
清
代
刑
事
裁
判
に
お
け
る
「
従
重
」

鈴

木

秀

光

【
目
次
】

は
じ
め
に

第
一
章

加
重
処
置
と
し
て
の
従
重

第
二
章

従
重
の
刑
事
裁
判
上
の
位
置

お
わ
り
に

は
じ
め
に

清
代
の
刑
事
裁
判
に
お
い
て
「
従
重
（
重
き
に
従
う
）」
は
必
ず
し
も
珍
し
い
語
で
は
な
い
。
試
み
に
律
例
を
ひ
も
解
け
ば
、
名
例

「
徒
流
人
又
犯
罪
」
律
の
律
文
に
「
お
よ
そ
罪
を
犯
し
て
す
で
に
発
覚
し
（
い
ま
だ
処
罰
さ
れ
な
い
う
ち
に
）
ま
た
罪
を
犯
し
た
場
合

は
、
従
重
で
処
罰
す
る
〔
凡
犯
罪
已
發
（
未
論
決
）
又
犯
罪
者
、
從
重
科
斷
〕」
を
始
め
と
し
て
、
幾
つ
も
の
律
文
に
そ
の
用
例
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
、
ま
た
条
例
ま
で
を
含
め
れ
ば
そ
れ
こ
そ
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
し
て
律
例
に
多
く
の
用
例
が
存
在
す
る
こ
と
と
関

45



連
し
て
、
当
時
の
官
箴
書
や
律
例
の
注
釈
書
な
ど
に
も
、
律
例
を
運
用
に
す
る
に
あ
た
っ
て
「
従
」「
重
」
の
文
字
に
注
意
す
べ
き
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。

そ
の
中
で
、
清
代
の
律
例
解
説
書
と
し
て
有
名
な
王
明
徳
『
読
律
佩

』
に
は
、
ま
さ
に
「
従
重
論
」
と
題
す
る
一
文
が
存
在
す
る
（
１
）

。

こ
の
文
章
で
は
、
ま
ず「「
従
重
論
」
と
は
、
重
軽
を
較
量
し
て
、
そ
の
重
き
に
従
い
て
罪
を
論
ず
る
こ
と
で
あ
る
。「
従
」
字
、「
重
」

字
に
は
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
論
」
字
も
ま
た
粗
忽
に
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
「
従
重
論
」
の
三
字
に
は
二
つ
の
意
味
が

あ
る〔「
従
重
論
」
者
、
較
量
重
軽
、
従
其
重
者
以
論
罪
也
。「
従
」
字
・「
重
」
字
、
要
着
眼
、
而
「
論
」
字
亦
不
容
忽
。
然
「
従
重
論
」
三
字
、

亦
有
二
義
〕」
と
指
摘
し
、
従
重
の
二
つ
の
意
味
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

例
え
ば
名
例
内
に
「
二
罪
が
と
も
に
発
覚
し
た
ら
従
重
で
論
ず
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
時
に
発
覚
し
た
も
の
を
言
っ
て
い
る
。

も
し
平
日
に
犯
し
た
罪
が
、
一
時
に
と
も
に
発
覚
し
、
罪
に
重
科
が
無
け
れ
ば
、
各
事
の
中
で
そ
の
重
き
に
従
い
て
こ
れ
を
処
罰

す
る
。
こ
れ
が
一
つ
の
意
味
で
あ
る
。

〔
如
名
例
内
云
、「
二
罪
倶
発
、
従
重
論
」、
係
一
就
時
所
発
言
。
如
平
日
所
犯
之
罪
、
一
時
倶
発
、
罪
無
重
科
、
就
各
事
之
中
、
従
其
重
者

而
科
之
。
此
一
義
也
。〕

律
中
の
各
条
の
下
に
掲
載
さ
れ
る
従
重
論
に
は
、
一
事
を
犯
す
所
の
律
に
つ
い
て
い
う
も
の
も
存
在
す
る
。
犯
す
と
こ
ろ
が
一
事

に
止
ま
る
の
に
、
罪
名
は
却
っ
て
両
条
に
関
係
す
る
。
そ
の
両
条
は
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
軽
重
が
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
須
ら
く
斟
酌

し
て
詳
審
し
、
細
か
く
究
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
い
は
彼
重
く
此
軽
け
れ
ば
、
則
ち
此
を
捨
て
彼
に
従
い
、
或
い
は
彼
軽

く
此
れ
重
け
れ
ば
、
則
ち
ま
た
彼
を
捨
て
此
に
従
う
。
…
要
は
す
べ
て
両
律
の
中
で
い
ず
れ
が
重
く
い
ず
れ
が
軽
い
か
を
細
か
く
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比
較
し
、
一
方
の
律
を
執
り
て
定
め
る
こ
と
を
な
さ
ず
、
た
だ
そ
の
重
き
に
従
う
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
が
も
う
一
つ
の
意
味
で
あ

る
。

〔
若
律
中
各
条
下
、
所
載
之
従
重
論
、
則
又
有
就
所
犯
一
事
之
律
言
者
。
如
所
犯
止
是
一
事
、
而
罪
名
却
干
乎
両
条
。
其
両
条
中
、
又
各
有

軽
重
不
同
、
須
斟
酌
詳
審
、
細
為
究
論
。
或
彼
重
而
此
軽
、
則
舎
此
以
従
彼
、
或
彼
軽
而
此
重
、
則
又
略
彼
以
従
此
。
…
要
皆
于
両
律
之
中
、

細
較
其
孰
重
孰
軽
、
不
為
執
定
一
律
、
惟
従
其
重
者
而
已
。
此
又
一
義
也
。〕

前
者
は
、「
二
罪
が
と
も
に
発
覚
し
た
ら
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
つ
以
上
の
犯
罪
行
為
が
同
時
に
発
覚
し
た
場
合
、
そ
の
中
で
刑
罰

が
最
も
重
く
な
る
律
に
よ
っ
て
処
断
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
従
重
と
い
う
語
で
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
名
例
「
二
罪
倶
発
以
重

論
」
律
の
律
文
が
規
定
す
る
「
お
よ
そ
二
罪
以
上
が
と
も
に
発
覚
し
た
ら
、
重
き
を
以
っ
て
論
ず
〔
凡
二
罪
以
上
倶
発
、
以
重
者
論
〕」

に
基
づ
い
て
い
る
。

後
者
は
、「
犯
す
と
こ
ろ
が
一
事
に
止
ま
る
の
に
、
罪
名
は
却
っ
て
両
条
に
関
係
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
行
為
が
二
つ
以
上

の
犯
罪
に
該
当
す
る
場
合
、
そ
の
中
で
刑
罰
が
最
も
重
い
律
で
処
断
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
従
重
と
い
う
語
で
表
し
て
い
る
。

あ
る
行
為
が
二
つ
以
上
の
犯
罪
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
パ
タ
ー
ン
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
タ
ー
ン
に

お
い
て
個
別
に
判
断
し
て
い
く
し
か
な
い
が
、「
要
は
す
べ
て
両
律
の
中
で
い
ず
れ
が
重
く
い
ず
れ
が
軽
い
か
を
細
か
く
比
較
し
…
た

だ
そ
の
重
き
に
従
う
の
み
で
あ
る
」。

以
上
の
よ
う
に
『
読
律
佩

』
で
は
、
律
例
に
現
れ
る
従
重
と
し
て
、
複
数
の
犯
罪
が
同
時
に
発
覚
し
た
場
合
と
、
一
つ
の
行
為
が

複
数
の
犯
罪
に
該
当
す
る
場
合
が
存
在
す
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
従
重
と
い
う
語
に
着
目
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
場
合
も
複
数
の
条
文

が
規
定
す
る
刑
罰
を
比
較
し
て
、
よ
り
重
い
方
を
適
用
す
る
手
続
を
指
し
示
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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し
か
し
律
例
に
現
れ
る
従
重
の
用
例
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
『
読
律
佩

』
が
提
示
す
る
複
数
の
刑
罰
を
比
較
す
る
手
続
に
限
定
さ

れ
ず
、
よ
り
単
純
に
「
重
き
に
従
う
」、
つ
ま
り
加
重
処
罰
を
含
意
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
刑
律
「
劫

囚
」
律
の
乾
隆
十
八
年
条
例
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
（
２
）

。

官
司
の
差
人
が
罪
人
を
捕
獲
す
る
も
、
衆
を
聚
め
て
中
途
に
て
打
奪
し
、
…
差
役
を
傷
つ
け
る
も
未
だ
死
に
至
ら
な
い
場
合
は
、

首
犯
は
な
お
律
に
照
ら
し
て
絞
監
候
に
定
擬
す
る
。
た
だ
衆
を
聚
め
て
犯
罪
者
を
奪
い
、
未
だ
人
を
傷
つ
け
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

首
犯
は
ま
た
「
因
り
て
人
を
傷
つ
け
る
」
の
律
に
照
ら
し
て
、
従
重
で
絞
に
定
擬
す
る
。
…
も
し
数
年
後
、
こ
の
風
潮
が
や
や
収

ま
れ
ば
、
旨
を
請
い
な
お
旧
例
に
復
し
て
遵
行
す
る
（
衆
を
聚
め
る
に
あ
ら
ず
、
ま
た
中
途
に
て
打
奪
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
本
律
の
註
に
照
ら
し
て
分
別
し
て
処
理
す
る
）。

〔
官
司
差
人
捕
獲
罪
人
、
有
聚
衆
中
途
打
奪
、
…
其
傷
差
未
至
死
者
、
首
犯
仍
照
律
擬
絞
監
候
。
但
経
聚
衆
奪
犯
、
雖
未
傷
人
、
首
犯
亦
照

「
因
而
傷
人
」
律
、
従
重
擬
絞
。
…
若
数
年
後
、
此
風
稍
息
、
請
旨
仍
復
旧
例
遵
行
（
其
非
聚
衆
及
不
於
中
途
打
奪
者
、
各
照
本
律
註
分
別

理
）。〕

こ
の
条
例
で
は
、
捕
縛
し
た
犯
罪
者
が
強
奪
さ
れ
た
際
、
差
役
を
負
傷
さ
せ
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
差
役
を
負
傷
さ
せ
た
場
合
の
規

定
に
よ
り
首
犯
を
絞
監
候
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
従
重
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
の
従
重
は
、
複
数
の
犯
罪
行
為
が
同
時

に
発
覚
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
一
つ
の
行
為
が
複
数
の
犯
罪
行
為
に
該
当
す
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
。
ま
た
規
定
す
る
内

容
か
ら
し
て
も
、
差
役
を
死
傷
さ
せ
ず
に
犯
罪
者
を
強
奪
し
た
首
犯
を
絞
監
候
に
定
擬
す
る
と
あ
る
の
み
で
、
従
重
と
い
う
語
が
な
か

っ
た
と
し
て
も
そ
の
内
容
は
変
わ
ら
な
い
。
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そ
れ
で
は
こ
の
条
例
に
あ
る
従
重
と
は
一
体
何
な
の
か
。
そ
れ
は
条
例
の
制
定
経
緯
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
の
条
例
は
乾

隆
十
八
年
の
上
諭
を
契
機
と
し
て
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
上
諭
は
次
の
通
り
（
３
）

。

福
建
や
広
東
な
ど
の
省
は
、
民
間
の
習
俗
が
猛
々
し
く
、
官
司
が
差
役
を
派
遣
し
て
捕
縛
す
る
罪
人
は
、
や
や
も
す
れ
ば
衆
を
聚

め
て
殴
奪
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
定
例
は
た
だ
首
犯
に
坐
す
る
に
と
ど
ま
る
。
い
ま
だ
人
を
傷
つ
け
な
け
れ
ば
、
首
犯
も
ま
た
死
刑

に
は
至
ら
ず
、
附
和
の
徒
は
す
べ
て
減
刑
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
愚
民
は
恐
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
法
に
ふ
れ
る
者

が
多
く
、
各
省
も
近
ご
ろ
悪
を
ま
ね
る
者
も
多
い
。
か
つ
て
康
煕
年
間
、
各
省
の
強
盗
案
件
が
非
常
に
多
か
っ
た
た
め
、
特
に「
首

従
を
分
け
な
い
」
例
へ
と
厳
し
く
し
、
強
盗
の
風
潮
が
遂
に
収
ま
っ
た
。
今
後
各
省
で
差
役
を
殴
っ
て
犯
罪
者
を
奪
い
、
人
を
死

に
至
ら
し
め
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
首
従
を
分
か
た
ず
直
ち
に
死
刑
に
せ
よ
。
た
だ
衆
を
集
め
て
犯
罪
者
を
奪
え
ば
、
か
つ

て
差
役
を
殴
傷
さ
せ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
す
な
わ
ち
「
因
り
て
人
を
傷
つ
け
る
」
の
律
に
照
ら
し
て
従
重
で
絞
に
擬
せ
。
も
し

数
年
後
に
こ
れ
ら
の
案
件
が
よ
う
や
く
減
少
す
れ
ば
、
再
び
酌
量
し
て
旨
を
く
だ
し
、
な
お
旧
例
に
復
す
る
。

〔

粤
等
省
、
民
俗

悍
、
官
司
差
捕
罪
人
、
動
輒
聚
衆
殴
奪
。
而
定
例
止
坐
首
犯
、
其
未
経
傷
人
者
、
即
首
犯
亦
罪
不
至
死
、
附
和
之
徒
、

倶
得
逓
従
末
減
。
故
愚
民
無
所
�
畏
、
罹
法
者
衆
、
而
各
省
近
来
效
尤
者
亦
多
。
従
前
康
煕
年
間
、
因
直
省
盗
案
甚
多
、
特
厳
「
不
分
首
従
」

之
例
、
而
盗
風
遂
輯
。
嗣
後
各
省
有
殴
差
奪
犯
致
斃
人
命
者
、
倶
著
不
分
首
従
、
即
行
正
法
。
其
但
経
聚
衆
奪
犯
、
無
論
曽
否
殴
傷
差
役
、

即
照
「
因
而
傷
人
」
律
、
従
重
擬
絞
。
若
数
年
後
、
此
等
案
件
、
漸
就
減
少
、
再
為
酌
量
降
旨
、
仍
復
旧
例
。〕

こ
の
上
諭
は
、
犯
罪
者
強
奪
事
件
の
多
発
は
律
の
定
め
る
刑
罰
が
軽
す
ぎ
る
こ
と
が
一
因
で
あ
る
と
し
て
、
康
煕
年
間
に
強
盗
事
件

の
多
発
を
受
け
て
刑
罰
を
厳
し
く
し
た
こ
と
が
強
盗
の
減
少
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
今
回
の
犯
罪
者
強
奪
事
件
で
も
刑
罰
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の
加
重
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
刑
律
「
劫
囚
」
律
の
律
文
に
よ
る
と
、
九
人
以
下
で
犯
罪
者
を
強
奪
し
、
差
役
を
傷
つ
け
な
か
っ
た

場
合
は
、
首
犯
は
流
三
千
里
に
と
ど
ま
り
、
死
刑
に
至
ら
な
い
。
そ
れ
を
こ
の
上
諭
に
お
い
て
は
絞
監
候
に
引
き
上
げ
る
た
め
、
律
の

規
定
に
比
し
て
刑
罰
を
加
重
す
る
と
い
う
意
味
で
従
重
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

先
の
条
例
は
、
そ
の
末
尾
に
「
も
し
数
年
後
、
こ
の
風
潮
が
や
や
収
ま
れ
ば
、
旨
を
請
い
て
な
お
旧
例
に
復
し
て
遵
行
す
る
」
と
い

う
条
文
と
し
て
は
や
や
異
様
な
一
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
上
諭
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
条
例

化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
文
脈
で
条
例
に
お
い
て
も
従
重
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
条
例
の
当
該
箇
所
は
「
絞
に
定
擬
す

る
」
と
単
体
で
刑
罰
を
規
定
す
る
構
造
で
あ
る
た
め
、
従
重
の
語
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
の
内
容
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
条
例
に

用
い
ら
れ
て
い
る
従
重
と
い
う
語
の
淵
源
を
辿
っ
た
と
き
、
従
来
の
律
の
規
定
に
比
し
て
刑
罰
を
加
重
す
る
と
い
う
加
重
処
罰
を
含
意

す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
従
重
に
は
『
読
律
佩

』
に
現
れ
な
い
加
重
処
罰
を
含
意
す
る
用
例
も
存
在
す
る
。
も
し
そ
の
用
例
が
皇
帝
の
限
り
で

確
認
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
皇
帝
は
立
法
に
お
け
る
権
威
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
問
題
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

従
重
の
用
例
の
広
が
り
を
見
る
と
、
本
来
律
例
に
準
拠
す
べ
き
と
さ
れ
る
官
僚
の
裁
判
実
務
の
中
に
お
い
て
も
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
を

当
時
の
刑
事
裁
判
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。

著
者
は
以
前
、
別
稿
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
従
重
に
つ
い
て
若
干
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
従
重
を
解
明
す
る
こ
と
が

目
的
で
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
詳
細
な
検
討
を
行
わ
な
か
っ
た
（
４
）

。
ま
た
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
清
代
の
こ
の
よ
う
な
従
重
に
つ

い
て
考
察
し
た
専
論
は
管
見
に
及
ば
な
い
（
５
）

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
加
重
処
罰
を
含
意
す
る
従
重
に
つ
い
て
、
当
時
の
刑
事
裁
判
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以
下
、
第
一
章
で
は
加
重
処
罰
を
含
意
す
る
従

重
の
用
例
の
広
が
り
を
確
認
し
、
そ
の
傾
向
や
特
徴
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
で
は
、
皇
帝
の
従
重
に
対
す
る
理
解
を
中
心
に
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検
討
し
、
従
重
の
刑
事
裁
判
上
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
章

加
重
処
罰
と
し
て
の
従
重

加
重
処
罰
と
し
て
の
従
重
は
、
そ
の
用
例
の
広
が
り
を
み
る
と
、
大
き
く
二
つ
の
系
統
が
確
認
で
き
る
。
一
つ
は
刑
罰
そ
の
も
の
を

加
重
す
る
方
法
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
手
続
を
変
更
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
加
重
効
果
を
も
た
ら
す
方
法
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
、
裁
判
の
過
程
で
「
従
重
」
の
語
が
直
接
確
認
で
き
る
も
の
に
限
定
し
て
例
示
し
、
そ
の
用
例
の
広
が
り
を
確
認
す
る
。

�
刑
罰
の
加
重

ａ．

「
斬
立
決
↓
凌
遅
処
死
」

台
湾
に
送
る
軍
器
を
海
洋
で
強
奪
し
た
事
件
に
関
す
る
嘉
慶
二
年
の

浙
総
督
魁
倫
の
奏
摺
で
は
（
６
）

、

査
す
る
に
洪
長
・
洪
石
・
施
雙
の
三
犯
は
、
海
洋
で
し
ば
し
ば
強
奪
し
、
ま
た
敢
え
て
危
難
に
乗
じ
て
輸
送
す
る
軍
器
を
奪
い
と

っ
た
。
實
に
罪
は
大
き
く
悪
は
極
ま
っ
て
お
り
、
僅
か
に
「
江
洋
大
盗
」
例
に
照
ら
し
て
斬
立
決
に
す
る
の
で
は
、
罪
を
覆
う
に

十
分
で
な
い
。
ま
さ
に
従
重
で
凌
遅
処
死
に
す
べ
し
。

〔
査
洪
長
・
洪
石
・
施
雙
三
犯
、
在
洋
疊
劫
、
復
敢
乗
危
搬
搶
運
送
軍
械
。
實
属
罪
大
惡
極
、
僅
照
「
江
洋
大
盗
」
例
斬
決
、
不
足
蔽
辜
。

応
従
重
凌
遅
処
死
。〕
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と
あ
る
。
こ
こ
で
総
督
は
、
三
名
の
犯
罪
者
に
つ
い
て
「
江
洋
大
盗
」
例
、
す
な
わ
ち
刑
律
「
強
盗
」
律
の
条
例
（
７
）

に
照
ら
し
て
斬
立
決

と
す
る
の
で
は
「
罪
を
覆
う
に
十
分
で
な
い
」
と
し
て
、
従
重
で
凌
遅
処
死
に
定
擬
し
て
い
る
。

な
お
こ
の
総
督
は
、「
付
き
従
っ
て
商
船
を
強
奪
す
る
こ
と
三
回
に
止
ま
り
、
軍
器
を
強
奪
し
た
際
に
は
輸
送
す
る
船
に
行
か
な
か

っ
た
〔
止
随
同
行
劫
商
船
三
次
、
搶
劫
軍
械
之
時
並
未
過
船
〕」
一
名
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
江
洋
大
盗
」
例
で
斬
立
決
に
定
擬
し
て
い

る
〔
応
照
「
江
洋
大
盗
斬
決
」
例
、
擬
斬
立
決
〕。
し
た
が
っ
て
こ
の
案
件
で
は
、
従
重
を
選
択
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
軍
器
の
強

奪
に
直
接
参
加
し
た
か
ど
う
か
で
も
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
（
８
）

。

ｂ．

「
絞
監
候
↓
絞
立
決
」

奉
天
城
内
で
の
搶
奪
事
件
に
関
す
る
咸
豊
九
年
の
管
奉
天
府
尹
事
の
倭
仁
の
奏
摺
で
は
（
９
）

、
ま
ず
百
二
十
両
以
上
の
搶
奪
で
絞
監
候
を

規
定
す
る
刑
律
「
白
昼
搶
奪
」
律
の
条
例
〔
白
晝
搶
奪
人
財
物
、
贓
至
一
百
二
十
兩
以
上
者
、
仍
照
「
盜
竊
滿
貫
」
律
、
擬
絞
監
候
〕
に
言

及
し
、「
こ
の
案
の
王
起
才
は
、
日
中
に
王
守
和
の
銀
両
を
搶
奪
し
、
贓
物
を
計
算
す
れ
ば
百
二
十
両
以
上
に
な
り
、
条
例
に
按
じ
れ

ば
罪
は
絞
監
候
に
止
ま
る
〔
此
案
王
起
才
、
白
日
搶
奪
王
守
和
銀
両
、
計
贓
一
百
二
十
両
以
上
、
按
例
罪
止
絞
候
〕」
と
、
こ
の
事
件
で
は
刑

律
「
白
昼
搶
奪
」
律
の
条
例
を
適
用
し
て
絞
監
候
と
な
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、

た
だ
禁
城
の
内
側
で
該
犯
は
大
胆
に
も
あ
え
て
ほ
し
い
ま
ま
に
搶
奪
し
、
忌
む
と
こ
ろ
が
な
く
、
実
に
目
に
法
紀
が
な
い
。
城
内

で
の
搶
奪
は
条
例
に
加
重
し
て
処
罰
す
る
明
文
が
存
在
し
な
い
が
、
た
だ
奉
天
は
根
本
と
な
る
重
要
な
土
地
で
あ
り
、
ま
た
近
年

は
強
盗
の
風
潮
が
日
ご
と
に
盛
ん
で
、
ま
さ
に
捕
務
を
整
頓
す
る
際
で
あ
れ
ば
、
も
し
厳
し
く
処
理
し
な
け
れ
ば
懲
ら
し
め
を
示

す
こ
と
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
旨
を
請
い
、
該
犯
の
王
起
才
を
従
重
で
絞
立
決
に
定
擬
し
、
も
っ
て
戒
め
を
明
ら
か
に
す
る
。
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〔
惟
在
禁
城
以
内
、
該
犯
膽
敢
肆
行
無
忌
、
實
屬
目
無
法
紀
。
雖
城
内
搶
奪
例
無
加
重
治
罪
明
文
、
第
奉
省
為
根
本
重
地
、
近
来
盗
風
日
熾
、

正
在
整
頓
捕
務
之
際
、
若
不
厳

、
無
以
示
懲
。
相
應
請
旨
、
將
該
犯
王
起
才
、
從
重
問
擬
絞
立
決
、
以
昭
炯
戒
。〕

と
あ
る
よ
う
に
、
絞
監
候
か
ら
加
重
す
る
条
文
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
明
言
し
つ
つ
も
、「
重
要
な
土
地
で
あ
る
奉
天
の
城
内
で
の
事

件
で
あ
る
こ
と
」、「
近
年
は
強
盗
の
風
潮
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
」、「
捕
務
を
整
頓
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
こ
と
」
の
三
点
を
考
慮
し
て
、

従
重
で
絞
立
決
に
定
擬
し
た
。

ｃ．

「
絞
監
候
↓
斬
立
決
」

把
総
陳
耀
祥
が
曾
開
華
を
で
た
ら
め
に
捕
ら
え
、
率
い
て
い
た
兵
丁
が
銃
を
放
っ
て
曾
開
昂
・
曾
亜
庇
の
二
名
を
殺
害
し
、
曾
懐
造

を
銃
で
負
傷
さ
せ
、
ま
た
刃
物
で
曾
紹
和
を
負
傷
さ
せ
た
事
件
〔
把
總
陳
耀
祥
、
向
民
人
曽
開
華
圖
詐
妄
拏
、
隨
帶
兵
丁
放
鎗
、
致
斃
曽
開

昂
・
曽
亞
庇
二
命
、
並
鎗
傷
曽
懷
造
、
刃
傷
曽
紹
和
一
案
〕
に
関
す
る
乾
隆
五
十
九
年
の
乾
隆
帝
の
上
諭
に
よ
る
と
（
１０
）

、
こ
の
事
件
を
上
奏

し
た
両
広
総
督
長
麟
は
、
把
總
の
陳
耀
祥
を
「
光
棍
為
首
」
例
、
す
な
わ
ち
刑
律
「
恐
嚇
取
財
」
律
の
条
例
（
１１
）

の
首
犯
に
関
す
る
規
定
に

よ
り
斬
立
決
に
定
擬
し
た
ほ
か
〔
將
把
總
陳
耀
祥
、
照
「
光
棍
為
首
」
例
、
擬
斬
立
決
〕、
銃
を
放
っ
た
兵
丁
に
つ
い
て
、

銃
を
放
っ
て
死
亡
さ
せ
た
兵
丁
の
蔡
勝
雄
・
羅
得
漢
は
、
従
犯
の
例
に
照
ら
し
て
絞
（
監
候
）
に
定
擬
し
、
従
重
で
斬
立
決
に
定

擬
す
る
。

〔
放
鎗
斃
命
之
兵
丁
蔡
勝
雄
・
羅
得
漢
、
照
為
從
例
擬
絞
、
從
重
擬
斬
決
。〕
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と
あ
る
よ
う
に
、
同
条
例
の
従
犯
に
関
す
る
規
定
に
よ
り
絞
監
候
と
し
た
上
で
、
こ
ち
ら
も
従
重
で
斬
立
決
と
定
擬
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
乾
隆
帝
は
、

今
、
把
總
の
陳
耀
祥
は
、
民
人
の
曾
開
華
か
ら
騙
し
取
ろ
う
と
し
て
、
で
た
ら
め
に
無
辜
の
者
を
捕
ら
え
た
。
率
い
た
兵
丁
も
ま

た
あ
え
て
本
官
に
付
き
従
い
、
銃
を
発
砲
し
て
平
民
を
撃
ち
、
も
っ
て
二
人
を
死
亡
さ
せ
二
人
を
傷
つ
け
る
と
は
、
不
法
す
で
に

極
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
好
き
勝
手
で
で
た
ら
め
な
行
い
は
、
さ
ら
に
何
事
を
為
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
総
督
ら
が

陳
耀
祥
お
よ
び
銃
を
放
っ
て
死
に
至
ら
し
め
た
兵
丁
の
蔡
勝
雄
・
羅
得
漢
の
三
犯
を
す
べ
て
斬
立
決
に
定
擬
し
た
こ
と
は
、
そ
の

処
理
は
正
し
い
も
の
で
あ
る
。

〔
今
把
總
陳
耀
祥
、
因
向
民
人
曽
開
華
索
詐
起
見
、
輒
妄
拏
無
辜
。
所
帶
兵
丁
復
敢
聽
從
本
官
、
開
放
鳥
鎗
、
撃
打
平
民
、
以
致
二
死
二
傷
、

不
法
已
極
。
似
此
肆
意
妄
行
、
尚
復
何
事
不
可
為
耶
。
今
該
督
等
、
將
陳
耀
祥
曁
放
鎗
斃
命
之
兵
丁
蔡
勝
雄
・
羅
得
漢
三
犯
、
皆
擬
斬
立
決
、

所

尚
是
。〕

と
指
摘
し
、
犯
罪
行
為
が
凶
悪
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
総
督
が
銃
を
放
っ
た
兵
丁
を
従
重
で
斬
立
決
と
し
た
こ
と
に
つ

い
て
も
「
そ
の
処
理
は
正
し
い
」
と
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。

ｄ．

「
斬
立
決
↓
斬
立
決
梟
示
」

ア
ロ
ー
戦
争
に
お
け
る
英
仏
軍
の
円
明
園
の
放
火
に
乗
じ
て
、
円
明
園
か
ら
絹
生
地
な
ど
を
持
ち
出
し
た
事
件
に
関
す
る
咸
豊
十
年

の
管
理
刑
部
事
務
の
桂
良
ら
の
奏
摺
で
は
（
１２
）

、
円
明
園
な
ど
の
物
を
盗
み
出
し
た
場
合
に
斬
立
決
と
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
刑
律
「
盗
内
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府
財
物
」
律
の
条
例
〔
偸
窃
圓
明
園
乗
輿
服
物
者
、
斬
立
決
〕
に
言
及
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
案
の
高
二
は
円
明
園
に
火
が
放
た
れ
た
後
、
大
胆
に
も
あ
え
て
勝
手
に
宮
門
に
進
み
、
綢
料
な
ど
の
物
を
得
る
と
は
、
実
に

法
を
恐
れ
て
い
な
い
。
自
ず
か
ら
ま
さ
に
条
例
に
比
附
し
て
定
擬
す
べ
き
で
あ
る
。
高
二
す
な
わ
ち
高
大
は
、
遺
失
物
を
得
る
軽

罪
は
議
論
し
な
い
こ
と
を
除
い
て
、
ま
さ
に
「
円
明
園
の
乗
輿
・
服
物
を
盗
む
も
の
は
斬
立
決
に
す
る
」
の
例
に
比
附
し
て
斬
立

決
に
定
擬
し
、
従
重
で
加
え
て
梟
示
に
定
擬
す
る
。

〔
此
案
高
二
、
於
圓
明
園
被
火
後
、
膽
敢
私
進
宮
門
、
搶
得
綢
料
等
物
、
實
屬
愍
不
畏
法
。
自
應
比
例
問
擬
。
高
二
即
高
大
、
除
得
遺
失
物

軽
罪
不
議
外
、
合
比
依
「
偸
窃
圓
明
園
乘
輿
服
物
、
斬
立
決
」
例
、
擬
斬
立
決
、
從
重
加
擬
梟
示
。〕

こ
こ
で
「
遺
失
物
を
得
る
軽
罪
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
最
大
で
刑
罰
が
徒
三
年
と
な
る
戸
律
「
得
遺
失
物
」
律
の
律
文
の
こ
と
で
あ

り
（
１３
）

、
ま
た
「
議
論
し
な
い
」
と
は
、「
は
じ
め
に
」
で
言
及
し
た
「
二
罪
が
と
も
に
発
覚
し
た
ら
従
重
で
論
ず
る
」
の
軽
い
方
を
指
す
。

こ
の
事
件
は
絹
生
地
な
ど
を
持
ち
出
し
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
窃
盗
と
は
い
え
な
い
た
め
、
一
方
で
「
二
罪
が
と
も
に
発
覚
し
た
ら
従

重
で
論
ず
る
」
に
つ
い
て
言
及
し
、
他
方
で
刑
律
「
盗
内
府
財
物
」
律
の
条
例
に
比
附
す
る
形
で
定
擬
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
比
附

に
よ
り
導
き
出
し
た
斬
立
決
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
従
重
で
梟
示
を
加
え
て
い
る
。

ｅ．

「
内
地
の
充
軍
↓
外
遣
」

賭
博
や
窃
盗
団
の
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
た
犯
罪
者
が
捕
縛
さ
れ
た
後
、
衆
を
集
め
て
そ
の
犯
罪
者
を
強
奪
し
た
事
件
に
関
す
る
道
光

二
十
六
年
の
陝
西
巡
撫
林
則
徐
の
奏
摺
で
は
（
１４
）

、
犯
罪
者
強
奪
の
首
犯
を
斬
監
候
に
定
擬
し
て
請
旨
即
行
正
法
と
し
た
ほ
か
〔
馬
得

…
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合
依
「
官
司
差
人
捕
獲
罪
人
、
中
途
打
奪
、
聚
至
十
人
、
為
首
者
斬
」
律
、
擬
斬
監
候
。
…
該
犯
係
著
名
稔
惡
、
未
便
稽
誅
、
應
請
旨
即
行
正
法
、

以
昭
炯
戒
〕
強
奪
に
加
わ
っ
た
従
犯
の
回
族
十
三
名
に
つ
い
て
は
、

均
し
く
ま
さ
に
「
回
民
が
徒
党
を
組
む
こ
と
三
人
以
上
で
、
武
器
を
所
持
す
れ
ば
、
首
従
を
分
か
た
ず
雲
南
・
貴
州
・
広
東
・
広

西
の
極
辺
の
烟
瘴
に
発
し
て
充
軍
と
す
る
」
の
例
に
よ
り
、
雲
南
・
貴
州
・
広
東
・
広
西
の
極
辺
の
烟
瘴
に
発
し
て
充
軍
と
す
る
。

〔
均
合
依
「
回
民
結
夥
三
人
以
上
、
執
持
器
械
、
不
分
首
從
、
發
雲
貴
兩
廣
極
邊
烟
瘴
充
軍
」
例
、
發
雲
貴
兩
廣
極
邊
烟
瘴
充
軍
。〕

と
、
刑
律
「
闘
殴
」
律
の
条
例
に
よ
り
極
邊
烟
瘴
充
軍
に
定
擬
し
、
ま
た
従
犯
の
漢
族
の
刀
匪
九
名
に
つ
い
て
も
、

均
し
く
ま
さ
に
「
陝
西
省
の
匪
徒
が
、
衆
を
あ
つ
め
る
こ
と
十
人
以
上
に
至
り
て
、
武
器
を
所
持
す
れ
ば
、
首
従
を
分
か
た
ず
極

辺
の
烟
瘴
に
発
し
て
充
軍
と
す
る
」
の
例
に
よ
り
、
極
辺
の
烟
瘴
に
発
し
て
充
軍
と
す
る
。

〔
均
合
依
「
陝
省
匪
徒
、
聚
衆
至
十
人
以
上
、
執
持
器
械
、
不
分
首
從
、
發
極
邊
烟
瘴
充
軍
」
例
、
發
極
邊
烟
瘴
充
軍
。〕

と
、
刑
律
「
恐
嚇
取
財
」
律
の
条
例
に
よ
り
同
じ
く
極
邊
烟
瘴
充
軍
に
定
擬
し
た
。
そ
し
て
、「
以
上
の
各
犯
は
、
付
き
従
っ
て
犯
罪

者
を
強
奪
し
、
捕
縛
に
抵
抗
し
て
銃
を
放
っ
て
人
を
傷
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
常
の
武
器
を
所
持
し
て
人
を
殴
る
案
件
と
比

較
し
た
場
合
、
そ
の
犯
罪
内
容
は
も
っ
と
も
重
い
〔
以
上
各
犯
、
聴
從
奪
犯
拒
捕
放
槍
傷
人
、
較
之
尋
常
持
械
殴
人
之
案
、
情
節
尤
重
〕
と
、

通
常
の
事
件
と
比
較
し
て
犯
罪
内
容
が
重
大
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
捕
縛
時
に
殺
害
し
た
者
や
監
獄
で
死
亡
し
た
者
の
八
名

を
除
き
、「
洪
一
兒
な
ど
十
四
犯
は
、
均
し
く
従
重
で
新
疆
の
開
墾
地
域
に
発
し
て
差
に
当
て
る
こ
と
を
請
う
〔
其
洪
一
兒
等
十
四
犯
、
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均
請
從
重
發
往
新
疆
種
地
當
差
〕」
と
し
た
。

回
族
や
刀
匪
に
関
す
る
条
例
が
規
定
す
る
「
極
邊
烟
瘴
充
軍
」
と
い
う
刑
罰
は
、
前
者
の
条
文
に
「
雲
南
・
貴
州
・
広
東
・
広
西
」

と
い
う
文
言
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
国
南
部
�
省
の
マ
ラ
リ
ア
が
発
生
す
る
環
境
劣
悪
地
域
に
発
し
て
充
軍
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
そ
れ
で
も
こ
れ
ら
の
地
域
は
省
制
が
敷
か
れ
る
「
内
地
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
清
末
ま
で
省
制
が
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
新

疆
な
ど
は
「
外
地
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
外
地
に
発
す
る
こ
と
は
一
般
に
「
外
遣
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
外
遣
は
死
刑
に
次
ぐ
刑
罰
で

あ
り
、
内
地
の
充
軍
と
比
較
し
て
よ
り
重
い
刑
罰
で
あ
っ
た
（
１５
）

。

ｆ．

「
内
地
の
充
軍
↓
外
遣
↓
絞
立
決
」

林
爽
文
の
乱
後
の
台
湾
に
お
い
て
、
人
を
集
め
て
林
爽
文
の
天
地
会
を
復
興
を
試
み
た
事
件
に
関
す
る
台
湾
鎮
総
兵
奎
林
の
奏
摺
で

は
（
１６
）

、
ま
ず
「
お
よ
そ
異
姓
の
人
が
血
を
す
す
っ
て
約
束
し
、
表
を
焼
い
て
弟
兄
の
契
り
を
結
ぶ
こ
と
二
十
人
以
上
に
至
れ
ば
、
首
犯
は

絞
立
決
に
定
擬
し
、
従
犯
は
雲
南
・
貴
州
・
広
東
・
広
西
の
極
辺
の
烟
瘴
に
発
し
て
充
軍
と
す
る
〔
凡
異
姓
人
歃
血
訂
盟
、
焚
表
結
拜
弟

兄
、
聚
至
二
十
人
以
上
、
為
首
擬
絞
立
決
、
為
從
者
發
雲
貴
兩
廣
極
邊
烟
瘴
充
軍
〕」
と
い
う
刑
律
「
謀
叛
」
律
の
条
例
に
言
及
し
た
上
で
、

会
の
結
成
に
参
加
し
た
二
十
八
名
に
つ
い
て
、
こ
の
条
例
の
適
用
で
は
刑
罰
が
軽
す
ぎ
る
と
し
て
〔
若
依
本
例
將
首
犯
僅
擬
絞
決
、
為
從

遣
戍
、
不
惟
不
足
蔽
辜
、
且
無
以
昭
懲
創
〕、
刑
律
「
謀
叛
」
律
の
律
文
に
照
ら
し
て
斬
立
決
に
定
擬
し
て
恭
請
王
命
と
し
た
〔
張
標
…
等

二
十
八
犯
、
均
照
「
謀
叛
不
分
首
從
斬
」
律
、
擬
斬
立
決
。
審
明
後
、
臣
等
即
恭
請
王
命
…
將
張
標
等
二
十
八
犯
、
縛
赴
市
曹
、
即
行
處
斬
、
以

示
嚴
懲
〕。
そ
し
て
付
き
従
っ
て
人
を
集
め
る
も
会
の
結
成
に
は
参
加
し
て
い
な
い
林
三
元
な
ど
八
犯
に
つ
い
て
は
〔
林
三
元
…
八
犯
、

均
係
聽
從
糾
邀
、
但
未
訂
盟
結
會
〕、
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ま
さ
に
「
異
姓
の
人
が
血
を
す
す
っ
て
約
束
し
、
表
を
焼
い
て
弟
兄
の
契
り
を
結
ぶ
こ
と
二
十
人
以
上
に
至
れ
ば
、
從
犯
は
雲
南
、

貴
州
、
広
東
、
広
西
の
極
辺
の
烟
瘴
に
発
し
て
充
軍
と
す
る
」
の
本
例
に
照
ら
し
て
、
従
重
で
黒
龍
江
に
発
遣
し
て
披
甲
に
あ
た

え
て
奴
隷
と
す
る
。

〔
應
照
「
異
姓
歃
血
訂
盟
、
焚
表
結
拜
弟
兄
、
聚
至
二
十
人
以
上
、
為
從
發
雲
貴
兩
廣
極
邊
烟
瘴
充
軍
」
本
例
、
從
重
發
往

龍
江
給
披
甲

為
奴
〕。

と
あ
る
よ
う
に
、
内
地
の
充
軍
か
ら
従
重
で
黒
龍
江
へ
の
発
遣
、
す
な
わ
ち
外
遣
と
し
た
。

こ
の
事
件
に
対
す
る
乾
隆
五
十
六
年
の
上
諭
に
お
い
て
乾
隆
帝
は
、
林
爽
文
の
乱
の
後
、
天
地
会
な
ど
の
秘
密
結
社
の
結
成
を
禁
じ

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
そ
れ
を
復
興
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
「
実
に
痛
恨
に
堪
え
な
い
〔
實
堪
痛
恨
〕」
と
し
た
上
で
、「
も

し
厳
し
く
懲
罰
を
加
え
な
け
れ
ば
、
何
を
も
っ
て
良
善
の
者
を
安
ん
じ
地
方
を
安
寧
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
〔
若
不
嚴
加
懲

、

何
以
安
良
善
、
而
靖
地
方
〕」
と
厳
罰
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
見
地
か
ら
、

こ
の
案
件
で
付
き
従
っ
て
人
を
集
め
る
も
い
ま
だ
結
会
し
て
い
な
い
林
三
元
な
ど
八
犯
は
、
ま
た
僅
か
に
発
遣
に
定
擬
し
て
軽
く

い
い
か
げ
ん
に
処
罰
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
刑
部
に
下
し
て
、
従
重
で
絞
監
候
に
定
擬
す
る
こ
と
を
命
じ
る
。

〔
所
有
此
案
聽
從
糾
邀
未
經
結
會
之
林
三
元
等
八
犯
、
亦
未
便
僅
擬
發
遣
、
致
滋
輕
縱
。
著
交
部
、
從
重
定
以
絞
候
。〕

と
し
て
、
会
の
結
成
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
八
名
に
つ
い
て
も
従
重
で
絞
監
候
に
定
擬
す
る
よ
う
に
刑
部
に
命
じ
て
い
る
（
１７
）

。

し
た
が
っ
て
こ
の
事
件
は
、
乾
隆
帝
に
上
奏
さ
れ
る
段
階
に
お
い
て
内
地
の
充
軍
か
ら
黒
龍
江
へ
発
遣
、
す
な
わ
ち
外
遣
に
加
重
さ

58



れ
て
い
る
上
に
、
さ
ら
に
上
奏
を
受
け
た
乾
隆
帝
の
判
断
と
し
て
外
遣
か
ら
絞
監
候
に
加
重
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
二
重
の
従
重
が
確

認
で
き
る
事
例
で
あ
る
。

ｇ．

「
流
↓
充
軍
」

私
塩
犯
に
よ
る
搶
奪
や
犯
罪
者
強
奪
な
ど
に
関
す
る
嘉
慶
二
十
年
の
山
東
巡
撫
陳
預
の
奏
摺
で
は
（
１８
）

、
首
犯
の
蒋
四
に
つ
い
て
、「
搶

奪
で
聚
め
る
こ
と
十
人
以
上
に
至
り
、
武
器
を
所
持
し
、
強
き
を
恃
ん
て
ほ
し
い
ま
ま
に
掠
め
取
っ
た
場
合
は
、
糧
船
水
手
の
例
に
照

ら
し
て
、
首
従
を
分
別
し
て
定
擬
す
る
〔
搶
奪
聚
至
十
人
以
上
、
執
持
器
械
、
倚
強
肆
掠
、
照
「
糧
船
水
手
」
之
例
、
分
別
首
從
定
擬
〕」
と

い
う
刑
律
「
白
昼
搶
奪
」
律
の
条
例
と
「
糧
船
水
手
の
徒
党
を
組
む
こ
と
十
人
以
上
で
、
武
器
を
所
持
し
て
搶
奪
す
れ
ば
、
首
犯
は
強

盗
律
に
照
ら
し
て
処
罰
し
、
従
犯
は
一
等
を
減
じ
る
〔
糧
船
水
手
、
夥
衆
十
人
以
上
、
執
持
器
械
搶
奪
、
為
首
照
「
強
盗
」
律
治
罪
、
為
從

減
一
等
〕」
と
い
う
同
じ
く
刑
律
「
白
昼
搶
奪
」
律
の
条
例
に
よ
り
斬
立
決
に
定
擬
す
べ
き
も
、
す
で
に
監
獄
で
死
亡
し
た
た
め
に
「
議

論
す
る
必
要
は
な
い
〔
應
毋
庸
議
〕」
と
指
摘
す
る
ほ
か
、
従
犯
に
つ
い
て
、

蒋
成
は
搶
奪
に
付
き
従
う
こ
と
三
回
で
、
朱
林
・
富
曲
二
は
搶
奪
に
付
き
従
う
こ
と
二
回
で
、
張
秀
生
・
王
楷
は
搶
奪
に
付
き
従

う
こ
と
一
回
で
あ
り
、
均
し
く
ま
さ
に
「
徒
党
を
組
む
こ
と
十
人
以
上
で
、
武
器
を
所
持
し
て
搶
奪
す
る
従
犯
」
の
例
に
よ
り
、

蒋
四
の
斬
罪
の
上
に
一
等
を
減
じ
て
、
杖
一
百
流
三
千
里
と
す
る
。

〔
蒋
成
聴
從
搶
奪
三
次
、
朱
林
・
富
曲
二
聴
從
搶
奪
二
次
、
張
秀
生
・
王
楷
聴
從
搶
奪
一
次
、
均
合
依
「
夥
衆
十
人
以
上
執
持
器
械
搶
奪
為

從
」
例
、
於
蒋
四
斬
罪
上
減
一
等
、
杖
一
百
流
三
千
里
。〕
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と
定
擬
す
る
。
そ
し
て
別
の
犯
罪
で
刑
律
「
恐
嚇
取
財
」
律
の
条
例
に
よ
り
極
辺
へ
の
充
軍
と
さ
れ
た
張
秀
生
を
除
き
〔
張
秀
生
…
應

照
「
兇
悪
棍
徒
擾
害
良
民
」
例
、
杖
一
百
發
極
邊
足
四
千
里
充
軍
〕、
蒋
成
・
朱
林
・
富
曲
二
の
三
名
は
、

蒋
成
・
朱
林
・
富
曲
二
は
、
な
お
蒋
四
に
付
き
従
っ
て
犯
罪
者
の
張
魁
元
を
強
奪
し
て
釈
放
さ
せ
た
も
の
で
、
均
し
く
兇
横
に
属

せ
ば
、
ま
さ
に
従
重
で
附
近
に
発
し
て
充
軍
と
す
る
。

〔
蒋
成
・
朱
林
・
富
曲
二
、
尚
有
聴
從
蒋
四
奪
犯
張
魁
元
釈
放
、
均
屬
兇
横
、
應
從
重
發
附
近
充
軍
。〕

と
あ
る
よ
う
に
、
従
重
で
充
軍
と
さ
れ
た
。
な
お
残
る
一
名
の
王
楷
に
つ
い
て
は
、

王
楷
も
ま
た
付
き
従
っ
て
犯
罪
者
を
強
奪
す
る
も
、
た
だ
搶
奪
は
僅
か
に
一
回
に
止
ま
れ
ば
、
ま
さ
に
例
に
照
ら
し
て
流
を
問
う
。

〔
王
楷
亦
聴
從
奪
犯
、
惟
搶
奪
僅
止
一
次
、
應
照
例
問
流
。〕

と
あ
る
よ
う
に
、
先
の
定
擬
通
り
に
流
罪
の
ま
ま
と
さ
れ
た
。
従
重
で
充
軍
と
さ
れ
た
蒋
成
・
朱
林
・
富
曲
二
と
流
刑
の
ま
ま
で
あ
っ

た
王
楷
と
を
比
較
す
る
と
、
搶
奪
に
付
き
従
っ
た
回
数
が
一
回
か
二
回
以
上
か
に
よ
っ
て
従
重
か
ど
う
か
の
判
断
が
な
さ
れ
た
こ
と
が

分
か
る
。

ｈ．

「
杖
一
百
↓
流
三
千
里
」

台
湾
に
お
け
る
洋
盗
犯
の
父
親
の
処
罰
に
関
す
る
乾
隆
五
十
七
年
の
上
諭
に
よ
る
と
（
１９
）

、
こ
の
件
に
つ
い
て
上
奏
し
た
台
湾
鎮
総
兵
哈

60



當
阿
は
、
父
親
が
息
子
の
犯
罪
行
為
を
知
ら
ず
、
ま
た
贓
物
を
分
け
与
え
ら
れ
た
事
実
も
な
い
た
め
、「
父
兄
が
子
弟
の
強
盗
を
禁
止

で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
刑
律
「
強
盗
」
律
の
条
例
に
照
ら
し
て
杖
一
百
と
定
擬
し
た
〔
在
洋
行
劫
盗
犯
洪
毛
等
之
父
、
訊
無
知
情
分
賍

情
事
、
應
照
「
父
兄
不
能
禁
約
子
弟
為
盗
」
例
、
杖
一
百
〕。
こ
れ
に
対
し
て
乾
隆
帝
は
、「
台
湾
地
方
の
民
情
は
粗
野
で
あ
っ
て
他
所
と

比
べ
る
べ
く
も
な
け
れ
ば
、
従
重
で
処
理
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
〔
臺
灣
地
方
民
情
�
悍
、
非
他
處
可
比
、
不
可
不
從
重

理
〕」
と

し
た
上
で
、

こ
の
案
件
の
洪
毛
な
ど
の
父
洪
應
な
ど
は
、
兇
悪
犯
の
親
属
で
あ
れ
ば
、
自
ず
か
ら
な
お
該
処
に
留
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
杖
一

百
流
三
千
里
と
し
て
、
も
っ
て
懲
ら
し
め
を
示
せ
。

〔
此
案
洪
毛
等
之
父
洪
應
等
、
係
兇
犯
親
屬
、
自
不
應
仍
留
該
處
。
著
杖
一
百
流
三
千
里
、
以
示
懲

。〕

と
、
台
湾
か
ら
追
放
さ
せ
る
と
い
う
目
的
を
含
め
て
、
従
重
に
よ
り
刑
罰
を
流
三
千
里
ま
で
引
き
上
げ
て
い
る
。

な
お
同
じ
上
諭
内
に
お
い
て
乾
隆
帝
は
、
当
時
の
台
湾
に
関
し
て
、「
台
湾
の
地
は
大
海
を
隔
て
て
お
り
、
し
ば
し
ば
事
件
が
お
き

て
い
る
〔
臺
灣
地
隔
重
洋
、
�
有
滋
事
之
案
〕」
た
め
、「
事
件
が
起
き
れ
ば
厳
し
く
処
罰
し
、
一
、
二
年
後
を
待
っ
て
、
強
盗
の
風
潮
が

や
や
収
ま
り
、
民
情
が
よ
う
や
く
安
定
す
れ
ば
、
は
じ
め
て
内
地
の
例
に
照
ら
し
て
処
理
す
れ
ば
よ
い
〔
遇
事
嚴

、
俟
一
二
年
後
、
盜

風
稍
熄
、
民
氣
漸
馴
、
方
可
照
内
地
之
例

理
也
〕」
と
指
摘
し
て
お
り
、
当
面
の
間
は
原
則
的
に
厳
し
く
処
罰
す
べ
き
と
の
方
針
を
示
し

て
い
る
。
杖
一
百
か
ら
流
三
千
里
へ
の
加
重
は
、
他
の
諸
事
例
と
比
較
し
て
も
加
重
の
程
度
が
非
常
に
大
き
い
と
言
い
得
る
が
、
こ
れ

は
台
湾
で
は
当
面
厳
し
く
処
罰
す
る
と
い
う
方
針
と
、
犯
罪
者
の
親
属
を
台
湾
か
ら
追
放
さ
せ
る
と
い
う
こ
の
案
件
に
特
有
の
事
情
が

組
み
合
わ
さ
っ
て
初
め
て
行
い
得
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
２０
）

。
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�
手
続
に
よ
る
加
重
効
果

ａ．

「
収
贖
の
否
定
」

收
贖
と
は
、
犯
罪
者
が
一
定
の
年
齢
で
あ
る
場
合
な
ど
に
、
金
銭
で
そ
の
罪
を
贖
う
こ
と
で
実
刑
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
２１
）

。
こ

れ
に
関
し
て
、
民
人
が
管
轄
の
知
県
を
誣
告
し
た
事
件
に
関
す
る
道
光
三
年
の
上
諭
で
は
（
２２
）

、
ま
ず
事
件
概
要
と
し
て
、

こ
の
案
の
呂
源
は
王
天
培
を
唆
し
て
呈
状
を
作
ら
せ
、
そ
の
こ
と
で
大
城
県
の
代
理
知
県
の
陳
晋
が
呂
源
を
掌
責
し
た
た
め
、
呂

源
は
不
満
に
思
っ
た
。
そ
こ
で
代
理
知
県
が
救
済
用
資
金
を
横
領
し
た
こ
と
に
し
て
、
罪
状
を
列
挙
し
て
訴
え
た
が
、
総
督
が
審

理
し
て
す
べ
て
捏
造
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

〔
此
案
呂
源
為
王
天
培
主
唆
作
呈
、
因
署
大
城
縣
知
縣
陳
晉
、
將
其
掌
責
、
心
懷
不
甘
。
輒
牽
砌
該
署
縣
侵
蝕
賑
款
重
情
、
臚
列
指
告
、
經

該
督
審
屬
全
虚
。〕

と
説
明
す
る
。
そ
し
て
道
光
帝
の
見
解
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
健
訟
の
徒
は
、
恨
み
を
抱
い
て
狡
猾
さ
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
長
官
で
す
ら
誣
告
を
す
る
。
も
し
年
齢
が
す
で
に
七
十

五
歳
で
あ
る
か
ら
と
し
て
充
軍
を
免
じ
た
な
ら
ば
、
必
ず
や
悪
事
を
続
け
て
悔
い
改
め
よ
う
と
せ
ず
、
ま
さ
に
郷
村
の
害
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

〔
此
等
健
訟
之
徒
、
挾
嫌
逞

、
誣
告
官
長
。
若
因
年
已
七
十
五
歳
、
竟
免
遣
戍
、
必
仍
怙
惡
不
悛
、
適
為
閭
閻
之
害
。〕
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と
あ
る
よ
う
に
、
收
贖
の
年
齢
で
あ
っ
て
も
処
罰
す
る
必
要
性
を
強
調
し
、
そ
こ
で
「
呂
源
は
従
重
で
雲
南
・
貴
州
・
広
東
・
広
西
の

極
辺
の
烟
瘴
に
発
し
て
充
軍
と
す
る
こ
と
を
命
じ
、
收
贖
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、
も
っ
て
懲
ら
し
め
を
示
せ
〔
呂
源
著
即
從
重
發
往
雲

貴
兩
廣
極
邊
煙
瘴
充
軍
、
不
准
收
贖
、
以
示
懲

〕」
と
收
贖
を
認
め
な
い
充
軍
を
命
じ
て
い
る
。

こ
の
上
諭
で
は
誣
告
内
容
が
詳
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
律
例
が
規
定
す
る
誣
告
に
よ
り
科
さ
れ
る
べ
き
刑
罰
も
判
然
と
し
な
い
。
た

だ
刑
律
「
誣
告
」
律
の
律
文
や
条
例
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
と
し
て
充
軍
が
規
定
さ
れ
る
も
の
は
、「
誣
良
為
盗
」
関
係
、
す
な
わ
ち
例
え

ば
差
役
が
良
民
を
強
盗
と
し
て
捕
縛
し
て
拷
問
し
た
場
合
な
ど
の
一
部
に
限
定
さ
れ
る
た
め
（
２３
）

、
こ
の
事
件
に
は
該
当
し
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
今
回
の
「
誣
告
反
坐
」
で
充
軍
に
近
い
刑
罰
を
考
え
れ
ば
、
徒
三
年
か
ら
死
刑
（
た
だ
し
未
執
行
の
場
合
）
の
刑
罰
に
相
当
す

る
罪
を
誣
告
し
た
場
合
の
杖
一
百
流
三
千
里
で
あ
ろ
う
（
２４
）

。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
件
の
充
軍
は
流
三
千
里
か
ら
加
重
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
加
重
の
結
果
と
し
て
充
軍
が
命
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
皇
帝
が
あ
え
て
犯
罪
者
の
年
齢
に
言
及
し
て
收
贖

を
認
め
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
流
罪
か
ら
充
軍
へ
加
重
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
手
続
的
に
收
贖
を
認
め
ず
に

実
刑
を
科
す
こ
と
に
も
ま
た
従
重
の
要
素
が
認
め
ら
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ｂ．

「
秋
審
情
実
」

越
獄
し
て
脱
逃
し
た
犯
罪
者
の
処
罰
に
関
す
る
咸
豊
元
年
の
上
奏
に
よ
る
と
（
２５
）

、
咸
豊
帝
は
事
件
概
要
と
犯
罪
者
の
処
罰
に
つ
い
て
、

胡
禿
子
は
窃
盗
を
行
っ
た
罪
人
で
は
な
い
が
、
た
だ
捕
縛
す
る
と
騙
っ
て
凶
暴
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
も
の
で
、
情
は
特
に
憎
む

べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
該
犯
が
越
獄
し
て
脱
逃
し
た
の
は
恩
赦
以
前
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
も
し
絞
立
決
と
し
た
場
合
は
明

ら
か
に
定
章
に
反
す
る
が
、
も
し
例
に
照
ら
し
て
絞
監
候
に
処
せ
ば
実
に
罪
を
覆
う
に
足
り
な
い
。

63 清代刑事裁判における「従重」



〔
胡
禿
子
雖
非
行
竊
罪
人
、
第

拏
逞
兇
、
情
殊
可
惡
。
而
該
犯
越
獄
脱
逃
、
又
在
恩
詔
以
前
、
若
仍
予
絞
決
、
顯
與
定
章
不
符
、
若
照
例

科
以
絞
候
、
實
不
足
蔽
辜
。〕

と
指
摘
す
る
。
案
件
の
具
体
的
内
容
や
関
係
す
る
律
例
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
咸
豊
帝
は
、
犯
罪
内
容
か
ら
す
れ
ば
例
に
照
ら
し
て
の

絞
監
候
で
は
軽
す
ぎ
る
も
の
の
、
他
方
で
立
決
に
し
た
場
合
は
恩
赦
と
の
関
係
で
不
適
切
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
咸

豊
帝
は
、
刑
部
に
如
何
す
べ
き
か
議
論
し
て
上
奏
す
る
よ
う
に
命
じ
〔
應
如
何
酌
覈
加
重
之
處
、
著
刑
部
議
奏
〕、
絞
監
候
に
定
擬
し
て

従
重
に
よ
り
秋
審
の
情
実
に
入
れ
て
処
理
す
べ
き
と
の
刑
部
の
提
案
を
受
け
入
れ
た
〔
尋
奏
擬
絞
監
候
、
從
重
入
於
秋
審
情
實

理
。
從

之
〕。周

知
の
通
り
、
秋
審
に
お
け
る
「
情
実
」
と
は
、
実
際
に
死
刑
を
実
施
す
る
か
の
判
断
が
行
わ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
こ
の
情

実
と
、
死
刑
を
実
施
せ
ず
翌
年
の
秋
審
へ
と
回
さ
れ
、
そ
れ
が
何
回
か
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
死
刑
を
減
じ
ら
れ
る
「
緩
決
」
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
と
を
比
較
す
れ
ば
、
当
該
年
次
に
お
け
る
死
刑
執
行
の
可
能
性
が
存
在
す
る
意
味
で
情
実
の
方
が
重
い
と
理
解
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
あ
る
案
件
を
秋
審
に
お
い
て
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
め
る
か
は
、
本
来
一
連
の
秋
審
手
続
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
事
項

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
定
案
段
階
で
「
情
実
」
に
決
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
が
、
こ
の
案
件
に
お
い
て
従
重
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

ｃ．

「
恭
請
王
命
」

恭
請
王
命
と
は
、
督
撫
な
ど
の
判
断
に
よ
っ
て
刑
場
に
王
命
旗
牌
を
押
し
立
て
て
先
行
し
て
死
刑
を
執
行
し
、
そ
れ
を
皇
帝
に
事
後

報
告
す
る
方
法
で
あ
る
（
２６
）

。
乾
隆
四
十
三
年
に
発
生
し
た
「
納
め
る
べ
き
税
糧
を
納
め
ず
、
自
ら
捕
縛
に
赴
い
た
知
県
を
集
団
で
殴
打
し

た
〔
該
犯
王
開
経
、
於
應
徴
錢
糧
、
抗
不
完
納
、
及
該
縣
親
往
査

、
復
敢
糾
集
至
五
十
餘
人
之
多
、
肆
行
毆
辱
〕」
と
い
う
事
件
で
、
浙
江
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巡
撫
王
亶
望
か
ら
報
告
を
受
け
た
乾
隆
帝
は
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
「
実
に
不
法
の
極
み
で
あ
り
、
大
い
に
懲
ら
し
め
を
示
し
、
野
蛮

な
風
俗
を
戒
め
、
狡
猾
な
風
潮
を
や
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔
實
屬
不
法
已
極
、
不
可
不
大
示
懲
創
、
以

悍
俗
、
以
遏

風
〕」
と

評
し
た
上
で
、
王
亶
望
に
対
し
て「
定
案
の
際
に
、
従
重
で
数
人
を
厳
し
く
処
罰
す
る
こ
と
を
命
じ
る〔
著
于
定
案
時
、
従
重
多

数
人
〕」

と
、
従
重
に
よ
る
処
罰
を
命
じ
て
い
る
（
２７
）

。

そ
の
命
令
の
上
諭
を
受
け
た
王
亶
望
は
、
事
件
の
定
擬
を
す
る
奏
摺
の
中
で
（
２８
）

、

狡
猾
な
民
が
衆
を
集
め
て
官
を
殴
れ
ば
、
首
犯
は
例
に
よ
り
斬
立
決
と
し
、
強
盗
殺
人
の
例
に
照
ら
し
て
梟
示
す
る
。
同
謀
し
て

衆
を
集
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
人
を
集
め
て
約
束
を
し
、
ま
た
手
を
下
し
て
官
を
殴
っ
た
場
合
は
、
従
犯
で
あ
る
と
雖
も
そ
の
悪
を
同

じ
く
し
て
助
け
合
う
こ
と
が
首
犯
と
異
な
ら
な
い
た
め
、
ま
た
「
光
棍
」
例
に
照
ら
し
て
斬
立
決
に
定
擬
す
る
。
そ
の
他
の
従
犯

は
絞
監
候
に
定
擬
す
る
。
脅
か
さ
れ
て
同
行
し
た
場
合
は
、
例
に
照
ら
し
て
そ
れ
ぞ
れ
杖
一
百
と
す
る
。
も
し
実
に
首
悪
に
し
て

事
件
全
体
の
首
謀
者
で
あ
れ
ば
、
一
方
で
題
本
に
よ
り
上
奏
し
、
他
方
で
首
犯
を
直
ち
に
斬
立
決
梟
示
と
せ
よ
。

〔

民
聚
衆
毆
官
、
為
首
依
例
斬
決
、
仍
照
「
強
盗
殺
人
」
例
梟
示
。
其
同
謀
聚
衆
、
轉
相
糾
約
、
下
手
毆
官
者
、
雖
屬
為
從
、
同
惡
相
濟
、

與
首
犯
無
異
、
亦
照
「
光
棍
」
例
、
擬
斬
立
決
。
其
餘
從
犯
、
擬
絞
監
候
。
被
脅
同
行
者
、
照
例
各
杖
一
百
。
如
實
係
首
惡
通
案
渠
魁
、
一

面
具
題
、
一
面
将
首
犯
即
行
斬
梟
。〕

と
い
う
兵
律
「
激
変
良
民
」
律
の
条
例
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
首
犯
の
王
開
経
を
斬
立
決
梟
示
に
、「
王
開
経
と
徒
党
を
組
み
、
衆
を

集
め
て
税
糧
を
納
め
ず
、
首
犯
の
父
を
奪
う
こ
と
二
回
に
し
て
、
捕
縛
に
抵
抗
し
差
役
を
傷
つ
け
て
官
を
殴
っ
た
〔
夥
同
王
開
經
、
糾

衆
抗
糧
、
搶
奪
犯
父
両
次
、
拒
捕
傷
差
毆
官
〕」
三
名
を
斬
立
決
に
定
擬
し
、
以
上
の
四
名
を
恭
請
王
命
と
し
た
。
ま
た
「
助
け
て
同
じ
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く
人
を
集
め
、
犯
罪
者
を
奪
っ
て
捕
縛
に
抵
抗
し
、
投
石
し
て
差
役
を
負
傷
さ
せ
た
〔
幇
同
糾
約
、
奪
犯
拒
捕
、
擲
石
傷
差
〕」
四
名
を

斬
立
決
に
定
擬
し
、「
付
き
従
っ
て
人
を
集
め
、
投
石
し
て
差
役
を
殴
る
〔
聽
從
糾
約
、
擲
石
毆
差
〕」
な
ど
の
行
為
を
し
た
七
名
を
絞

監
候
か
ら
従
重
で
絞
立
決
に
改
め
て
定
擬
し
た
。

こ
の
王
亶
望
の
対
応
は
当
然
に
乾
隆
帝
の
従
重
の
命
令
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
実
際
、
条
例
で
は
絞
監
候
と
な
る
と
こ
ろ

を
従
重
で
絞
立
決
と
定
擬
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
じ
条
例
で
斬
立
決
と
定
擬
し
た
も
の
の
う
ち
、
三
名
を
恭
請
王
命
、
四
名
を
立
決
で

上
奏
と
わ
ざ
わ
ざ
区
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
犯
罪
の
具
体
的
内
容
に
応
じ
て
よ
り
重
く
処
罰
す
る
と
い
う
従
重
の
要
素
が
、

監
候
か
ら
立
決
と
し
た
こ
と
以
外
に
も
、
恭
請
王
命
に
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ｄ．

「
請
旨
即
行
正
法
」

請
旨
即
行
正
法
と
は
、
監
候
と
定
擬
し
た
も
の
に
つ
い
て
そ
れ
を
立
決
と
同
様
に
扱
う
実
務
上
の
方
法
で
あ
る
（
２９
）

。
乾
隆
四
十
四
年
に

江
西
省
で
発
生
し
た
、
民
衆
が
集
団
で
官
署
に
押
し
掛
け
て
騒
動
を
引
き
起
こ
し
た
事
件
で
、
江
西
巡
撫

碩
は
前
述
の
兵
律
「
激
変

良
民
」
律
の
条
例
を
提
示
し
て
首
犯
を
恭
請
王
命
と
し
た
ほ
か
、
従
犯
に
つ
い
て
、

曽
乃
仔
・
�
乞
仔
は
暖
閣
の
宅
門
を
打
ち
こ
わ
し
、
盧
的
仔
は
レ
ン
ガ
を
拾
っ
て
差
役
を
殴
り
、
曽
流
民
は
門
旁
の
転
斗
を
打
ち

こ
わ
し
、
ま
た
衣
物
を
奪
い
、
袁
貴
生
も
ま
た
物
を
奪
い
取
っ
た
の
で
、
ま
さ
に
均
し
く
「
光
棍
為
従
」
例
に
照
ら
し
て
、
絞
監

候
に
定
擬
し
、
先
行
し
て
刺
青
を
す
る
。
こ
れ
ら
五
犯
は
犯
情
が
特
に
凶
悪
で
あ
る
た
め
、
ま
さ
に
従
重
で
請
旨
即
行
正
法
と
す

べ
し
。

〔
曽
乃
仔
・
�
乞
仔
、
打
毀
暖
閣
宅
門
、
盧
的
仔
、
拾
磚
殴
差
、
曽
流
民
、
打
毀
門
旁
転
斗
、
又
搶
衣
物
、
袁
貴
生
亦
搶
取
物
件
、
応
均
照
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「
光
棍
為
従
」
例
、
擬
絞
監
候
、
先
行
刺
字
。
該
五
犯
情
殊
兇
横
、
応
従
重
請
旨
即
行
正
法
。〕

と
あ
る
よ
う
に
、
同
条
例
に
照
ら
し
て
絞
監
候
に
定
擬
し
た
上
で
、
犯
罪
状
況
が
特
に
凶
悪
で
あ
る
た
め
従
重
に
よ
り
請
旨
即
行
正
法

と
し
て
上
奏
し
た
（
３０
）

。
こ
の
案
件
に
つ
い
て
三
法
司
か
ら
の
覆
奏
を
受
け
た
皇
帝
は
、「
曽
乃
仔
・
�
乞
仔
・
盧
的
仔
・
曽
流
民
・
袁
貴

生
は
、
す
べ
て
直
ち
に
絞
に
処
す
こ
と
を
命
じ
る
。
そ
れ
以
外
は
議
の
通
り
に
せ
よ
〔
曽
乃
仔
・
�
乞
仔
・
盧
的
仔
・
曽
流
民
・
袁
貴
生
、

倶
著
即
処
絞
。
余
依
議
〕」
と
、
絞
の
即
時
執
行
を
命
じ
る
旨
を
下
し
て
い
る
（
３１
）

。

別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
請
旨
即
行
正
法
は
一
般
に
監
候
案
件
に
お
い
て
立
決
と
同
様
に
即
時
執
行
す
る
こ
と
を
皇
帝
に
求

め
る
行
為
で
あ
る
（
３２
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
先
の
�
―

ｂ
の
事
例
の
よ
う
に
監
候
か
ら
従
重
で
立
決
と
定
擬
す
る
こ
と
な
く
、
監
候
と
定
擬

し
て
従
重
に
よ
り
請
旨
即
行
正
法
と
す
る
こ
と
は
、
刑
罰
の
加
重
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
請
旨
即
行
正
法
と
い
う
手
続
に
よ
る
加
重
効
果

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
、
加
重
処
罰
と
し
て
の
従
重
が
確
認
で
き
る
諸
事
例
と
し
て
、
刑
罰
の
加
重
（
�
―

ａ
〜
ｈ
）
と
手
続
に
よ
る
加
重
効
果
（
�
―

ａ
〜
ｄ
）
に
分
け
て
例
示
し
た
。
加
重
処
置
の
従
重
は
、
犯
罪
に
対
し
て
律
例
が
定
め
る
刑
罰
が
軽
す
ぎ
て
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
失

す
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
新
た
な
立
法
を
待
つ
こ
と
な
く
当
該
案
件
に
限
っ
て
加
重
す
る
こ
と
で
刑
罰
の
差
等
化
を
図
り
、
犯
罪
と

刑
罰
の
均
衡
を
確
保
す
る
と
い
う
実
務
上
の
方
法
と
し
て
、
官
僚
の
判
断
の
み
な
ら
ず
、
時
に
は
皇
帝
が
命
令
す
る
形
式
で
も
用
い
ら

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

従
重
の
結
果
と
し
て
科
さ
れ
る
刑
罰
は
、
多
く
の
場
合
、
比
較
対
象
と
さ
れ
た
刑
罰
か
ら
非
常
に
か
け
離
れ
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

先
に
紹
介
し
た
諸
事
例
の
中
で
、
杖
一
百
か
ら
従
重
で
流
三
千
里
に
ま
で
加
重
し
た
�
―

ｈ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
流
罪
に
台
湾
か
ら
追
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放
す
る
と
い
う
含
意
が
あ
る
た
め
に
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
刑
罰
は
�
の
手
続
に
よ
る
加
重
効
果
を
含
め
て
す
べ
て
流

罪
以
上
の
刑
罰
を
加
重
す
る
内
容
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
犯
罪
者
を
死
に
至
ら
し
め
る
死
刑
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
死
刑
の

範
疇
で
の
加
重
で
あ
り
、
犯
罪
者
を
流
謫
す
る
流
刑
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
の
流
謫
す
る
刑
罰
の
範
疇
、
す
な
わ
ち
充
軍
や
発
遣
に
お

け
る
加
重
が
大
半
で
あ
り
、
流
刑
か
ら
死
刑
に
至
っ
た
も
の
は
�
―

ｆ
の
一
例
し
か
存
在
し
な
い
。
し
か
も
こ
の
事
例
は
、
台
湾
鎮
総

兵
が
選
択
し
た
従
重
で
は
充
軍
か
ら
外
遣
に
す
る
も
の
で
、
こ
れ
を
さ
ら
に
加
重
し
て
死
刑
に
至
ら
し
め
た
の
は
皇
帝
の
判
断
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
従
重
と
い
っ
て
も
大
幅
な
加
重
が
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
広
い
意
味
で
同
一
の
範
疇
に
属
す

る
刑
罰
の
な
か
か
ら
や
や
重
く
な
る
も
の
を
選
択
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
従
重
は
、「
よ
り
重
く
」
と
い
う
語
が
本
来
的
に
含
意
す
る
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
何
か
し
ら
の
比
較
対
象
と
な
る
刑
罰
が
先

行
し
て
存
在
し
、
そ
れ
よ
り
も
重
く
な
る
刑
罰
な
い
し
手
続
を
選
択
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
比
較
対
象
と
な
る
も
の
は
、
基
本
的

に
は
犯
罪
内
容
か
ら
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
本
来
適
用
す
べ
き
律
例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
刑
罰
と
考
え
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
�
―
ｆ
に

お
い
て
乾
隆
帝
は
台
湾
鎮
総
兵
奎
林
が
従
重
と
し
て
外
遣
に
し
た
も
の
を
さ
ら
に
従
重
と
し
て
絞
立
決
と
変
更
し
て
お
り
、
か
な
ら
ず

し
も
律
例
の
規
定
に
の
み
限
定
さ
れ
な
い
。
従
重
の
諸
事
例
を
見
る
と
成
案
に
あ
る
刑
罰
な
ど
が
比
較
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
る
た
め
（
３３
）

、

よ
り
広
く
当
時
の
刑
事
裁
判
に
お
い
て
参
照
と
さ
れ
た
諸
規
範
が
規
定
す
る
刑
罰
が
従
重
で
も
比
較
対
象
に
な
っ
た
と
考
え
る
方
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
従
重
と
い
っ
て
も
、
刑
事
裁
判
で
参
照
す
べ
き
諸
規
範
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
加
重
し
て
い
た
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
先
行
す
る
諸
規
範
に
お
い
て
は
反
映
し
き
れ
な
い
悪
性
の
程
度
に
基
づ
い
た
微
妙
な
差
異
を
、
加
重
す
る
方

向
に
よ
っ
て
（
そ
れ
を
科
す
手
続
ま
で
含
み
こ
ん
だ
意
味
で
の
）
実
刑
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
て
選
択
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で

あ
る
。

な
お
加
重
処
置
と
し
て
の
従
重
に
関
し
て
も
う
一
つ
指
摘
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
比
附
と
の
関
連
で
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
比
附
と
は
、
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犯
罪
に
適
合
す
る
律
例
が
存
在
し
な
い
場
合
や
律
例
で
定
め
る
刑
罰
で
は
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
が
保
た
れ
な
い
場
合
に
、
類
似
の
律
を

適
用
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
基
準
に
加
等
減
等
を
し
て
定
擬
し
、
皇
帝
に
上
奏
し
て
そ
の
裁
可
を
仰
ぐ
と
い
う
手
続
で
あ
り
（
３４
）

、
名
例
「
断

罪
無
正
条
」
律
の
、

も
し
罪
を
断
ず
る
に
正
条
が
な
け
れ
ば
、（
他
）
律
を
（
援
）
引
比
附
し
て
、
ま
さ
に
加
え
ま
さ
に
減
じ
、（
関
係
の
上
司
に
申
告

し
て
）
議
を
定
め
て
上
奏
し
て
報
告
せ
よ
。

〔
若
斷
罪
無
正
條
者
、（
援
）
引
（
他
）
律
比
附
、
應
加
應
減
、
定
擬
罪
名
、（
申
該
上
司
）
議
定
奏
聞
。〕

と
い
う
律
文
に
基
づ
く
。

比
附
に
関
連
し
て
現
れ
る
従
重
は
、
こ
の
律
文
の
「
ま
さ
に
加
え
」
と
い
う
箇
所
が
該
当
す
る
。
例
え
ば
、
賭
博
を
行
い
捕
縛
に
抵

抗
し
て
下
級
武
官
た
る
外
委
把
総
を
負
傷
さ
せ
た
事
件
に
関
す
る
乾
隆
二
十
八
年
の
湖
広
総
督
愛
必
達
の
奏
摺
で
は
（
３５
）

、
ま
ず
「
人
を
刃

傷
し
た
場
合
は
杖
八
十
徒
二
年
と
す
る
〔
刃
傷
人
者
、
杖
八
十
徒
二
年
〕」
と
い
う
刑
律
「
闘
殴
」
律
の
律
文
と
「
罪
人
が
捕
縛
に
抵
抗

し
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
本
罪
の
上
に
二
等
を
加
え
る
。
捕
縛
す
る
人
を
殴
っ
て
折
傷
以
上
に
至
れ
ば
、
絞
監
候
と
す
る
〔
罪
人
拒
捕
、

各
於
本
罪
上
加
二
等
。
毆
所
捕
人
至
折
傷
以
上
者
、
絞
監
候
〕」
と
い
う
刑
律
「
罪
人
拒
捕
」
律
の
律
文
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
犯
罪
者
の

陳
全
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
賭
博
が
不
法
で
あ
る
上
に
、
人
が
集
ま
る
場
所
で
刀
を
振
り
回
し
た
こ
と
か
ら
、「
も
し
僅
か
に
「
人
を

刃
傷
す
る
」
を
も
っ
て
加
等
し
て
杖
徒
に
定
擬
し
た
ら
、
と
く
に
戒
め
を
示
す
に
足
り
な
い
〔
若
僅
以
「
刃
傷
人
」
加
等
問
擬
杖
徒
、
殊

不
足
以
示

〕」
と
し
て
、
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陳
全
は
、
ま
さ
に
「
罪
人
が
捕
縛
す
る
人
を
殴
っ
て
折
傷
以
上
に
至
れ
ば
、
絞
監
候
と
す
る
」
の
律
に
比
附
し
、
從
重
で
絞
立
決

に
定
擬
す
る
こ
と
を
請
う
。

〔
陳
全
、
應
請
比
照
「
罪
人
毆
所
捕
人
至
折
傷
以
上
、
絞
監
候
」
律
、
從
重
擬
絞
立
決
。〕

と
し
た
。
こ
こ
で
は
、「
罪
人
拒
捕
」
律
の
絞
監
候
を
規
定
す
る
部
分
に
比
附
し
た
上
で
、
そ
れ
を
従
重
で
絞
立
決
に
定
擬
し
て
お
り
、

「
断
罪
無
正
条
」
律
の「（
他
）
律
を
（
援
）
引
比
附
し
て
、
ま
さ
に
加
え
」
と
い
う
箇
所
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
「
ま
さ
に
加
え
」
と
い
う
箇
所
が
従
重
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
他
方
、
比
附
に
お
け
る
従
重
の
諸
事
例
を
み
る
と
、
比
附
の
手
続
自
体
を
従
重
と
見
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
存

在
す
る
。
例
え
ば
、
石
炭
の
買
い
付
け
な
ど
に
お
け
る
商
人
の
不
正
に
関
し
て
、
そ
れ
を
監
督
す
る
官
僚
が
そ
の
事
実
を
知
り
な
が
ら

摘
発
を
せ
ず
、
逆
に
商
人
か
ら
金
銭
を
受
け
取
っ
て
い
た
と
い
う
事
件
に
関
す
る
咸
豊
九
年
の
刑
部
の
奏
摺
で
は
（
３６
）

、
ま
ず
「
監
守
が
倉

庫
の
銭
糧
を
盗
む
こ
と
千
両
以
上
で
あ
れ
ば
、
斬
監
候
に
定
擬
し
、
一
年
を
限
っ
て
返
還
を
強
制
し
、（
す
べ
て
返
還
す
れ
ば
）
死
罪

は
二
等
を
減
じ
て
発
落
す
る
〔
監
守
盗
倉
庫
錢
糧
一
千
両
以
上
、
擬
斬
監
候
、
勒
限
一
年
追
完
、
死
罪
減
二
等
発
落
〕」
と
い
う
刑
律
「
監
守

自
盗
倉
庫
銭
糧
」
律
の
条
例
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
今
回
の
監
督
官
の
対
応
は
「
倉
庫
か
ら
横
領
す
る
こ
と
と
異
な
ら
な
い
〔
與
侵
盗

庫
款
無
異
〕」
た
め
、「
お
の
ず
か
ら
ま
さ
に
条
例
に
比
附
し
て
従
重
に
定
擬
す
べ
き
で
あ
る
〔
自
應
比
例
從
重
問
擬
〕」
と
し
て
、

「
監
守
が
倉
庫
の
銭
糧
を
盗
む
こ
と
千
両
以
上
で
あ
れ
ば
、
斬
監
候
に
定
擬
す
る
」
の
条
例
に
比
附
し
て
、
斬
監
候
に
定
擬
し
、

刑
部
に
移
送
し
て
監
禁
し
、
一
年
を
限
っ
て
返
還
を
強
制
し
、
期
限
が
至
っ
て
完
納
さ
れ
た
か
否
か
で
分
別
し
て
処
理
す
る
。

〔
比
照
「
監
守
盗
倉
庫
錢
糧
一
千
両
以
上
、
擬
斬
監
候
」
例
、
擬
斬
監
候
、
咨
送
刑
部
監
禁
、
勒
限
一
年
追
完
、
限
満
有
無
完

、
分
別

理
。〕
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と
し
た
。
こ
の
案
件
は
監
督
官
が
金
銭
を
受
け
取
っ
て
不
正
を
見
逃
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
律
例
に
は
そ
の
行
為
を
直
接
規
定
す

る
条
文
が
存
在
し
な
い
た
め
、
刑
律
「
監
守
自
盗
倉
庫
銭
糧
」
律
の
条
例
に
比
附
し
て
定
擬
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
定
擬
内
容

は
条
例
の
規
定
す
る
刑
罰
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
加
重
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
案
件
に
お
い
て

刑
部
が
指
摘
す
る
従
重
と
は
、
重
罰
を
規
定
す
る
条
文
に
比
附
す
る
と
い
う
行
為
に
見
出
す
し
か
な
い
（
３７
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
比
附
に
見
ら
れ
る
従
重
は
、
関
連
条
文
が
規
定
す
る
加
重
の
部
分
が
そ
れ
と
見
な
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
時
に
比

附
そ
の
も
の
が
従
重
と
見
な
さ
れ
る
場
合
も
存
在
し
た
。
ま
た
本
節
で
紹
介
し
た
従
重
の
諸
事
例
は
い
ず
れ
も
史
料
上
で
「
従
重
」
と

い
う
用
語
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
定
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
も
「
従
厳
」
な
ど
類
似
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
案
件
も
あ
れ
ば
、

特
定
の
手
続
的
表
現
を
用
い
る
こ
と
な
く
叙
述
的
に
加
重
す
る
必
要
性
を
提
示
し
て
そ
の
よ
う
に
定
擬
す
る
案
件
も
存
在
す
る
。
こ
う

し
て
み
る
と
、
狭
く
手
続
用
語
と
し
て
の
「
従
重
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
案
件
に
限
定
せ
ず
、
広
く
機
能
的
意
味
と
し
て
の
従
重
、
す

な
わ
ち
刑
事
裁
判
に
お
い
て
加
重
処
罰
が
行
わ
れ
て
い
る
案
件
に
つ
い
て
い
え
ば
、
当
時
の
刑
事
裁
判
に
お
い
て
相
当
程
度
の
広
が
り

を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章

従
重
の
刑
事
裁
判
上
の
位
置

加
重
処
罰
と
し
て
の
従
重
は
、
律
例
に
規
定
が
存
在
す
る
比
附
と
は
異
な
り
、
制
度
上
の
明
確
な
根
拠
が
見
い
だ
せ
な
い
手
続
で
あ

る
。
の
み
な
ら
ず
、
従
重
で
定
擬
す
る
こ
と
は
、
刑
律
「
断
罪
引
律
令
」
律
の
律
文
「
お
よ
そ
（
官
僚
）
は
罪
を
断
ず
る
に
み
な
須
ら

く
具
さ
に
律
例
を
引
く
べ
し
〔
凡
（
官
司
）
斷
罪
皆
須
具
引
律
例
〕」
と
い
う
規
定
に
反
す
る
内
容
を
有
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
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で
は
そ
の
よ
う
な
従
重
を
官
僚
が
選
択
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
刑
事
裁
判
を
統
括
す
る
立
場
に
あ
っ
た
皇
帝
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
か
。

ま
ず
「
従
重
」
と
い
う
語
が
現
れ
る
史
料
と
し
て
、
名
例
「
加
減
罪
例
」
律
の
条
例
を
制
定
す
る
契
機
と
な
っ
た
雍
正
八
年
の
上
諭

が
挙
げ
ら
れ
る
（
３８
）

。
こ
こ
で
は
、
特
別
任
用
の
官
僚
は
特
別
任
用
で
あ
る
こ
と
を
恃
ん
で
ほ
し
い
ま
ま
に
振
る
舞
う
こ
と
が
あ
り
〔
或
有

倚
恃
特
用
、
而
生
縱
�
恣
肆
之
心
者
。
…
是
以
曾
有
特
用
人
員
、
深
負
朕
恩
、
則
加
倍
治
罪
之
旨
〕、
ま
た
盗
案
の
越
獄
は
法
を
も
て
あ
そ
ん

で
な
い
が
し
ろ
に
す
る
た
め
〔
至
於
盗
案
越
獄
、
…
尤
為
逞
姦
玩
法
、
藐
視
憲
典
、
是
以
有
加
倍
治
罪
之
條
〕、
そ
れ
ぞ
れ
加
倍
し
て
処
罰

す
る
旨
を
下
し
た
と
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

以
上
の
加
倍
し
て
処
罰
す
る
二
条
は
、
朕
が
か
つ
て
旨
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
は
法
司
が
、
外
は
督
撫
が
、
往
々
に
こ
の

例
に
比
附
し
て
、
加
倍
で
定
擬
し
て
具
題
す
る
。
ま
た
本
犯
の
罪
名
に
お
い
て
、
そ
の
重
罪
を
捨
て
、
そ
の
犯
す
と
こ
ろ
の
軽
罪

に
就
き
て
、
議
す
る
に
加
倍
を
以
っ
て
し
、
こ
れ
を
死
に
抵
て
る
も
の
が
あ
る
。
と
く
に
平
允
の
道
で
は
な
い
。
か
つ
国
家
の
法

令
科
条
は
、
も
と
よ
り
一
定
に
し
て
易
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
ま
さ
に
従
重
を
行
う
べ
き
は
、
ま
た
必
ず
朕

が
そ
の
情
罪
を
酌
ん
で
、
諭
旨
を
特
頒
す
る
こ
と
を
待
つ
べ
し
。
こ
の
「
加
倍
」
の
二
字
は
、
臣
下
が
擅
定
す
べ
き
所
で
は
な
い
。

今
後
、
お
よ
そ
議
処
・
議
罪
の
条
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
ま
さ
に
本
律
に
照
ら
し
て
定
擬
す
べ
し
。
そ
の
恩
に
そ
む
き
法
を
犯
し
、

情
罪
重
大
に
し
て
、
ま
さ
に
従
重
で
定
擬
す
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
必
ず
須
く
法
の
至
平
至
允
を
折
衷
す
べ
し
。
ほ
し
い
ま
ま
に

「
加
倍
」
の
字
句
を
用
い
て
、
蒙
混
苛
刻
の
端
を
開
い
て
、
朕
の
法
を
立
て
て
民
を
導
き
、
戒
め
反
省
さ
せ
て
悪
事
を
防
ぐ
と
い

う
至
意
に
負
い
て
は
な
ら
な
い
。

〔
以
上
加
倍
治
罪
二
條
、
係
朕
曾
経
降
旨
者
、
乃
内
而
法
司
、
外
而
督
撫
、
往
往
比
照
此
例
、
以
加
倍
定
擬
具
題
。
又
有
於
本
犯
罪
名
、
舎
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其
重
罪
、
而
就
其
所
犯
之
軽
罪
、
議
以
加
倍
、
而
抵
之
於
死
者
。
尤
非
平
允
之
道
。
且
国
家
法
令
科
条
、
原
有
一
定
而
不
可
易
。
其
有
応
行

従
重
者
、
亦
必
待
朕
酌
其
情
罪
、
特
頒
諭
旨
。
此
「
加
倍
」
二
字
、
非
臣
工
所
可
擅
定
者
也
。
嗣
後
凡
有
議
処
・
議
罪
之
条
、
倶
応
照
本
律

定
擬
。
其
有
負
恩
犯
法
、
情
罪
重
大
、
応
従
重
定
擬
者
、
必
須
折
衷
於
法
之
至
平
至
允
。
不
得
擅
用
「
加
倍
」
字
様
、
開
蒙
混
苛
刻
之
端
、

負
朕
立
法

民

省
防
閑
之
至
意
。〕

こ
こ
で
雍
正
帝
は
、
官
僚
が
「
加
倍
し
て
処
罰
す
る
こ
と
を
命
じ
る
諭
旨
」
に
比
附
し
て
定
擬
を
行
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
加
倍

と
は
皇
帝
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
っ
て
臣
下
が
勝
手
に
行
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
を
禁
止
し
て
律
例
へ

の
準
拠
を
命
じ
て
い
る
。

こ
の
上
諭
で
臣
下
が
選
択
す
る
も
の
と
し
て
問
題
と
さ
れ
た
加
重
処
罰
を
意
味
す
る
手
続
用
語
は
加
倍
で
あ
っ
て
従
重
で
は
な
い
。

引
用
文
の
二
箇
所
に
現
れ
る
従
重
は
、
そ
の
加
倍
に
つ
い
て
語
る
際
に
、「
加
重
す
る
」
と
い
う
一
般
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
臣
下
が
加
倍
を
選
択
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
こ
と
は
、
よ
り
一
般
的
に
は
臣
下
が
加
重
処
罰
を
選
択
す
る

こ
と
を
禁
じ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
の
上
諭
で
仮
に
従
重
が
手
続
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
に
禁
止
の
対

象
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

従
重
が
手
続
用
語
と
し
て
現
れ
る
史
料
と
し
て
は
、
例
え
ば
乾
隆
二
十
一
年
の
次
の
上
諭
が
挙
げ
ら
れ
る
（
３９
）

。

地
方
の
悪
党
が
良
民
を
擾
害
す
れ
ば
、
斬
立
決
で
定
擬
す
る
。
こ
れ
は
定
例
で
あ
る
。
こ
の
案
件
の
劉

は
、
姦
を
妬
ん
で
張
二

老
を
謀
殺
し
、
ま
た
幼
童
を
誘
拐
し
て
売
り
飛
ば
し
、
捕
役
に
假
充
し
て
、
財
物
を
強
請
り
と
り
、
種
々
の
淫
悪
は
実
に
光
棍
の

最
た
る
も
の
属
す
る
。
と
こ
ろ
が
巡
撫
は
「
謀
殺
」
の
本
律
に
依
り
、
従
重
で
斬
立
決
に
定
擬
し
、
刑
部
も
ま
た
そ
の
定
擬
の
通
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り
に
完
結
し
た
。
そ
も
そ
も
断
獄
と
は
情
に
準
じ
理
を
酌
み
、
務
め
て
至
当
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
軽
重
を
そ
の

間
に
設
け
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
も
し
本
律
を
置
い
て
用
い
ず
、「
未
だ
罪
を
覆
う
に
足
り
な
い
」
と
謂
え
ば
、
す
な
わ
ち
こ
の

犯
罪
者
の
罪
は
も
と
よ
り
直
ち
に
死
刑
に
す
る
に
至
ら
な
い
の
に
、
こ
と
さ
ら
に
従
重
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
外

省
の
陋
習
で
あ
っ
て
、
刑
部
が
改
正
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
と
く
に
妥
当
で
は
な
い
。
劉

は
す
な
わ
ち
「
光
棍
」
律
に
照
ら
し

て
治
罪
す
べ
く
、
謀
殺
律
に
照
ら
し
て
定
擬
し
て
「
従
重
」
の
字
句
を
加
え
る
こ
と
を
す
べ
き
で
は
な
い
。
な
ら
び
に
通
行
し
て

内
外
の
裁
判
を
担
当
す
る
官
庁
に
上
諭
を
伝
え
、
こ
れ
を
知
ら
し
め
よ
。

〔
地
方
兇
棍
擾
害
良
民
、
擬
以
斬
決
。
此
定
例
也
。
此
案
劉

、
因
妬
姦
謀
死
張
二
老
、
復
拐
賣
幼
童
、
假
充
捕
役
、
嚇
詐
財
物
、
種
種
淫

惡
、
実
属
光
棍
之
尤
。
該
撫
乃
依
「
謀
殺
」
本
律
、
従
重
擬
斬
立
決
、
該
部
亦
如
所
擬
完
結
。
夫
断
獄
當
準
情
酌
理
、
務
求
至
當
、
何
庸
設

軽
重
于
其
間
。
若
置
本
律
不
用
、
而
謂
「
未
足
蔽
辜
」、
則
似
該
犯
罪
本
不
至
即
行
正
法
、
而
故
為
従
重
。
此
外
省
陋
習
、
該
部
不
為
改
正
、

殊
未
允
協
。
劉

即
應
照
「
光
棍
」
律
治
罪
、
不
應
照
「
謀
殺
」
律
定
擬
、
而
加
以
「
従
重
」
字
様
。
併
通
行
傳
諭
内
外
問
刑
衙
門
知
之
。〕

こ
れ
は
案
件
の
処
理
を
契
機
と
し
て
下
さ
れ
た
上
諭
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
な
お
詳
ら
か
で
な
い
が
、
巡
撫
や
刑
部
が
刑
律「
謀
殺
」

律
の
律
文
（
４０
）

に
よ
り
斬
監
候
と
な
る
と
こ
ろ
を
従
重
で
斬
立
決
に
定
擬
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
乾
隆
帝
は
そ
れ
を
否
定
し
て
「
光
棍
」
律
、

す
な
わ
ち
刑
律
「
恐
嚇
取
財
」
律
の
条
例
（
４１
）

に
よ
り
斬
立
決
と
定
擬
す
る
よ
う
に
命
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
内
容
的
に
は
律
例
の
適
用
の
誤
り
を
指
摘
す
れ
ば
そ
れ
で
済
む
と
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
乾
隆
帝
は
、
巡
撫
ら
が
斬

立
決
と
定
擬
す
る
に
あ
た
っ
て
従
重
を
選
択
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
本
律
を
置
い
て
用
い
ず
」
と
律
例
準
拠
の
見
地
か
ら
そ
れ
を
禁

止
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
従
重
を
選
択
す
る
こ
と
は
「
外
省
の
陋
習
」
と
し
て
、
そ
の
禁
止
を
内
外
の
裁
判
を
担
当
す
る
官

庁
に
通
知
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
乾
隆
帝
は
、
従
重
の
禁
止
に
つ
い
て
当
該
案
件
に
止
ま
ら
ず
一
定
の
規
範
性
を
持
た
せ
る
意
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図
を
有
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

よ
り
詳
細
か
つ
明
確
な
形
で
従
重
を
禁
じ
る
も
の
と
し
て
は
、
上
述
の
雍
正
八
年
の
上
諭
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
「
加
減
罪
例
」

律
の
条
例
を
改
正
す
る
契
機
と
も
な
っ
た
、
嘉
慶
四
年
の
上
諭
が
挙
げ
ら
れ
る
（
４２
）

。
こ
れ
は
、
す
で
に
退
位
し
て
い
た
先
代
の
乾
隆
帝
が

死
去
し
て
嘉
慶
帝
の
親
政
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
下
さ
れ
た
上
諭
で
あ
る
。

従
来
、
刑
部
が
律
を
引
い
て
獄
を
断
じ
る
際
、
本
律
の
外
に
多
く
「
罪
を
覆
う
に
足
り
な
い
」、「
懲
ら
し
め
を
示
す
こ
と
に
な
ら

な
い
」
及
び
「
従
重
で
定
擬
す
る
」
等
の
表
現
が
あ
っ
た
。
そ
の
処
理
は
実
に
よ
ろ
し
く
な
い
。
罪
名
の
大
小
は
律
に
明
条
が
あ

る
の
で
、
自
ら
ま
さ
に
案
情
を
考
え
、
援
引
し
て
確
実
に
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。
務
め
て
刑
罰
が
罪
を
覆
う
に
足
り
、
軽
す
ぎ
る

こ
と
重
す
ぎ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
用
法
の
平
を
な
す
。
今
す
で
に
本
律
を

引
い
て
、
そ
の
上
に
「
罪
を
覆
う
に
足
り
な
い
」、「
従
重
で
定
擬
す
る
」
と
称
し
て
、
加
え
る
こ
と
数
等
に
至
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
律
に
按
じ
て
処
理
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
律
例
を
用
い
て
処
理
す
る
の
か
。
た
と
え
案
情
内
に
情

節
の
比
較
的
重
い
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
朕
が
自
ら
案
件
ご
と
に
酌
定
す
れ
ば
よ
い
。
要
す
る
に
、「
罪
を
覆
う
に
足
り
な

い
」
と
い
う
語
は
、
法
を
司
る
官
僚
が
言
い
出
す
こ
と
で
は
な
い
。
今
後
、
裁
判
を
担
当
す
る
官
庁
で
は
、
す
べ
て
憲
典
を
遵
守

し
、
専
ら
本
律
を
引
く
べ
し
。
律
外
に
お
い
て
さ
ら
に
「
罪
を
覆
う
に
足
り
な
い
」
及
び
「
従
重
」
と
い
う
字
句
を
用
い
て
は
な

ら
ず
、
た
と
え
「
雖
」
字
や
「
但
」
字
の
抑
揚
文
法
も
ま
た
用
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
。

〔
向
来
刑
部
引
律
断
獄
、
於
本
律
之
外
、
多
有
「
不
足
蔽
辜
」、「
無
以
示
懲
」
及
「
従
重
定
擬
」
等
字
様
。
所

実
未
允
協
。
罪
名
大
小
律

有
明
条
、
自
応
勘
核
案
情
、
援
引
確
当
。
務
使
法
足
蔽
辜
、
不
致
畸
軽
畸
重
、
方
為
用
法
之
平
。
今
既
引
本
律
、
又
称
「
不
足
蔽
辜
」、「
従

重
定
擬
」、
並
有
加
至
数
等
者
。
是
仍
不
按
律

理
、
又
安
用
律
例
為
耶
。
即
案
情
内
有
情
節
較
重
者
、
朕
自
可
随
案
酌
定
。
総
之
、「
不
足
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蔽
辜
」
之
語
、
非
執
法
之
官
所
宜
出
。
嗣
後
問
刑
衙
門
、
倶
応
恪
遵
憲
典
、
専
引
本
律
。
不
得
於
律
外
又
称
「
不
足
蔽
辜
」
及
「
従
重
」
字

様
、
即
「
雖
」
字
「
但
」
字
抑
揚
文
法
、
亦
不
准
用
。〕

こ
の
上
諭
で
は
、
官
僚
が
律
例
を
引
い
た
上
で
従
重
と
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
律
例
に
準
拠
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
た
め
、

司
法
を
担
当
す
る
官
僚
が
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
嘉
慶
帝
は
、「
案
情
内
に
情
節
の
比
較
的
重
い
も
の
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
朕
が
自
ら
案
件
ご
と
に
酌
定
す
れ
ば
よ
い
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
皇
帝
官
僚
制
内
部
に
お
け
る
司
法
を
巡
る
そ
れ
ぞ
れ
の

役
割
、
す
な
わ
ち
官
僚
は
律
例
に
準
拠
し
て
定
擬
を
行
い
、
皇
帝
は
案
件
ご
と
に
必
要
に
応
じ
て
律
例
を
越
え
た
判
断
を
行
う
こ
と
を

再
確
認
し
、
そ
の
見
地
か
ら
官
僚
が
従
重
を
選
択
す
る
こ
と
な
ど
を
禁
止
し
て
い
る
。

な
お
「
従
重
」
と
い
う
用
語
自
体
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
広
く
加
重
し
て
定
擬
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
内
容
で
あ
れ
ば
、「
重

法
を
致
す
〔
致
重
法
〕」
こ
と
を
禁
止
す
る
順
治
帝
や
（
４３
）

、「「
情
罪
悪
む
べ
し
」
と
い
う
字
句
を
用
い
て
厳
し
く
罪
を
定
め
る
〔
用
「
情
罪

可
悪
」
字
様
、
深
刻
定
罪
〕」
こ
と
を
禁
止
す
る
康
熙
帝
な
ど
（
４４
）

、
他
の
皇
帝
に
お
い
て
も
同
趣
旨
の
上
諭
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
雍
正
帝
の
上
諭
は
「
加
減
罪
例
」
律
の
条
例
の
制
定
契
機
と
な
り
、
ま
た
嘉
慶
帝
の
上
諭
は
そ
の
改
正
の

契
機
と
な
り
、
こ
の
条
例
は
清
末
ま
で
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
４５
）

。
こ
う
し
て
み
る
と
、
清
代
を
通
じ
て
官
僚
が
従
重
な
ど
の
加

重
処
罰
を
禁
じ
る
何
ら
か
の
規
範
が
存
在
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
以
上
の
よ
う
な
皇
帝
に
よ
る
従
重
な
ど
の
加
重
処
罰
の
禁
止
は
、
雍
正
帝
の
「
今
後
、
お
よ
そ
議
処
・
議
罪
の
条
が
あ
れ

ば
、
す
べ
て
ま
さ
に
本
律
に
照
ら
し
て
定
擬
す
べ
し
」
と
い
う
命
令
や
、
嘉
慶
帝
の
「
す
べ
て
憲
典
を
遵
守
し
、
専
ら
本
律
を
引
く
べ

し
」
と
い
う
命
令
に
あ
る
よ
う
に
、
律
例
へ
の
準
拠
と
表
裏
一
体
で
語
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
上
記
の
各
史
料
を
見
る
限
り
、
皇
帝
は

官
僚
に
対
し
て
律
例
へ
の
準
拠
を
求
め
る
文
脈
に
お
い
て
従
重
な
ど
の
加
重
処
罰
を
禁
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
皇
帝
は
、
必
ず
し
も
官
僚
に
対
し
て
一
方
的
に
律
例
へ
の
準
拠
を
求
め
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
盗
伐
事
件

に
関
す
る
嘉
慶
八
年
の
上
諭
で
は
、
調
査
に
赴
い
た
策
拔
克
な
ど
か
ら
の
報
告
の
上
奏
を
受
け
て
、
嘉
慶
帝
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
４６
）

。

こ
の
案
件
の
奸
民
ら
は
高
麗
溝
な
ど
の
処
で
木
を
盗
伐
し
た
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
管
理
の
官
員
が
普
段
よ
り
賄
賂
を
受
取
っ
て
見

逃
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
共
に
悪
事
を
は
た
ら
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
策
拔
克
等
が
赴
い
て
調
査
し
た
際
も
、
該
員
等
は
ま

た
情
報
を
漏
ら
し
、
金
銭
を
得
て
釈
放
し
た
。
こ
の
情
節
は
実
に
恨
む
べ
き
も
の
が
あ
る
。
自
ら
ま
さ
に
厳
し
く
処
罰
す
べ
き
で

あ
る
。
従
来
、
朕
は
庶
獄
を
処
理
す
る
に
情
を
た
ず
ね
て
罪
を
定
め
て
お
り
、
何
度
も
「
内
外
の
裁
判
を
担
当
す
る
官
庁
は
、
た

や
す
く
『
従
重
』
の
字
句
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
諭
旨
で
命
令
し
た
。
た
だ
案
情
の
軽
重
を
見
て
、
は
か
り
較
べ
て
処
断
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
此
案
奸
民
等
在
高
麗
溝
等
処
偸

木
植
、
皆
由
該
管
官
員
平
日
受
賄
故
縦
、
通
同
舞
弊
。
及
策
抜
克
等
前
往
査

、
該
員
等
又
復
透
漏
消

息
、
得
銭
売
放
。
情
節
実
為
可
恨
。
自
応
厳
加
懲

。
向
来
朕

理
庶
獄
、
原
情
定
罪
、
節
経
諭
令
「
内
外
問
刑
衙
門
、
不
得
輒
用『
従
重
』

字
様
」。
但
須
視
案
情
之
重
軽
、
権
衡
剖
断
。〕

こ
こ
で
嘉
慶
帝
は
、
先
の
従
重
を
禁
じ
る
嘉
慶
四
年
の
上
諭
の
内
容
に
言
及
す
る
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
案
情
の
軽
重
を
見
て
、

は
か
り
較
べ
て
処
断
」
す
る
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
地
か
ら
今
回
の
案
件
に
つ
い
て
は
逆
に
「
厳
し

く
処
罰
す
べ
き
」
と
指
摘
し
、
実
際
に
こ
の
事
件
の
関
係
者
に
つ
い
て
加
重
し
て
定
擬
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
〔
佐
領
崔
守
興
…
情

罪
尤
重
。
策
拔
克
等
於
審
明
後
、
加
等
問
擬
具
奏
、
勿
令
其
稍
狡
展
〕。
こ
う
し
た
案
件
処
理
に
際
し
て
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
求
め
る
考

え
方
は
、
他
に
も
例
え
ば
乾
隆
帝
の
「
事
が
裁
判
に
関
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
務
め
て
犯
罪
内
容
と
刑
罰
が
妥
当
と
な
る
よ
う
に
期
す
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べ
き
で
あ
る
〔
事
関
刑
獄
、
務
期
情
罪
允
当
〕」
と
い
っ
た
指
摘
な
ど
（
４７
）

、
皇
帝
の
上
諭
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
皇

帝
は
必
ず
し
も
官
僚
に
対
し
て
一
方
的
に
律
例
へ
の
準
拠
を
求
め
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
官
僚
の
律
例
へ
の
準
拠
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
近
年
、
寺
田
浩
明
氏
に
よ
り
官
僚
と
実
定
法
の
位
置
関
係
を
解
明
す
る
論

文
が
公
表
さ
れ
た
（
４８
）

。
い
ま
本
稿
に
必
要
な
限
り
で
内
容
を
紹
介
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
刑
事
司
法
の
理
念
と

し
て
個
々
の
犯
罪
行
為
の
犯
情
・
悪
性
度
と
科
さ
れ
る
刑
罰
を
平
允
に
帰
せ
し
む
る
「
情
法
の
平
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
情
法
の
平

に
つ
い
て
、
皇
帝
は
自
ら
事
案
ご
と
に
判
断
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
す
べ
て
の
刑
事
事
件
を
皇
帝
一
人

で
処
理
す
る
こ
と
は
現
実
問
題
と
し
て
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
官
僚
に
そ
の
仕
事
を
分
担
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
目
的
で
情
法
の

平
の
対
応
早
見
表
た
る
律
が
作
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
対
応
関
係
は
時
宜
や
地
宜
に
よ
り
変
化
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
皇
帝
が
個

別
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
情
法
の
平
に
関
し
て
は
、
律
は
要
綱
を
示
し
、
皇
帝
は
当
該
個
別
事
案
に
即
し
て
判
断
す
る

と
い
う
位
置
関
係
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
個
々
の
事
案
処
理
に
際
し
て
官
僚
に
直
観
的
な
「
情
法
の
平
」
判
断
を
迫
る
こ
と
と
な
り
、

し
た
が
っ
て
官
僚
と
は
「
今
回
の
事
案
処
理
に
そ
の
制
度
や
実
定
法
を
利
用
す
る
の
が
適
当
か
ど
う
か
の
判
断
を
し
て
よ
い
、
む
し
ろ

そ
れ
を
積
極
的
に
迫
ら
れ
る
」
存
在
で
あ
っ
た
。
当
時
の
刑
事
裁
判
は
、
皇
帝
が
律
例
を
作
っ
て
官
僚
が
一
方
的
に
順
守
す
る
と
い
う

話
で
は
な
く
、
律
も
ま
た
そ
れ
に
準
拠
す
る
行
為
に
正
当
性
を
あ
た
え
、
か
つ
裁
判
官
を
免
責
す
る
機
能
を
有
し
て
い
な
い
。
律
は
、

そ
れ
に
依
拠
す
る
場
合
は
直
接
的
命
令
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
な
い
場
合
は
「
情
法
の
平
」
判
断
が
出
発
点
と
な
っ
て
そ
の

目
安
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
。

さ
て
こ
の
氏
の
理
解
を
借
り
て
従
重
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、「
今
回
の
事
案
処
理
に
そ
の
制
度
や
実
定
法
を
利
用
す
る
の
が
適

当
か
ど
う
か
の
判
断
を
し
て
よ
い
、
む
し
ろ
そ
れ
を
積
極
的
に
迫
ら
れ
る
」
官
僚
が
、
制
度
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な

い
と
判
断
し
た
際
に
採
り
得
る
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
先
の
盗
伐
事
件
に
関
す
る
嘉
慶
八
年
の
上
諭
に
あ
る
よ
う
に
、
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従
重
も
ま
た
「
案
情
の
軽
重
を
見
て
、
は
か
り
較
べ
て
」
選
択
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
判
断
が
当
を
得
て
い
な
け
れ
ば
当

然
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
必
ず
し
も
従
重
を
選
択
し
た
こ
と
自
体
が
手
続
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
従
重
な
ど
の
加
重
処
罰
を
禁
止
し
て
律
例
へ
の
準
拠
を
命
じ
る
条
例
や
歴
代
皇
帝
の
上
諭
と
は
裏
腹
に
、
官
僚
が
一

方
的
に
律
例
に
準
拠
す
る
こ
と
で
は
適
切
な
刑
罰
を
科
し
得
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
当
然
に
準
拠
し
な
い
こ
と
も
要
請
さ
れ
る
。

そ
の
文
脈
に
お
い
て
、
官
僚
に
よ
る
従
重
の
選
択
の
み
な
ら
ず
、
皇
帝
に
よ
る
従
重
の
命
令
も
ま
た
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
私
塩
集
団
に
関
す
る
乾
隆
四
十
三
年
の
上
諭
で
は
（
４９
）

、「
犯
罪
者
の
集
団
は
上
陸
し
て
武
器
を
持
ち
、
放
火

を
し
て
橋
を
焼
き
、
営
兵
一
人
を
殺
害
し
て
衙
役
三
名
を
負
傷
さ
せ
た〔
衆
犯
登
岸
持
械
、
放
火
焼
橋
、
戳
斃
營
兵
一
人
、
戳
傷
衙
役
三
人
〕」

と
い
う
事
件
報
告
の
上
奏
を
受
け
て
、
こ
の
犯
罪
に
対
し
て
「
こ
の
よ
う
な
衆
を
集
め
て
の
ほ
し
い
ま
ま
な
行
い
は
実
に
憎
む
べ
き
も

の
が
あ
る
。
す
み
や
か
に
捕
縛
し
て
厳
し
く
審
理
し
、
法
を
つ
く
し
て
数
人
を
き
び
し
く
処
罰
し
、
戒
め
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

〔
似
此
糾
衆
肆
行
、
實
為
可
惡
、
不
可
不
速
拏
務
獲
、
嚴
加
審
訊
、
盡
法
多
治
數
人
、
以
示
懲
警
〕」
と
厳
罰
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
、
次
の

よ
う
に
命
じ
る
。

捕
縛
し
た
犯
罪
者
は
、
審
理
し
て
確
情
を
得
れ
ば
、
処
刑
す
る
に
時
を
待
た
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
上
奏
し
て
報
告
し
、

一
方
で
直
ち
に
そ
の
場
で
死
刑
に
し
て
梟
示
せ
よ
。
そ
の
悪
を
同
じ
く
し
て
助
け
合
う
犯
罪
者
は
、
か
な
ら
ず
従
重
で
数
人
を
き

び
し
く
処
罰
し
、
す
こ
し
も
姑
息
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
減
刑
す
べ
き
者
で
も
、
伊
犂
に
発
遣
し
て
奴
隷
と
す
べ
き
で

あ
る
。

〔
其
就
獲
之
犯
、
審
得
確
情
、
有
応
決
不
待
時
者
、
一
面
奏
聞
、
一
面
即
在
該
処
正
法
梟
示
、
其
同
悪
相
済
之
犯
、
必
当
従
重
多

数
人
、

79 清代刑事裁判における「従重」



不
可
稍
存
姑
息
。
即
末
減
者
、
亦
応
発
往
伊
犂
為
奴
。〕

こ
こ
で
乾
隆
帝
は
、
犯
罪
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
「
処
刑
す
る
に
時
を
待
た
な
い
者
」、「
悪
を
同
じ
く
し
て
助
け
合
う
犯
罪
者
」、

「
減
刑
す
べ
き
者
」
と
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
科
す
べ
き
刑
罰
と
し
て
順
に
「
先
行
正
法
（
５０
）

」、「（
必
ず
し
も
明
示
的
で
は
な
い
も
の
の
、

恐
ら
く
は
）
従
重
で
の
死
刑
」、「
伊
犂
へ
の
発
遣
」
を
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
諭
旨
を
受
け
た
両
江
総
督
は
、
首
犯
一
名
と
要
犯

六
名
を
諭
旨
に
従
っ
て
直
ち
に
死
刑
に
処
し
〔
所
有
現
獲
首
犯
季
光
祖
、
要
犯
朱
三

子
…
七
名
、
…
當
於
五
月
十
四
日
、
欽
遵
諭
旨
、
委

員
將
季
光
祖
等
七
犯
、

赴
市
曹
處
斬
〕、
死
傷
者
へ
の
直
接
の
加
害
者
で
は
な
い
も
の
の
共
に
上
陸
し
て
放
火
を
し
た
者
な
ど
を
従
重

で
斬
監
候
に
定
擬
し
て
本
年
の
秋
審
の
情
実
に
入
れ
〔
所
有
現
獲
之
張
信
元
…
、
倶
從
重
各
擬
斬
監
候
、
入
於
本
年
秋
審
情
實
〕、
そ
の
他

の
上
陸
は
し
て
い
な
い
も
の
の
私
塩
集
団
の
一
味
と
し
て
乗
船
し
て
い
た
者
や
私
塩
を
供
給
し
て
い
た
者
な
ど
を
伊
犂
や
烏
魯
木
斉
へ

の
発
遣
と
し
て
〔
劉
邦
賢
…
、
訊
無
登
岸
拒
捕
情
事
、
但
結
夥
駕
船
賣
私
、
非
尋
常
私
販
可
比
、
應
與
透
漏
售
私
之

丁
卞
彩
文
…
、
倶
請
發

往
伊
犂
・
烏
魯
木
齊
等
處
為
奴
〕、
皇
帝
に
上
奏
し
た
（
５１
）

。
こ
の
案
件
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
官
僚
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
律
例
に
せ

よ
皇
帝
に
よ
る
従
重
の
命
令
に
せ
よ
、
同
じ
く
権
威
的
な
規
範
な
い
し
命
令
に
準
拠
す
る
と
い
う
意
味
で
そ
の
行
為
に
大
差
は
な
い
。

し
か
し
皇
帝
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
従
重
の
命
令
と
は
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
考
え
た
上
で
加
重
処
罰
を
命
じ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
、
そ
れ
自
体
は
皇
帝
の
職
責
で
あ
る
と
は
い
え
、
官
僚
に
対
し
て
必
ず
し
も
律
例
な
い
し
既
存
の
制
度
に
一
方
的
に
依
拠
す
る
こ

と
を
求
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
も
し
適
用
す
べ
き
条
文
を
律
例
内
よ
り
見
出
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
戸
律
「
塩
法
」
律
の

条
例
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
（
５２
）

。
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お
よ
そ
豪
強
の
塩
徒
が
衆
を
あ
つ
め
る
こ
と
十
人
以
上
に
至
り
、
大
船
に
乗
っ
て
旗
を
掲
げ
、
ほ
し
い
ま
ま
に
武
器
や
音
の
出
る

道
具
を
用
い
て
官
兵
に
抵
抗
し
、
人
を
殺
す
お
よ
び
傷
つ
け
る
こ
と
三
人
以
上
の
場
合
は
、「
強
盗
の
す
で
に
行
っ
て
財
物
を
得

る
」
の
律
に
比
附
し
て
、
み
な
斬
と
す
る
。
首
犯
は
な
お
梟
首
し
て
衆
に
示
す
。

〔
凡
豪
強
鹽
徒
、
聚
衆
至
十
人
以
上
、

駕
大
船
、
張
挂
旗
號
、
擅
用
兵
仗
・
響
器
、
拒
敵
官
兵
、
若
殺
人
及
傷
三
人
以
上
者
、
比
照
「
強

盜
已
行
得
財
」
律
、
皆
斬
。
為
首
者
、
仍
梟
首
示
衆
。〕

こ
の
条
例
を
見
る
限
り
、
刑
罰
は
犯
罪
者
の
区
別
な
く
一
律
に
「
斬
（
立
決
）」
で
あ
っ
て
、
乾
隆
帝
が
指
示
し
た
も
の
よ
り
も
重

い
刑
罰
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
条
例
が
規
定
す
る
比
附
の
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
刑
律
「
強
盗
」
律
を
裁
判
で
適
用
す
る

際
の
実
務
に
つ
い
て
言
え
ば
、
犯
罪
者
を
「
法
の
ゆ
る
し
難
き
と
こ
ろ
〔
法
所
難
宥
〕」
と
「
情
の
ゆ
る
す
べ
き
あ
り
〔
情
有
可
原
〕」

と
に
区
別
し
、
前
者
は
死
刑
に
処
す
る
も
後
者
は
死
刑
を
免
じ
て
三
千
里
に
発
す
る
こ
と
が
、
雍
正
五
年
の
議
准
に
よ
り
定
め
ら
れ
て

い
た
（
５３
）

。
こ
の
「
強
盗
」
律
の
実
務
規
定
に
従
え
ば
、
犯
罪
者
は
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
今
回
の
事
例

で
こ
れ
を
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
こ
と
は
、
犯
罪
行
為
と
刑
罰
の
均
衡
を
よ
り
実
現
す
る
た
め
の
対
応
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
乾
隆
帝
に
よ
る
従
重
の
命
令
と
は
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
両
江
総
督
が
「
悪
を
同
じ
く
し
て
助
け
合
う
犯
罪
者
」
に

つ
い
て
従
重
で
斬
監
候
と
定
擬
し
て
本
年
の
秋
審
の
情
実
に
入
れ
る
と
い
う
対
応
を
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
も
ち
ろ
ん
加
重
処
罰

と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
む
し
ろ
加
重
す
る
こ
と
を
通
じ
て
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
よ
り
実
現
す
る
こ
と
を
企

図
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
既
存
の
（
手
続
的
要
素
を
含
む
）
刑
罰
体
系
と
の
比
較
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
た
め
、
そ
の
意
味
で
従
重
は
既
存
の
刑
罰
体
系
と
は
無
関
係
に
加
重
し
て
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
従
重
は
、
そ
の
よ

う
な
既
存
の
体
系
で
は
十
分
に
実
現
で
き
な
い
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
実
現
す
る
た
め
に
、
加
重
す
る
方
向
に
お
い
て
実
現
を
図
る
微
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調
整
の
作
業
で
あ
っ
た
（
５４
）
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
前
章
で
紹
介
し
た
従
重
の
諸
事
例
に
お
い
て
、
広
い
意
味
で
同
一
の
範
疇
に
属
す
る
刑
罰
の
な
か
か
ら
や
や
重
く

な
る
も
の
を
選
択
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
皇
帝
が
命
じ
る
従
重
の
み
な
ら
ず
官
僚
が
選
択
す
る
従

重
で
あ
っ
て
も
同
様
に
、
既
存
の
体
系
を
前
提
と
し
た
加
重
の
方
向
性
で
の
微
調
整
の
作
業
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
官
僚
が
「
今
回

の
事
案
処
理
に
そ
の
制
度
や
実
定
法
を
利
用
」
し
な
い
と
判
断
し
て
従
重
を
選
択
し
た
と
し
て
も
、
既
存
の
体
系
と
は
全
く
無
関
係
の

と
こ
ろ
で
自
由
に
定
擬
な
い
し
手
続
的
な
選
択
を
行
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
従
重
を
巡
っ
て
皇
帝
官
僚
制
の
内
部
で
現
れ
て
い
る
事
態
と
は
、
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
（
そ
し
て
そ
こ
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
具
体
的
対
応
）
に
つ
い
て
、
最
終
的
に
皇
帝
が
判
断
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
微
調
整
の
作
業
を
官
僚
に
ど
の
程
度

負
担
さ
せ
る
の
か
と
い
う
、
皇
帝
に
よ
る
手
綱
の
緩
め
具
合
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
皇
帝
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ

を
明
確
に
示
す
史
料
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
そ
れ
を
あ
る
程
度
示
唆
す
る
史
料
で
あ
れ
ば
存
在
す
る
。
例
え
ば
乾
隆
帝
に

つ
い
て
は
次
の
上
諭
が
挙
げ
ら
れ
る
（
５５
）

。

裁
判
を
担
当
す
る
官
庁
に
つ
い
て
は
、
内
は
法
司
が
外
は
地
方
官
が
、
案
件
が
あ
る
ご
と
に
自
ず
か
ら
心
を
尽
く
し
て
検
討
し
、

か
れ
こ
れ
論
議
し
、
情
は
真
に
し
て
罪
は
当
た
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
司
官
が
堂
官
に
つ
い
て
、
州
県
が

府
に
つ
い
て
、
府
が
按
察
使
に
つ
い
て
、
按
察
使
が
督
撫
に
つ
い
て
、
お
よ
そ
寛
厳
の
あ
た
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
み
な
案

件
に
基
づ
い
て
直
接
陳
べ
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
…
要
す
る
に
、
皆
が
公
事
の
た
め
に
す
る
べ
く
、
少
し
も
私
心
に
渉
っ
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
従
寛
」
や
「
従
厳
」
は
、
そ
の
人
が
自
ら
取
る
と
こ
ろ
を
視
て
、
こ
れ
を
寛
く
し
こ
れ
を
厳
し
く
す
る
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も
の
で
、
い
ず
れ
も
そ
こ
に
は
心
を
入
れ
る
と
こ
ろ
は
無
い
。

〔
至
問
刑
衙
門
、
内
而
法
司
、
外
而
地
方
官
、
遇
有
案
件
、
自
応
尽
心
研
究
、
彼
此
講
論
、
務
使
情
真
罪
当
。
即
司
官
之
於
堂
官
、
州
県
之

於
府
、
府
之
於

司
、

司
之
於
督
撫
、
凡
有
寛
厳
不
中
之
処
、
皆
許
其
拠
案
直
陳
。
…
要
之
皆
為
公
事
起
見
、
不
得
少
渉
私
心
也
。
夫「
従

寛
」「
従
厳
」、
視
其
人
之
自
取
、
而
寛
之
厳
之
、
均
無
所
容
心
於
其
間
。〕

こ
の
上
諭
で
乾
隆
帝
は
、
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
に
つ
い
て
案
件
ご
と
に
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
下
僚
が
上
司
に
意
見
を

申
し
立
て
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
こ
よ
り
乾
隆
帝
は
、
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
判
断
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
一
定
程
度
官
僚
に
委

ね
て
い
く
意
向
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
嘉
慶
帝
に
つ
い
て
は
例
え
ば
次
の
上
諭
が
挙
げ
ら
れ
る
（
５６
）

。

も
し
科
道
ら
が
、
朕
が
一
人
を
寛
大
に
扱
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
た
び
に
例
文
に
照
ら
す
こ
と
に
拘
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
軽

重
を
持
っ
て
、
紛
々
と
上
奏
す
れ
ば
、
勢
い
と
し
て
必
ず
明
末
の
台
臣
が
朝
政
を
壟
断
し
て
ほ
し
い
ま
ま
に
妄
陳
す
る
と
い
っ
た

状
況
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
風
潮
は
断
じ
て
助
長
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
わ
が
朝
の
家
法
で
は
、
賞
罰
の
大
権
は
こ
と
ご
と

く
皇
帝
に
よ
る
。
も
し
朕
が
一
人
を
赦
し
一
人
を
用
い
る
に
、
科
道
ら
が
書
簡
を
執
っ
て
争
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
な
お
ま
た
い

か
な
る
政
体
を
成
そ
う
と
い
う
の
か
。

〔
若
科
道
等
以
経
朕
寛
宥
一
人
、
輙
欲
拘
照
例
文
、
持
其
軽
重
、
紛
紛
涜
奏
、
勢
必
至
如
明
季
臺
臣
把
持
朝
政
肆
意
妄
陳
。
此
風
断
不
可
長
。

…
我
朝
家
法
、
刑
賞
大
權
、
悉
由
乾
斷
。
若
朕
赦
一
人
用
一
人
、
該
科
道
等
即
欲
執
簡
而
争
、
尚
復
成
何
政
體
乎
。〕
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こ
の
上
諭
は
、
嘉
慶
帝
が
監
候
人
犯
を
一
度
も
秋
審
を
経
る
こ
と
な
く
特
別
に
杖
責
を
科
し
た
だ
け
で
釈
放
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

「
減
刑
の
上
に
さ
ら
に
減
刑
す
る
よ
う
な
も
の
〔
似
末
減
之
外
、
亦
有
末
減
〕」
と
給
事
中
が
上
奏
し
た
こ
と
に
対
し
て
下
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
嘉
慶
帝
は
自
ら
の
減
刑
判
断
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
給
事
中
の
上
奏
に
対
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
風
潮
は
断
じ
て
助
長
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
」
と
ま
で
言
い
切
る
な
ど
、
か
な
り
手
厳
し
い
批
判
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
内
容
か
ら
し
て
、
嘉
慶
帝

は
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
判
断
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ほ
ど
官
僚
に
委
ね
る
べ
き
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
な
る
べ
く
自
身
で

判
断
す
べ
き
と
い
う
意
向
を
有
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
乾
隆
帝
と
嘉
慶
帝
の
考
え
方
の
相
違
は
、
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
実
現
す
る
た
め
の
作
業
を
官
僚
に
ど
の
程
度
負
担
さ

せ
る
か
に
つ
い
て
、
一
定
程
度
は
皇
帝
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
帰
着
す
る
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
清
代
の
司

法
制
度
は
歴
代
の
皇
帝
が
そ
の
都
度
一
か
ら
作
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
皇
帝
も
ま
た
基
本
的
に
は
既
存
の
律
例
や
制
度
を
前
提
と

し
た
微
調
整
に
終
始
し
た
と
な
れ
ば
、
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
の
実
現
に
関
し
て
皇
帝
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
み
な
ら
ず
制
度
論
的
な

影
響
も
免
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
既
存
の
律
例
や
制
度
と
の
整
合
性
を
考
え
て
加
重
処
罰
を
行
う
と
す
る
な
ら
ば
、
官
僚
に
対
し
て
は
あ
く
ま

で
も
律
例
や
制
度
へ
の
準
拠
を
求
め
つ
つ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
皇
帝
に
も
た
ら
さ
れ
た
案
件
を
一
つ
一
つ
判
断
し
て
、
今
後
と
も
同
様

の
対
応
が
必
要
で
あ
れ
ば
立
法
化
を
図
る
な
ど
、
加
重
に
関
す
る
判
断
を
す
べ
て
皇
帝
が
行
う
し
か
方
法
が
な
い
。
そ
し
て
も
し
そ
の

よ
う
な
理
想
的
な
状
態
が
完
全
に
実
現
で
き
た
な
ら
ば
何
も
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
実
際
に
は
歴
代
の
皇
帝
が
繰
り
返
し
加
重
処
罰
を

禁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
っ
た
よ
う
に
、
官
僚
は
繰
り
返
し
従
重
な
ど
の
加
重
処
罰
を
選
択
し
た
。
こ
う
し
た
官
僚
の
対
応
は
制
度
に
対

す
る
無
理
解
に
基
づ
く
専
断
に
す
ぎ
な
い
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
が
、
官
僚
か
ら
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
対
応
は
自
身
の

懲
戒
処
分
を
伴
う
危
険
性
が
あ
る
た
め
、
む
し
ろ
現
実
問
題
と
し
て
従
重
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
と
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理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
官
僚
か
ら
す
れ
ば
、
犯
罪
内
容
と
刑
罰
の
均
衡
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
既
存
の
律
例
や
制
度
に

準
拠
す
る
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
こ
で
そ
れ
を
補
う
た
め
に
必
要
に
応
じ
て
従
重
を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
官
僚
が
案
件
ご
と
に
必
要
に
応
じ
て
従
重
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
一
方
で
律
例
や
制
度
へ
の
遵
守
が
求
め
ら
れ
て

い
る
以
上
、
手
続
的
な
安
定
性
に
乏
し
い
。
そ
こ
で
特
に
乾
隆
中
期
以
降
、
恭
請
王
命
な
ど
官
僚
が
本
来
的
に
選
択
可
能
な
既
存
制
度

を
整
備
・
拡
充
し
た
り
、
請
旨
即
行
正
法
な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
選
択
す
る
新
た
な
制
度
枠
組
を
創
出
し
た
り
す
る
な

ど
、
律
例
や
制
度
と
の
整
合
性
を
保
ち
つ
つ
も
手
続
的
に
加
重
効
果
を
も
た
ら
す
方
法
を
構
築
し
て
、
従
来
案
件
ご
と
に
判
断
し
た
従

重
を
可
能
な
限
り
そ
れ
ら
に
取
り
込
ん
で
行
く
措
置
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
取
り
込
ま
れ
た
従
重
は
、
内
容
的

に
は
加
重
効
果
を
有
す
る
も
の
の
、
手
続
的
に
は
通
常
従
重
と
は
呼
ば
れ
な
い
（
５７
）

。
た
だ
こ
の
よ
う
な
律
例
や
制
度
と
矛
盾
せ
ず
従
重
の

効
果
を
も
た
ら
す
方
法
が
確
立
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
吸
収
し
き
れ
な
い
部
分
は
ど
う
し
て
も
残
存
し
、
そ
の
よ
う
な
部
分
に
お

い
て
は
、
な
お
個
別
案
件
ご
と
に
従
重
を
選
択
す
る
と
い
う
ま
ま
に
残
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
恭
請
王
命
や
請
旨
即
行
正
法

の
確
立
に
つ
い
て
皇
帝
も
そ
れ
を
容
認
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
皇
帝
の
立
場
か
ら
し
て
も
こ
の
よ
う
な
方
法
は
既
存
の
律
例
や
制
度

に
矛
盾
し
な
い
有
用
な
方
法
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

原
理
的
に
は
す
べ
て
を
皇
帝
が
判
断
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
現
実
的
対
応
と
し
て
は
官
僚
に
律
例
に
準
拠
し
て
案
件
を
処
理
さ

せ
つ
つ
も
、
刑
罰
の
重
さ
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
案
件
の
重
要
性
に
応
じ
て
審
理
を
繰
り
返
し
て
皇
帝
官
僚
制
の
上
位
に
ま
で
案
件
が
も

た
ら
さ
れ
、
そ
の
頂
点
に
い
る
皇
帝
は
死
刑
案
件
の
ほ
か
、
比
附
を
含
め
て
新
た
に
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
案
件

を
処
理
す
る
―
―
清
代
の
司
法
制
度
の
概
略
が
こ
の
よ
う
に
描
け
る
と
す
れ
ば
、
臣
下
た
る
官
僚
が
選
択
す
る
従
重
は
、
皇
帝
が
専
一

に
行
う
べ
き
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
の
判
断
に
つ
い
て
、
皇
帝
の
み
が
そ
れ
を
行
う
の
で
は
膨
大
な
案
件
を
処
理
す
る
中
で
支
障
を
来
す

こ
と
か
ら
、
弥
縫
的
に
そ
の
判
断
の
一
部
を
皇
帝
に
先
立
っ
て
行
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
官
僚
の
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対
応
は
、
官
僚
に
科
さ
れ
た
律
例
準
拠
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
皇
帝
の
職
務
を
侵
す
こ
と
に
も
な
る
た
め
、
時
に
皇
帝
は

厳
し
く
そ
れ
を
排
斥
し
た
。
し
か
し
従
重
は
そ
の
す
べ
て
が
皇
帝
に
否
定
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、
時
に
そ
の
選
択
が
皇
帝
に
嘉
納
さ
れ
、

ま
た
そ
の
選
択
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
皇
帝
も
ま
た
官
僚
に
よ
る
従
重
を
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を

実
現
す
る
も
の
と
評
価
し
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
官
僚
が
選
択
す
る
従
重
は
、
皇
帝
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
制
度
論
理
の
双
方
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
一
定
の
範

囲
に
お
い
て
他
の
手
続
に
そ
の
機
能
を
吸
収
さ
れ
な
が
ら
も
、
清
代
を
通
じ
て
必
要
に
応
じ
て
用
い
ら
れ
た
。
案
件
ご
と
に
犯
罪
と
刑

罰
の
均
衡
を
追
求
す
る
と
い
う
当
時
の
刑
事
司
法
の
有
り
様
か
ら
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
の
微
妙
な
差
異
に
対
応
さ
せ
る
形
で
の
刑

罰
の
細
分
化
が
常
に
求
め
ら
れ
る
以
上
、
従
重
の
よ
う
な
個
別
案
件
に
お
け
る
加
重
処
置
は
当
時
の
司
法
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

清
代
に
お
い
て
加
重
処
罰
を
も
た
ら
す
従
重
に
は
、
刑
罰
の
加
重
と
手
続
に
よ
る
加
重
効
果
の
二
系
統
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ら
は
律
例
な
ど
の
規
定
と
比
較
し
て
さ
ら
に
そ
れ
に
加
重
す
る
と
い
う
形
態
が
一
般
的
で
あ
っ
て
、
加
重
す
る
こ
と
を
通
じ
て
律

例
な
ど
で
は
反
映
し
き
れ
な
い
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
実
現
さ
せ
る
と
い
う
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
従
重
に
つ
い
て
、
歴
代
の
皇
帝
は
律
例
準
拠
の
見
地
か
ら
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
皇
帝
が
第
一
に
求
め

て
い
る
こ
と
は
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
で
あ
っ
て
、
律
例
準
拠
も
そ
の
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
律
例
準

拠
で
は
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
が
実
現
で
き
な
い
場
合
、
時
に
従
重
を
選
択
す
る
こ
と
も
必
要
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
律
例
や
既
存
の
制
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度
と
全
く
無
関
係
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
補
完
す
る
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
従
重
を
巡
っ
て
皇
帝
は
、

犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
に
つ
い
て
の
判
断
を
一
定
の
程
度
で
官
僚
に
委
ね
て
い
く
こ
と
な
り
、
そ
こ
に
は
皇
帝
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
や

制
度
論
的
な
影
響
が
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
後
者
の
制
度
論
的
な
影
響
の
部
分
に
お
い
て
、
律
例
や
既
存
の
制
度
と
の
整
合
性

を
確
保
し
つ
つ
も
手
続
的
に
加
重
効
果
を
も
た
ら
す
恭
請
王
命
や
請
旨
即
行
正
法
な
ど
が
構
築
さ
れ
、
従
重
の
一
定
程
度
が
そ
ち
ら
に

取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
個
別
案
件
ご
と
の
従
重
は
必
要
な
も
の
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
本
稿
で
は
言
及
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
従
重
を
巡
る
議
論
の
背
景
に
存
在
す
る
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
の
実
現
に
関
し

て
、
特
に
嘉
慶
期
以
降
で
注
意
す
べ
き
こ
と
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、「
現
場
の
疲
弊
」
と
も
言
う
べ
き
状
況
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
解
審
に
関
し
て
若
干
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
（
５８
）

、
本
稿
で
言
及
す
る
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
に
関
す
る
こ
と
と
し

て
も
、
例
え
ば
、
捕
縛
し
た
洋
盗
犯
が
非
常
に
多
い
た
め
に
案
件
を
ま
と
め
て
上
奏
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
両
広
総
督
那
彦
成
に
対
す

る
嘉
慶
十
年
の
上
諭
が
挙
げ
ら
れ
る
（
５９
）

。

該
省
で
捕
縛
す
る
洋
盗
犯
や
各
項
の
匪
徒
は
、
死
刑
に
定
擬
す
る
も
の
が
多
い
。
総
督
は
審
理
し
て
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、
自
ず

か
ら
案
件
ご
と
に
上
奏
し
、
刑
部
に
下
し
て
審
理
す
る
旨
を
待
つ
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
旧
章
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
ま
と
め
て

上
奏
す
る
理
が
あ
ろ
う
か
。
…
と
こ
ろ
が
、
案
件
ご
と
に
上
奏
す
る
と
煩
雑
で
あ
る
と
称
し
て
、
今
回
の
奏
摺
の
中
で
十
数
の
案

件
を
叙
述
し
て
、
僅
か
に
人
名
を
書
く
の
み
で
事
件
内
容
を
記
述
し
な
い
。
こ
れ
で
は
た
と
え
刑
部
に
下
し
て
も
ど
の
よ
う
に
審

理
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
権
力
を
握
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対
応
は
大
い
に
誤
っ
て
い
る
。
…
も
し
現

在
の
と
こ
ろ
捕
縛
し
た
犯
罪
者
が
多
い
と
云
う
の
な
ら
ば
、
従
来
も
該
省
が
捕
縛
し
た
犯
罪
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
か

ら
、
総
督
が
迅
速
に
審
理
を
し
て
、
駅
伝
で
速
や
か
に
上
奏
し
て
完
結
を
ま
て
ば
よ
く
、
ど
う
し
て
監
獄
が
詰
ま
っ
て
し
ま
う
こ
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と
を
心
配
す
る
の
か
。

〔
該
省
拏
獲
洋
盜
及
各
項
匪
徒
、
均
係
問
擬
重
辟
居
多
。
該
督
於
審
明
後
、
自
應
逐
案
奏
聞
、
候
旨
交
部
核

。
此
係
舊
章
、
豈
有
彙
摺
具

奏
之
理
。
…
乃
輒
稱
逐
件
具
奏
、
事
渉
煩
冗
耶
、
此
次
一
摺
之
中
、
叙
述
至
十
数
案
、
僅
列
人
名
、
不
叙
情
節
、
即
交
部
從
何
核
議
。
跡
似
攬
權
、

所

大
謬
。
…
若
云
目
下
獲
犯
較
多
、
則
從
前
該
省
獲
犯
亦
復
不
少
、
該
督
但
能
迅
速
審

、
由
駅
馳
奏
候
結
、
又
何
患
囹
圄
壅
積
乎
。〕

こ
の
上
諭
で
は
、
案
件
を
ま
と
め
て
上
奏
す
る
と
い
う
総
督
の
提
案
に
つ
い
て
、
従
来
の
や
り
方
に
は
存
在
し
な
い
う
え
、
ま
と
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
中
央
の
刑
部
で
は
事
件
の
詳
細
を
把
握
で
き
な
く
な
る
こ
と
か
ら
審
理
不
能
に
な
る
と
し
て
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る

と
し
て
退
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
提
案
の
背
景
に
あ
る
犯
罪
者
が
多
い
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
い
か
に
対
処
す
べ
き
か

に
関
し
て
は
、
単
に
「
迅
速
に
審
理
」
す
れ
ば
よ
い
と
述
べ
る
の
み
で
、
具
体
的
な
対
応
策
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
総
督
が
「
犯
罪
者
が
多
い
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
司
法
制
度
の
方
に
引
き
付
け
て
考
え
れ
ば
、
地
方
の
現
場
で

は
個
別
案
件
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
追
及
す
る
こ
と
に
関
し
て
処
理
能
力
を
超
過
す
る
量
の
案
件
が
も
た
ら
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
処
理
能
力
を
超
過
す
る
量
を
処
理
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
無
理
を
し
て
全
体
と
し
て
疲
弊
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
嘉
慶
期
以
降
、
司
法
制
度
の
様
々
な
分
野
に
お
い
て
徐
々
に
顕
在
化
す
る
。
今
回
の
総
督
の
提
案

も
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
た
対
策
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
の
嘉
慶
十
年
と
い
う
段
階
で
は
皇
帝
は
な
お
官
僚
の
懈

怠
で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
別
稿
で
多
少
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
道
光
期
に
入
る
と
、
こ
の
よ
う
な
現
場
の
疲
弊
を
踏
ま

え
て
の
対
策
を
皇
帝
も
容
認
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
い
わ
ば
「
旧
章
」
を
維
持
す
る
た
め
に
、
簡
略
化
で
き
る
と
こ
ろ

は
簡
略
化
す
る
と
い
っ
た
対
応
が
な
さ
れ
る
。

従
重
を
巡
る
議
論
や
そ
の
背
景
に
存
在
す
る
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
巡
る
議
論
ま
た
、
官
僚
と
皇
帝
と
の
間
で
の
役
割
分
担
と
い
っ
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た
側
面
が
存
在
す
る
以
上
、
処
理
能
力
の
超
過
に
よ
る
現
場
の
疲
弊
と
い
っ
た
刑
事
司
法
を
巡
る
状
況
と
無
縁
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に

く
い
。
嘉
慶
期
以
降
の
従
重
の
展
開
を
考
え
る
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
「
現
場
の
疲
弊
」
と
い
っ
た
要
素
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

他
方
で
そ
れ
は
従
重
に
止
ま
る
話
で
も
な
い
た
め
、
全
体
と
し
て
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
１
）

王
明
徳
『
読
律
佩

』
巻
二
「
従
重
論
」（
王
明
徳
撰
、
何
勤
華
等
點
校
『
讀
律
佩

』
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
十
三
〜
三
十
四
頁
）。

（
２
）
『
大
清
律
例
按
語
』
巻
五
十
四
、
刑
律
賊
盗
「
劫
囚
」
条
。

（
３
）
『
乾
隆
朝
上
諭

』（

案
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
第
二
冊
二
七
六
六
（
乾
隆
十
八
年
五
月
二
十
四
日
、
光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
巻
七
八
七
、
刑

律
賊
盗
「
劫
囚
」
条
、
乾
隆
十
八
年
歴
年
事
例
も
ほ
ぼ
同
文
）。

（
４
）

拙
稿「「
請
旨
即
行
正
法
」
考
―
―
清
代
乾
隆
・
嘉
慶
期
に
お
け
る
死
刑
裁
判
制
度
の
一
考
察
―
―
」（『
専
修
法
学
論
集
』
九
十
八
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

な
お
こ
の
拙
稿
に
お
い
て
、
高
見
澤
磨
氏
の
「
罪
観
念
と
制
裁
―
―
中
国
に
お
け
る
も
め
ご
と
と
裁
き
と
か
ら
―
―
」（『
シ
リ
ー
ズ
世
界
史
へ
の
問

い
』
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
を
引
用
す
る
形
で
、「
従
重
に
つ
い
て
中
国
近
現
代
に
お
け
る
処
罰
規
定
等
を
検
討
し
た
高
見
澤
磨
氏
に
よ
る

と
、
�
法
定
刑
よ
り
重
く
処
罰
、
�
法
定
刑
上
限
一
杯
で
処
罰
、
�
法
定
刑
の
平
均
よ
り
上
、
�
重
め
に
罰
す
る
と
い
う
脅
し
と
い
う
四
つ
の
考
え
方

が
あ
り
得
る
と
す
る
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
氏
よ
り
、「
四
つ
の
解
釈
は
、
す
べ
て
違
う
例
と
し
て
あ
げ
た
」
も
の
で
、「
条
文
で
刑
の
幅
が
定

め
ら
れ
て
い
て
も
、
下
位
法
令
で
そ
の
幅
を
狭
め
る
方
向
性
が
あ
っ
て
、
あ
る
事
情
が
あ
る
と
そ
れ
よ
り
重
く
、
と
い
う
意
味
で
、
固
有
法
の
客
観
的

数
値
主
義
（
も
の
さ
し
の
目
盛
り
を
細
か
く
ふ
る
）
と
い
う
も
の
の
延
長
上
に
読
め
る
と
い
う
の
が
趣
旨
」
で
あ
る
と
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
著

者
の
理
解
不
足
に
よ
り
氏
に
ご
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
に
つ
い
て
謹
ん
で
お
詫
び
を
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
拙
稿
に
お
い
て
氏
の
論
文
を
引
用
し
て
言
及

し
た
と
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
撤
回
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

（
５
）

中
国
近
現
代
に
つ
い
て
は
、
前
掲
高
見
澤
氏
論
文
の
ほ
か
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
現
代
中
国
に
お
い
て「
法
に
従
い
重
き
に
か
つ
速
や
か
に﹇
依

法
従
重
従
快
﹈」
を
テ
ー
ゼ
と
し
た
、
手
続
の
迅
速
化
お
よ
び
重
罰
化
を
内
容
と
す
る
犯
罪
対
策
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
た
る
「
厳
打
」
を
題
材
と
し
た
坂
口

一
成
「
現
代
中
国
に
お
け
る
「
司
法
」
の
構
造
（
１
）〜（
７
）
―
―
厳
打：
な
ぜ
刑
事
裁
判
が
道
具
と
な
る
の
か
？
―
―
」（『
北
大
法
学
論
集
』
五
十

七
巻
二
号
〜
五
十
八
巻
二
号
、
二
〇
〇
六
〜
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
６
）
『
宮
中

嘉
慶
朝
奏
摺
』（
台
湾
故
宮
博
物
院
所
蔵
本
）
四
輯
七
十
三
頁
、

浙
總
督
魁
倫
「
奏
為
拏
獲
盜
犯
洪
長
等
審
明
在
洋
行
劫
並
搶
失
運
送
軍

械
各
實
情
從
重

理
恭
摺
具
奏
事
」（
嘉
慶
二
年
三
月
十
日
）。
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（
７
）
「
凡
響
馬
強
盗
、
執
有
弓
矢
軍
器
、
白
日
邀
劫
道
路
、
贓
証
明
白
者
、
倶
不
分
人
数
多
寡
・
曾
否
傷
人
、
依
律
処
決
、
於
行
劫
処
梟
首
示
衆
（
如
傷

人
不
得
財
、
首
犯
斬
監
候
、
為
従
発
新
疆
給
官
兵
為
奴
。
如
未
得
財
又
未
傷
人
、
首
犯
発
新
疆
給
官
兵
為
奴
、
為
従
杖
一
百
流
三
千
里
）。
其
江
洋
行

劫
大
盗
、
倶
照
此
例
、
立
斬
梟
示
」。
こ
の
案
件
で
は
梟
示
に
つ
い
て
言
及
を
欠
い
て
い
る
。

（
８
）

な
お
こ
の
案
件
で
は
、
監
獄
で
死
亡
し
た
洪
石
を
除
く
以
上
の
三
名
が
恭
請
王
命
と
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
『
宮
中

咸
豐
朝
奏
摺
』（
台
湾
故
宮
博
物
院
所
蔵
本
）
二
十
一
輯
二
六
〇
頁
、
倭
仁
「
奏
為
賊
犯
白
晝
搶
奪
罪
止
絞
候
請
旨
從
重
問
擬
絞
立
決
以
昭

炯
戒
事
」（
咸
豐
九
年
三
月
十
四
日
）。

（
１０
）
『
乾
隆
朝
上
諭

』
第
十
七
冊
一
七
六
九
（
乾
隆
五
十
九
年
三
月
七
日
）。

（
１１
）
「
凡
惡
棍
設
法
索
詐
官
民
、
或
張
貼
掲
帖
、
或
捏
告
各
衙
門
、
或
勒
寫
借
約
嚇
詐
取
財
、
或
因
鬪
毆
糾
衆
繋
頸
、

言
欠
債
逼
寫
文
券
、
或
因
詐
財

不
遂
、
竟
行
毆
斃
、
此
等
情
罪
重
大
、
實
在
光
棍
事
發
者
、
不
分
曾
否
得
財
、
為
首
者
斬
立
決
、
為
從
者
倶
絞
監
候
」。

（
１２
）
『
宮
中

咸
豐
朝
奏
摺
』
二
十
八
輯
二
一
一
頁
、
太
子
太
保
大
學
士
管
理
刑
部
事
務
桂
良
等
「
奏
報
審
明
搶
奪
園
廷
禁
物
人
犯
從
重
定
擬
情
形
」（
咸

豐
十
年
十
一
月
二
十
九
日
）。

（
１３
）
「
凡
得
遺
失
之
物
、
限
五
日
内
送
官
。
官
物
（
盡
數
）
還
官
。
…
（
五
日
）
限
外
不
送
官
者
、
官
物
坐
贓
論
（
罪
止
杖
一
百
徒
三
年
、
追
物
還
官
）」。

（
１４
）
『
宮
中

道
光
朝
奏
摺
』（
台
湾
故
宮
博
物
院
所
蔵
本
）
十
七
輯
七
一
九
頁
、
陝
西
巡
撫
林
則
徐
「
奏
為
回
民
糾
聚
刀
匪
包
庇
逃
軍
奪
犯
傷
差
已
獲
首

從
多
名
審
明
定
擬
請
旨
從
重
懲

」（
道
光
二
十
六
年
八
月
二
十
四
日
）。

（
１５
）

清
代
の
充
軍
・
発
遣
・
流
刑
な
ど
つ
い
て
は
、
滋
賀
秀
三
「
刑
罰
の
歴
史
―
―
東
洋
―
―
」（『
刑
罰
の
理
論
と
現
実
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）

一
〇
六
〜
一
〇
九
頁
を
参
照
。

（
１６
）
『
臺
案
彙
録
己
集
』
巻
八
「
奎
林
等
殘
奏
摺
」（
臺
灣
銀
行
經
濟
研
究
室
編
『
臺
灣
文
獻
叢
刊
』
第
一
九
一
種
第
三
冊
、
臺
灣
銀
行
、
一
九
六
四
年
）。

（
１７
）
『
乾
隆
朝
上
諭

』
第
十
六
冊
三
五
六
（
乾
隆
五
十
六
年
二
月
七
日
）。

（
１８
）
『
宮
中

嘉
慶
朝
奏
摺
』
三
十
二
輯
七
六
二
頁
、
山
東
巡
撫
陳
預
「
奏
為
審
明
聚

搶
奪
拒
捕
私
梟
遵
旨
分
別
從
重
定
擬
恭
祈
聖
鑒
」（
嘉
慶
二
十
年

六
月
二
十
六
日
）。

（
１９
）
『
乾
隆
朝
上
諭

』
第
十
六
冊
一
四
九
六
（
乾
隆
五
十
七
年
正
月
十
四
日
）。

（
２０
）

な
お
当
時
、
地
方
的
な
刑
罰
な
い
し
保
安
処
分
と
し
て
、
台
湾
か
ら
本
土
へ
追
い
返
す
「
過
水
」
と
い
う
方
法
が
存
在
し
た
（
前
掲
滋
賀
「
刑
罰
の

歴
史
―
―
東
洋
―
―
」
一
〇
九
頁
）。

（
２１
）

名
例
「
老
小
廃
疾
収
贖
」
律
の
律
文
に
、「
諸
年
七
十
以
上
十
五
以
下
及
廢
疾
（
瞎
一
目
折
一
肢
之
類
）、
犯
流
罪
以
下
收
贖
」
と
あ
る
。

（
２２
）
『
嘉
慶
道
光
両
朝
上
諭

』（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
十
八
冊
一
五
四
六
（
道
光
三
年
十
一
月
二
十
三
日
）。
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（
２３
）

例
え
ば
、「
凡
將
良
民
誣
指
為
竊
、
稱
係
寄
賣
賊
贓
、
將
良
民
捉
拏
拷
打
、
嚇
詐
財
物
、
或
以
起
贓
為
由
、
沿
房
搜
檢
、
搶
奪
財
物
、
淫
辱
婦
女
、

除
實
犯
死
罪
外
、
其
餘
不
分
首
從
、
倶
發
邊
遠
充
軍
。
若
誣
指
良
民
為
強
盜
者
、
亦
發
邊
遠
充
軍
。
其
有
前
項
拷
詐
等
情
、
倶
發
極
邊
煙
瘴
充
軍
」
と

い
う
条
例
な
ど
。

（
２４
）
「
凡
誣
告
人
…
流
・
徒
・
杖
罪
、（
不
論
已
決
配
、
未
決
配
）
加
所
誣
罪
三
等
。
各
罪
止
杖
一
百
流
三
千
里
」。「
至
死
罪
而
所
誣
之
人
…
未
決
者
、
杖

一
百
流
三
千
里
」。

（
２５
）
『
文
宗
顯
皇
帝
實
録
』
巻
三
十
七
、
咸
豐
元
年
七
月
乙
酉
。

（
２６
）

恭
請
王
命
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
恭
請
王
命
考
―
―
清
代
死
刑
裁
判
に
お
け
る
「
権
宜
」
と
「
定
例
」
―
―
」（『
法
制
史
研
究
』
五
十
四
号
、
二
〇
〇

四
年
）
を
参
照
。

（
２７
）
『
乾
隆
朝
上
諭

』
第
九
冊
一
五
七
（
乾
隆
四
十
三
年
四
月
二
十
二
日
）。

（
２８
）
『
宮
中

乾
隆
朝
奏
摺
』（
国
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
八
二
〜
一
九
八
八
年
）
四
十
三
輯
二
四
二
頁
、「
浙
江
巡
撫
王
亶
望
奏
報
審

県

民
王
開

経
等
糾
衆
抗
糧
拒
捕
案
事
」（
乾
隆
四
十
三
年
五
月
二
十
七
日
）。

（
２９
）

請
旨
即
行
正
法
に
つ
い
て
は
、
註
四
所
掲
拙
稿
参
照
。

（
３０
）
『
宮
中

乾
隆
朝
奏
摺
』
四
十
七
輯
一
三
八
頁
、「
江
西
巡
撫

碩
奏
為
審
擬
楽
安
県
民
聚
衆
殴
官
案
情
形
摺
」（
乾
隆
四
十
四
年
三
月
十
三
日
）。
な

お
こ
の
史
料
お
よ
び
次
註
引
用
史
料
は
、
註
四
所
掲
拙
稿
十
〜
十
二
頁
で
も
引
用
し
た
。

（
３１
）
『
乾
隆
朝
上
諭

』
乾
隆
四
十
四
年
三
月
二
十
四
日
（
九
冊
一
五
〇
八
）。

（
３２
）

註
四
所
掲
拙
稿
参
照
。

（
３３
）

成
案
に
あ
る
刑
罰
を
比
較
対
象
と
し
て
い
る
事
例
と
し
て
、
例
え
ば
太
平
天
国
関
係
で
の
揚
州
失
陥
に
関
す
る
知
県
の
処
罰
に
つ
い
て
の
咸
豊
三
年

の
刑
部
奏
摺
が
挙
げ
ら
れ
る（『
宮
中

咸
豐
朝
奏
摺
』
十
輯
七
六
六
頁
、
刑
部
尚
書
�
興
等
「
奏
為
遵
旨
加
嚴
定
擬
懲

揚
州
失
守
之
文
武
各
員
一
案

由
具
奏
請
旨
」﹇
咸
豐
三
年
十
月
十
一
日
﹈）。
こ
こ
で
刑
部
は
、
斬
監
候
を
定
め
る
兵
律
「
主
将
不
固
守
」
律
の
条
例
に
言
及
し
た
上
で
、
岳
州
失

陥
の
事
例
で
は
従
重
で
「
按
例
擬
斬
、
奏
請
即
行
正
法
」、
道
州
な
ど
の
失
陥
の
事
例
で
は
「
情
節
稍
軽
」
と
し
て
「
減
等
擬
流
加
遣
」
と
す
る
成
案

が
あ
る
と
し
、
今
回
は
道
州
の
事
例
と
「
情
節
相
同
」
な
の
で
「
減
等
擬
流
、
従
重
発
往
新
疆
充
当
苦
差
」
と
し
て
成
案
に
あ
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
も
、

「
加
厳
定
擬
」
と
い
う
諭
旨
が
あ
る
の
で
、
従
重
で
条
例
に
依
り
斬
監
候
に
定
擬
し
た
。

（
３４
）

比
附
に
つ
い
て
は
、
中
村
茂
夫
『
清
代
刑
法
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）
第
二
章
「
比
附
の
機
能
」
を
参
照
。

（
３５
）
『
宮
中

乾
隆
朝
奏
摺
』
十
六
輯
六
八
〇
頁
、
湖
廣
總
督
愛
必
達
等
奏
摺
（
乾
�
二
十
八
年
正
月
二
十
五
日
、
目
録
か
ら
は
欠
落
）。

（
３６
）
『
宮
中

咸
豐
朝
奏
摺
』
二
十
三
輯
二
四
七
頁
、
刑
部
尚
書
瑞
常
等
「
奏
為
審
明
寶
源
局
局
員
吏
役
人
等
受
財
比
例
從
重
定
擬
情
形
」（
咸
豐
九
年
十
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月
十
二
日
）。

（
３７
）

な
お
比
附
し
た
条
例
に
よ
れ
ば
返
還
後
の
刑
罰
は
徒
三
年
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
奏
摺
に
付
さ
れ
た

批
に
は
「
完
贓
後
、
均
着
發
往
新
疆
效
力

贖
罪
」
と
あ
る
た
め
、
こ
の

批
で
皇
帝
が
命
じ
て
い
る
箇
所
だ
け
は
、
徒
三
年
か
ら
外
遣
へ
の
加
重
が
確
認
で
き
る
。

（
３８
）

光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
巻
七
三
九
、
名
例
「
加
減
罪
例
」
条
、
歴
年
事
例
。

（
３９
）
『
乾
隆
朝
上
諭

』
第
二
冊
三
七
七
七
（
乾
隆
二
十
一
年
十
月
二
十
三
日
）。
若
干
の
語
句
の
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
巻
八

五
二
、
刑
律
断
獄
「
断
罪
引
律
令
」
条
、
歴
年
事
例
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
４０
）
「
凡
謀
（
或
謀
諸
心
、
或
謀
諸
人
）
殺
人
、
造
意
者
、
斬
（
監
候
）」。

（
４１
）

註
十
一
所
掲
史
料
参
照
。

（
４２
）
『
嘉
慶
道
光
両
朝
上
諭

』
四
冊
五
十
五
（
嘉
慶
四
年
正
月
十
五
日
）。
な
お
こ
の
史
料
は
、
註
四
所
掲
拙
稿
十
八
〜
二
十
頁
で
も
引
用
し
た
。

（
４３
）
「
今
該
部
不
體
朕
意
、
私
心
揣
度
、
以
為
事
經
上
發
、
若
從
輕
擬
、
恐
以
情
面
生
疑
庇
護
獲
咎
、
因
為
自
全
之
計
、
明
知
此
罪
本
輕
故
為
重
入
、
待

朕
親
裁
。
甚
至
新
犯
事
情
、
不
就
事
論
事
、
而
追
引
已
結
之
舊
案
、
文
致
重
法
。
如
此
私
心
舛
謬
、
大
不
合
理
。
…
以
後
問
理
衙
門
、
議
事
大
臣
、
問

擬
人
罪
、
務
要
詳
審
真
情
。
引
用
本
律
。
一
切
鈎
索
羅
織
、
悉
宜
痛
革
。
書
云
『
罪
疑
惟
輕
』、
所
當
深
念
。
如
情
罪
重
大
、
憲
典
具
存
、
又
不
得
借

口
故
出
、
以
致
漏
網
。」（『
世
祖
実
録
』
巻
七
十
六
、
順
治
十
年
六
月
丁
酉
）。

（
４４
）
「
刑
部
覆
台
臣

条
奏
『
査
凡
法
司
衙
門
、
毎
事
倶
照
律
例
定
罪
、
久
已
画
一
遵
行
。
其
情
罪
可
悪
与
所
定
之
罪
未
符
、
情
有
可
矜
而
律
例
内
罪
重

者
、
倶
蒙
皇
上
明
鑒
、
依
罪
改
正
相
符
。
嗣
後
有
正
条
者
、
用
《
情
罪
可
悪
》
字
様
、
深
刻
定
罪
、
応
永
行
禁
止
。
若
問
刑
之
官
、
不
引
正
条
、
仍
用

《
情
罪
可
悪
》
字
様
、
深
刻
定
罪
者
、
該
部
即
行
更
改
、
引
律
例
定
罪
、
将
深
刻
擬
罪
官
員
、
交
与
該
部
照
失
入
議
処
』、
奉
旨
『
依
議
』。」（『
定
例
成

案
合
鐫
』
巻
二
十
八
、
断
獄
「
禁
用
情
罪
可
悪
字
様
」
康
煕
三
十
九
年
六
月
）。

（
４５
）

そ
の
他
、「
承
問
各
官
審
明
定
案
、
務
須
援
引
一
定
律
例
、
若
先
引
一
例
、
復
云
「
不
便
照
此
例
治
罪
」
更
引
重
例
、
及
加
「
情
罪
可
惡
」
字
樣
、

坐
人
罪
者
、
以
故
入
人
罪
論
」
と
い
う
刑
律
「
断
罪
引
律
令
」
律
の
条
例
な
ど
も
存
在
す
る
。

（
４６
）
『
嘉
慶
道
光
両
朝
上
諭

』
八
冊
九
〇
一
（
嘉
慶
八
年
九
月
十
六
日
）。

（
４７
）
『
乾
隆
朝
上
諭

』
第
三
冊
三
三
三
（
乾
隆
二
十
二
年
十
月
十
三
日
）。

（
４８
）

寺
田
浩
明
「
清
代
刑
事
裁
判
に
お
け
る
律
例
の
役
割
・
再
考
―
―
実
定
法
の
「
非
ル
ー
ル
的
」
な
あ
り
方
に
つ
い
て
―
―
」（
大
島
立
子
編
『
宋
―

清
代
の
法
と
地
域
社
会
』
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
４９
）
『
乾
隆
朝
上
諭

』
第
九
冊
一
七
七
（
乾
隆
四
十
三
年
五
月
一
日
）。

（
５０
）

一
方
で
皇
帝
に
上
奏
し
つ
つ
、
も
う
一
方
で
現
地
に
お
い
て
死
刑
を
執
行
す
る
こ
と
は
、
皇
帝
の
死
刑
の
許
可
を
得
る
こ
と
な
く
そ
れ
に
先
立
っ
て
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執
行
す
る
こ
と
か
ら
、
史
料
上
「
先
行
正
法
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
恭
請
王
命
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。

（
５１
）
『
宮
中

乾
隆
朝
奏
摺
』
四
十
三
輯
八
十
七
頁
、「
高
晉
等
奏
報
審

鹽
城
縣
拏
獲
之
拒
捕
鹽
梟
重
犯
季
光
祖
等
事
」（
乾
隆
四
十
三
年
五
月
十
四
日
）。

（
５２
）

戸
律
「
鹽
法
」
律
、
乾
隆
三
十
二
年
条
例（『
大
清
律
例
按
語
』
巻
四
十
二
、
戸
律
課
程
「
鹽
法
」
律
、
条
例
）。

（
５３
）
「
嗣
後
盗
案
、
自
州
縣
以
及
巡
撫
、
務
令
嚴
行
究
審
、
將
法
所
難
宥
及
情
有
可
原
者
、
一
一
分
析
、
於
疏
内
開
明
、
照
律
不
分
首
從
、
定
擬
斬
決
具

題
。
大
學
士
會
同
三
法
司
、
仍
照
從
前
分
別
詳
議
、
將
應
正
法
者
正
法
、
應
發
遣
者
分
發
内
地
三
千
里
、
撥
給
驛
站
及
營
兵
差
使
。」（
光
緒
『
大
清
会

典
事
例
』
巻
七
八
五
、
刑
律
賊
盗
「
強
盗
」
律
、
雍
正
五
年
歴
年
事
例
）。

（
５４
）

皇
帝
が
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
判
断
す
る
に
際
し
て
既
存
の
刑
罰
体
系
を
重
視
し
た
こ
と
は
先
行
研
究
が
既
に
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
の
中
で
特
に
律
例
に
お
け
る
罪
名
の
細
分
化
ま
で
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
陶
安
あ
ん
ど
「
明
清
時
代
の
罪
名
例
―
―
「
情
」
と
法
的
合
理
性
―
―
」

（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』一
四
一
冊
、
二
〇
〇
一
年
）が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
５５
）
『
乾
隆
朝
上
諭

』
第
十
冊
一
三
一
一
（
乾
隆
四
十
六
年
四
月
十
八
日
）。

（
５６
）
『
嘉
慶
道
光
両
朝
上
諭

』
八
冊
一
二
二
〇
（
嘉
慶
八
年
十
二
月
二
日
）。

（
５７
）

た
だ
し
、
恭
請
王
命
や
請
旨
即
行
正
法
の
整
備
・
創
出
の
過
程
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
一
定
程
度
の
安
定
性
を
有
す
る
に
至
っ
た
後
で
も

そ
も
そ
も
の
由
来
の
た
め
、
恭
請
王
命
や
請
旨
即
行
正
法
と
従
重
と
が
併
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
前
章
で
紹
介
し
た
事
例
は
、
時
期
的
に
見
て
前
者

で
あ
ろ
う
。

（
５８
）

拙
考
「
清
末
就
地
正
法
考
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
四
五
冊
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
５９
）
『
嘉
慶
道
光
両
朝
上
諭

』
十
冊
一
一
二
四
（
嘉
慶
十
年
八
月
七
日
）。

【
付
記
】
本
稿
は
、
平
成
十
八
年
度
専
修
大
学
研
究
助
成
（
個
別
研
究
）「
清
代
刑
事
裁
判
に
お
け
る
「
従
重
」
の
実
証
的
考
察
」
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。
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