
は
じ
め
に

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重

(

�)

と
比
附
と
は
唐
代
中
国
に
お
け
る
法
欠
缺
補
充
の
た
め
の
解
釈
技
法
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
挙
重

明
軽
・
挙
軽
明
重
が
明
確
な
律
条
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
比
附
は
律
疏
に
確
認
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
両
者
の
性
格
づ
け
や
相
互
関

係
に
つ
い
て
の
研
究
は
先
学
に
よ
り
孜
々
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た

(

�)

が
、
律
疏
に
お
け
る
事
例
の
分
析
に
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ

る
。
筆
者
は
律
疏
に
お
け
る
事
例
を
初
歩
的
に
分
析
し
て
き
た

(

�)

が
、
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
考
察
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
。
本
稿
は
、

改
め
て
律
疏
に
お
け
る
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
の
事
例
と
比
附
の
事
例
と
を
検
討
し
、
両
者
の
相
互
関
係
を
解
明
し
て
再
定
義
を
行

う
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
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一

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
と
の
関
係

明
律
・
名
例
律
・
断
罪
無
正
条
条
は
、
あ
る
行
為
を
処
断
す
べ
き
と
き
、
そ
の
行
為
に
適
用
し
う
る
成
文
の
法
条
が
な
け
れ
ば
、

既
存
の
律
条
を
根
拠
と
す
る
比
附
に
よ
り
処
断
す
る
と
規
定
す
る
。

凡
そ
律
令
は
該
さ
に
載
す
れ
ど
も
、
事
理
を
尽
さ
ず
、
若
し
罪
を
断
ず
る
に
し
て
正
条
な
き
者
は
、
律
を
引
き
て
比
附
す
。
応

に
加
ふ
べ
く
、
応
に
減
ず
べ
き
は
、
罪
名
を
定
擬
し
、
刑
部
に
転
達
し
、
議
定
ま
り
て
奏
聞
す
。
若
し
輒
く
断
決
し
、
罪
に
出

入
あ
る
を
致
し
た
る
者
は
、
故
失
を
以
て
論
ず
。

こ
れ
に
相
当
す
る
唐
律
の
律
条
は
名
例
律
五
〇
条
で
あ
る
。

諸
そ
罪
を
断
ず
る
に
し
て
正
条
な
く
、
其
の
応
に
罪
を
出
だ
す
べ
き
者
は
、
則
ち
重
き
を
挙
げ
て
以
て
軽
き
を
明
ら
か
に
す
。

其
の
応
に
罪
を
入
る
る
べ
き
者
は
、
則
ち
軽
き
を
挙
げ
て
以
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
。

あ
る
行
為
を
処
断
す
べ
き
と
き
、
そ
の
行
為
に
適
用
し
う
る
成
文
の
法
条
が
な
け
れ
ば
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
に
よ
り
処
断
す
る

と
い
う
規
定
で
あ
り
、
比
附
に
よ
る
処
断
を
定
め
な
い
。｢

両
者
は
唐
律
と
明
清
律
の
間
で
ち
よ
う
ど
お
き
か
わ
っ
た
関
係
に
あ
り
、

前
者
〈
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
〉
は
明
清
律
に
現
わ
れ
ず
、
後
者
〈
比
附
〉
は
唐
律
に
現
わ
れ
な
い

(

�)｣

の
で
あ
る
。

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
両
者
を
同
視
す
る
も
の
、
両
者
を
一
応
は
区
別
す
る
が
比
附
が

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
を
包
摂
す
る
と
す
る
も
の
、
両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
も
の
、
の
三
説
に
大
別
さ
れ
る
。

両
者
を
同
視
す
る
も
の
に
は
、
名
例
律
五
〇
条
を

｢

謂
ゆ
る
援
引
比
附
を
許
す｣

明
文
と
す
る
小
野
清
一
郎
氏
、
同
じ
く
名
例
律

五
〇
条
を

｢

類
推
解
釈
の
基
本
規
定｣

と
す
る
仁
井
田
陞
氏
、｢

軽
重
相
挙
の
法
は
、
性
質
に
つ
い
て
論
ず
れ
ば
、
比
附
断
罪
に
属
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す
る｣

と
す
る
劉
俊
文
氏
の
主
張
な
ど
が
あ
る

(

�)

。

両
者
を
一
応
は
区
別
す
る
が
比
附
が
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
を
包
摂
す
る
と
す
る
も
の
に
は
、｢

挙
重
明
軽
お
よ
び
挙
軽
明
重

(

軽
重
相
挙)

は
、
論
理
解
釈
で
あ
り
、
類
推
解
釈
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
比
附
は
、
し
ば
し
ば
疏
議
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
な
か
に

は
類
推
解
釈
に
近
い
も
の
も
あ
り
、
比
附
さ
れ
た
ふ
た
つ
の
事
実
の
類
似
性
は
、｢

軽
重
相
挙｣

よ
り
も
遠
い
。
広
義
の
比
附
は
、

狭
義
の

｢

比
附｣
お
よ
び

｢

軽
重
相
挙｣

を
包
括
す
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
律
が

｢

比
附｣

を
許
す
以
上
、

｢

軽
重
相
挙｣

お
よ
び

｢
論
理
解
釈｣

は
、
必
ず
し
も

｢

比
附｣

と
強
い
て
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
も
な
い｣

と
す
る

戴
炎
輝
氏
の
主
張
な
ど
が
あ
る

(

�)

。

両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
も
の
に
は
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
を
論
理
解
釈
と
と
ら
え
て

｢

こ
の
種
の
論
理
解
釈
は
決
し
て
無
理

な
拡
張
で
は
な
く
、
そ
れ
を
法
律
中
に
明
文
で
規
定
し
て
も
、
法
律
が
無
理
な
比
附
援
引
を
許
容
し
た
と
は
い
え
な
い｣

と
す
る
蔡

�

銘
氏
、｢

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
が
い
う
な
れ
ば
定
性
的
操
作
で
あ
り
応
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
に
対
し
て
、
比
附
は
定
量
的
操

作
で
あ
っ
て
そ
の
応
用
範
囲
は
頗
る
広
い｣

と
す
る
滋
賀
秀
三
氏
、
律
疏
に
お
け
る
事
例
を

｢

論
理
上
す
べ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

｢

比
附
援
引｣

と
は
明
ら
か
に
異
な
る｣

と
す
る
黄
源
盛
氏
、｢

軽
重
相
挙
が
論
理
解
釈
に
属
す
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い｣

と
し
て
類

推
た
る
比
附
と
は
区
別
す
る
周
東
平
氏
の
主
張
な
ど
が
あ
る

(
�)

。

こ
れ
ら
の
認
識
の
当
否
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
唐
律
が
現
行
法
で
あ
っ
た
唐
宋
期
の
立
法
史
料
に
よ
る
検
証
を
試
み
る

必
要
が
あ
る
。
唐
律
に
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
と
の
関
係
を
記
す
律
条
は
な
く
、
名
例
律
五
〇
条
に
は

｢

比｣
｢

類｣

な
ど

比
附
を
示
す
字
句
は
記
さ
れ
な
い
。
他
方
、
律
疏
で
は
雑
律
六
二
条
疏
に
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
と
が
併
記
さ
れ
る
。

雑
犯
の
軽
罪
は
触
類
弘
多
、
金
科
玉
条
も
包
羅
し
て
尽
し
難
し
。
其
れ
律
に
在
り
令
に
在
り
て
正
条
あ
る
な
く
、
若
し
軽
重
相
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ひ
明
ら
か
な
ら
ず
、
文
の
以
て
比
附
す
べ
き
な
き
あ
れ
ば
、
時
に
臨
み
て
処
断
し
、
情
を
量
り
て
罪
と
為
せ
ば
、
遺
闕
を
補
ふ

に
庶
し
。

律
令
に
直
接
処
罰
を
規
定
す
る
正
文
の
な
い
悪
行
を
処
断
す
べ
き
と
き
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
の
根
拠
と
な
る
条
項
も
比
附
の
根

拠
と
な
る
条
項
も
な
い
場
合
に
は
、
雑
律
六
二
条

｢

諸
そ
応
に
為
す
を
得
べ
か
ら
ず
し
て
之
を
為
し
た
る
者
は
笞
四
十

[

律
令
に
条

な
く
、
理
に
為
す
べ
か
ら
ざ
る
者
を
謂
ふ]

。
事
理
重
き
者
は
杖
八
十｣

を
適
用
す
る
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
律
疏
の
成
立
時
に

は
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
と
の
区
別
は
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

(

�)

。

開
成
格

(

開
成
四
年
・
八
三
九
。『

宋
刑
統』

巻
三
〇
、
断
獄
律
、
断
罪
引
律
令
格
式

[

応
言
上
待
報]

、
断
獄
律
一
八
条
附
載)

は
、
比
附
が
断
罪
の
技
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
実
に
示
す
唐
代
以
降
で
最
初
の
法
条
で
あ
る
。

大
理
寺
の
断
獄
、
及
び
刑
部
の
詳
覆
に
、
其
れ
疑
似
あ
り
て
、
比
附
に
て
も
決
す
る
能
は
ざ
る
者
は
、
即
ち
須
ら
く
程
限
の
内

に
於
い
て
並
び
に
事
理
を
具
し
、
都
省
に
牒
送
す
べ
し
。
大
理
寺
の
本
と
断
じ
た
る
習
官
、
刑
部
の
本
と
覆
し
た
る
郎
官
は
、

各
�
法
直
を
将
ゐ
、
都
省
に
就
き
て
十
日
内
に
辯
定
し
断
結
す
。
其
れ
引
証
分
明
に
し
て
、
典
則
と
為
す
に
堪
ふ
る
者
あ
れ
ば
、

便
ち
録
し
て
奏
聞
し
、
編
し
て
常
式
と
為
す
。

後
唐
長
興
二
年

(

九
三
一)

八
月
一
一
日
勅
節
文

(『

宋
刑
統』

巻
三
〇
、
断
獄
律
、
断
罪
引
律
令
格
式

[

応
言
上
待
報]

、
断
獄
律

一
八
条
附
載)

も
、
律
・
格
・
格
後
勅
に
既
存
の
正
条
が
な
い
行
為
に
罪
名
を
擬
定
す
る
技
法
と
し
て
比
附
を
明
記
す
る
。

今
後
凡
そ
刑
獄
あ
れ
ば
、
宜
し
く
犯
す
所
の
罪
名
に
拠
る
べ
く
、
須
ら
く
具
さ
に
律
令
格
式
の
色
を
逐
ひ
正
文
あ
り
や
な
し
や

を
引
く
べ
し
。
然
る
後
に
後
勅
を
検
詳
し
、
是
れ
名
目
・
条
件
の
同
じ
き
を
須
ち
、
即
ち
後
勅
を
以
て
罪
を
定
む
。
後
勅
の
内

に
正
条
な
け
れ
ば
、
即
ち
格
文
を
以
て
罪
を
定
む
。
格
の
内
に
又
た
正
条
な
け
れ
ば
、
即
ち
律
文
を
以
て
罪
を
定
む
。
律
格
及

法と政治 70 巻 1 号 (2019 年 5 月)

論

説

695

四



び
後
勅
の
内
に
並
び
に
正
条
な
け
れ
ば
、
即
ち
比
附
し
て
刑
を
定
む
る
も
、
亦
た
先
ず
後
勅
よ
り
比
を
為
す
。
事
、
実
に
し
て

疑
ひ
な
け
れ
ば
、
方
め
て
罪
を
定
む
る
を
得
。
慮
り
て
中
ら
ざ
る
を
恐
る
れ
ば
、
録
奏
し
て
裁
を
取
る
。

こ
れ
ら
の
法
条
に
は
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
が
記
さ
れ
な
い
の
で
、
処
罰
の
根
拠
と
な
る
法
条
の
欠
缺
へ
の
対
処
法
は
比
附
だ
け
と

な
っ
て
い
た
と
も
解
し
う
る
が
、
名
例
律
五
〇
条
を
当
然
の
存
在
と
し
て
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
と
が
併
用
さ
れ
つ
づ
け
て

い
た
と
も
解
し
う
る
。

北
宋
で
は
煕
寧
編
勅

(
煕
寧
六
年
・
一
〇
七
三)

ま
で
に
比
附
を
明
記
す
る
勅
条
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
朋
九
万

『

東
坡

烏
台
詩
案』

御
史
台
根
勘
結
按
状
か
ら
確
認
さ
れ
る

(

�)

。

勅
に
准
ず
る
に
。
比
附
し
て
刑
を
定
む
る
に
、
慮
り
て
中
ら
ざ
る
を
恐
る
る
者
は
、
奏
裁
。

さ
ら
に
南
宋
で
は
慶
元
断
獄
勅

(

慶
元
四
年
・
一
一
九
八
。『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
三
、
刑
獄
門
三
、
検
断)

に
比
附
の
明
記
が

確
認
さ
れ
る

(

�)

。

諸
そ
罪
を
断
ず
る
に
正
条
な
き
者
は
、
比
附
し
て
刑
を
定
む
。
中
ら
ざ
る
こ
と
を
慮
る
者
は
奏
裁
。

こ
れ
ら
宋
代
の
勅
条
が
後
唐
長
興
二
年
勅
に
起
源
を
有
す
る
こ
と
は
、
そ
の
文
言
に
照
ら
し
て
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
慶
元

名
例
勅

(『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
三
、
刑
獄
門
三
、
検
断)
は
勅
条
と
律
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

諸
そ
勅
令
に
例
な
き
者
は
、
律
に
従
ふ

[

謂
ふ
こ
こ
ろ
、
血
を
見
る
を
傷
と
為
す
、
強
て
し
た
る
者
は
貳
等
を
加
ふ
、
加
ふ
者

は
加
へ
て
死
に
入
ら
ず
の
類
の
如
し]

。
律
に
例
な
く
、
及
び
例
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
、
勅
令
に
従
ふ
。

勅
条
に
規
定
の
な
い
事
項
に
は
律
条
の
規
定
を
適
用
す
る
が
、
律
条
に
規
定
の
な
い
事
項
に
は
勅
条
を
適
用
し
、
律
条
の
規
定
と
勅

条
の
規
定
と
が
牴
触
す
る
事
項
に
は
勅
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
て
、
勅
条
の
律
条
に
対
す
る
優
越
を
定
め
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

法と政治 70 巻 1 号 (2019 年 5 月)

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附

694

五



断
罪
の
際
に
正
条
が
な
い
場
合
の
比
附
に
よ
る
定
刑
を
規
定
す
る
断
獄
勅
は
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
に
よ
る
定
刑
を
規
定
す
る
名

例
律
五
〇
条
に
優
越
す
る
と
も
解
し
う
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
格
後
勅
の
格
条
、
格
条
の
律
条
に
対
す
る
優
越
を
定
め
る
後
唐
長
興

二
年
勅
と
相
俟
っ
て
、
遅
く
と
も
煕
寧
編
勅
の
頒
行
ま
で
に
は
名
例
律
五
〇
条
は
効
力
を
失
い
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
は
そ
の
役

目
を
終
え
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
紹
興
六
年

(

一
一
三
六)

八
月
一
八
日
刑
部
員
外
郎
周
三
畏
言

(『

宋
会
要
輯
稿』

一
六
四
冊
、
刑
法
一
之
三
七)

は
、
法
に
規
定
の
な
い
行
為
を
処
断
す
る
手
段
と
し
て
、
律
条
の
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
の
規
定
と

勅
条
の
比
附
の
規
定
と
を
併
記
す
る
。

刑
部
員
外
郎
周
三
畏
言
へ
ら
く
。
国
家
昨
に
承
平
日
�
久
し
く
、
事
に
因
り
て
増
剏
す
る
を
以
て
、
遂
に
一
司
一
路
一
州
一
県
、

海
行
の
勅
令
格
式
あ
り
て
、
律
法
刑
統
と
兼
行
す
。
已
に
是
れ
詳
尽
た
る
も
、
又
た
或
は
法
の
載
せ
ざ
る
所
は
、
則
ち
律
に
挙

明
議
罪
の
文
あ
り
て
、
勅
に
比
附
定
刑
の
制
あ
り
。
繊
悉
に
し
て
備
さ
に
具
は
る
と
謂
ふ
べ
し
。
乞
ふ
ら
く
は
、
今
よ
り
朝
廷

の
事
に
因
り
て
修
立
せ
る
一
時
の
指
揮
を
除
く
の
外
、
自
餘
の
一
切
は
悉
く
見
行
の
成
憲
に
遵
は
ん
こ
と
を
、
と
。
之
に
従
ふ
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
南
宋
初
に
は
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
と
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る

(

�)

。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
で
は
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
と
の
関
係
に
つ
い
て
明
確
な
判
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
改
め

て
律
疏
に
お
け
る
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
の
事
例
と
比
附
の
事
例
と
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
、
両
者
の
関
係
を
と
ら
え
な
お
し
て
ゆ

く
必
要
が
あ
る
。

二

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
の
理
解

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
が
ど
の
よ
う
な
解
釈
技
法
の
種
別
に
属
す
る
か
と
い
う
主
張
は
、
周
東
平
氏
に
よ
り
、
類
推
、
法
官
に
よ
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る
法
創
造
、
当
然
解
釈
、
拡
張
解
釈
、
の
四
説
に
ま
と
め
ら
れ
る

(

�)

。
そ
の
要
点
は
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
は
類
推
で
あ
る
か
否
か
、

類
推
で
な
け
れ
ば
い
か
な
る
解
釈
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

類
推
と
す
る
説
は
、
名
例
律
五
〇
条
を

｢

類
推
解
釈
の
基
本
規
定｣

と
す
る
仁
井
田
陞
氏
の
主
張
を
起
点
と
す
る
。｢

軽
重
相
挙

の
法
は
、
性
質
に
つ
い
て
論
ず
れ
ば
、
比
附
断
罪
に
属
す
る
。
比
附
断
罪
と
は
、
罪
人
の
犯
行
に
適
用
す
る
律
の
正
条
の
な
い
と
き

に
、
類
似
の
律
条
に
な
ぞ
ら
え
、
あ
る
い
は
既
往
の
判
例
に
な
ぞ
ら
え
て
処
断
す
る
も
の
で
あ
る｣

と
す
る
劉
俊
文
氏
、
名
例
律
五

〇
条
疏
の
挙
例
に
つ
い
て

｢

こ
の
よ
う
な
類
推
は
、
唐
律
の
条
文
の
含
意
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い｣

と
す
る
兪
栄
根
氏
の
主
張
な

ど
も
こ
れ
に
属
す
る

(

�)

。

類
推
で
は
な
い
と
す
る
説
は
、｢
挙
重
明
軽
お
よ
び
挙
軽
明
重

(

軽
重
相
挙)

は
論
理
解
釈
で
あ
り
、
類
推
解
釈
で
は
な
い｣

と

す
る
戴
炎
輝
氏
の
主
張
を
起
点
と
す
る
。
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
に
つ
い
て

｢

こ
の
種
の
論
理
解
釈
は
決
し
て
無
理
な
拡
張
で
は
な

く
、
そ
れ
を
法
律
中
に
明
文
で
規
定
し
て
も
、
法
律
が
無
理
な
比
附
援
引
を
許
容
し
た
と
は
い
え
な
い｣

と
す
る
蔡�

銘
氏
の
主
張

も
こ
れ
に
属
す
る
。
滋
賀
秀
三
氏
は

｢

厳
密
に
言
え
ば
確
か
に
法
の
拡
張
解
釈
に
な
る
け
れ
ど
も
、
何
を
も
っ
て

�同
じ
類
型
に
属

す
る
�
犯
行
と
見
る
か
の
判
断
さ
え
常
軌
を
逸
し
な
い
な
ら
ば
、
至
極
当
然
の
結
論
を
裁
量
の
余
地
な
く
導
出
す
性
質
の
も
の
で
あ
っ

て
、
客
観
性
の
高
い

そ
れ
だ
け
に
ま
た
応
用
さ
れ
る
範
囲
の
限
ら
れ
た

一
つ
の
法
運
用
上
の
技
術
で
あ
る｣

と
し
て
、
拡

張
解
釈
と
し
つ
つ
も
、
当
然
解
釈
の
側
面
を
強
調
す
る
。
黄
源
盛
氏
は
、
律
疏
の
事
例
で
は

｢

お
お
む
ね
明
確
な
律
文
が
軽
重
比
擬

の
根
拠
と
な
っ
て
い
る｣

こ
と
か
ら

｢

そ
の
過
程
を
見
れ
ば
、
論
理
的
な
推
理
や
条
理
に
も
と
づ
い
て
論
証
し
、
こ
の
比
擬
の
過
程

で
犯
罪
行
為
と
律
文
と
の
間
を
明
ら
か
に
関
係
づ
け
、
司
法
解
釈
の
作
用
に
よ
っ
て

｢

当
然｣

の
結
果
を
生
じ
て
い
る
。
簡
単
に
い

う
と
、
当
然
解
釈
と
は
、
あ
る
事
実
に
つ
い
て
、
あ
る
法
条
の
規
定
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
事
物
の
本
質
的
な
道
理
に
照
ら
し
て
、
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当
該
条
文
に
包
括
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
認
め
る
解
釈
で
あ
る｣

と
主
張
し
て
当
然
解
釈
と
す
る

(

�)

。

他
方
、
小
野
清
一
郎
氏
は
名
例
律
五
〇
条
疏
の
挙
重
明
軽
の
挙
例
を

｢

勿
論
解
釈｣

｢

類
推
に
依
る
準
用｣

、
挙
軽
明
重
の
挙
例
を

｢

決
し
て
無
理
な
拡
張
で
は
な
く
、
寧
ろ
明
文
は
な
い
に
し
て
も
法
律
の
内
面
的
論
理
と
し
て
極
め
て
当
然
な
解
釈
論
的
展
開｣

と

し
て
明
確
な
種
別
分
け
を
し
な
い
。
さ
ら
に
周
東
平
氏
は

｢

軽
重
相
挙
は
伝
統
的
な
法
運
用
の
技
術
で
あ
り
、
罰
則
を
発
見
し
論
証

す
る
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
代
の
法
理
論
や
法
解
釈
学
の
術
語
の
間
に
は
、
自
然
的
に
一
対
一
で
対
応
す
る
関
係
を
も
た
な
い｣

と
し
た
う
え
で

｢

軽
重
相
挙
は
論
理
解
釈
の
範
疇
に
属
し
、
主
と
し
て
当
然
解
釈
の
属
性
を
有
す
る
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

と
き
に
は
拡
張
解
釈
の
属
性
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
も
あ
る
と
し
か
い
え
な
い｣

と
主
張
す
る

(

�)

。
周
東
平
氏
が
い
う
よ
う
に
、
挙
重
明

軽
・
挙
軽
明
重
を
近
代
西
欧
的
な
解
釈
技
法
の
種
別
に
あ
て
は
め
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
技
法
や
目
的
を
史
料
に

即
し
て
理
解
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
の
技
法
や
目
的
に
関
し
て
、
小
野
清
一
郎
氏
は
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
を
ま
と
め
て

｢

道
義
意
識
及
び
法

律
の
精
神
よ
り
見
て
処
罰
を
必
要
と
す
る
に
拘
ら
ず
、
こ
れ
に
該
当
す
る
明
文
の
存
在
し
な
い
場
合
…
…
に
は
他
の
明
文
の
存
す
る

場
合
に
比
照
し
て
其
よ
り
重
き
も
の
は
処
罰
し
、
其
よ
り
軽
き
も
の
は
処
罰
し
な
い｣

と
す
る
。
仁
井
田
陞
氏
は
挙
重
明
軽
に
つ
い

て

｢

法
律
に
犯
罪
と
は
な
ら
ぬ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
行
為
よ
り
軽
い
行
為
は
罪
と
は
な
ら
な
い｣

、
挙
軽
明
重
に
つ
い
て

｢

犯
罪
と

な
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
行
為
よ
り
重
い
行
為
は
犯
罪
と
な
る｣
と
述
べ
る
。
戴
炎
輝
氏
は
挙
重
明
軽
に
つ
い
て

｢

お
よ
そ
被
告
人

に
有
利
な
こ
と
は
、
法
文
が
重
い
場
合
だ
け
を
言
い
軽
い
場
合
に
言
及
し
な
く
て
も
、
な
お
論
理
解
釈
に
よ
り
、
罪
を
出
だ
す

(

罰

し
な
い
か
軽
く
罰
す
る
規
定
に
従
う)

べ
き
で
あ
る｣

、
挙
軽
明
重
に
つ
い
て

｢

お
よ
そ
被
告
に
不
利
な
こ
と
は
、
法
文
が
軽
い
場

合
だ
け
を
言
い
重
い
場
合
に
言
及
し
な
く
て
も
、
ま
た
論
理
解
釈
に
よ
り
、
罪
を
入
れ
る

(

罰
す
る
か
重
く
罰
す
る
規
定
に
従
う)
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べ
き
で
あ
る｣

と
述
べ
る
。
蔡�

銘
氏
は
挙
軽
明
重
に
つ
い
て

｢

そ
の
他
の
明
文
が
設
け
ら
れ
た
情
状
に
照
ら
し
て
、
よ
り
軽
い
も

の
が
処
罰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
重
い
も
の
は
処
罰
す
べ
き
で
あ
る｣

、
挙
重
明
軽
に
つ
い
て

｢

法
律
が
重
い
も
の

に
対
し
て
減
免
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
軽
い
も
の
に
対
し
て
は
論
ず
る
遑
は
な
い｣

と
述
べ
る
。
滋
賀
秀
三
氏
は
挙
重
明
軽

を

｢

程
度
の
重
い
犯
行
に
つ
い
て

(

或
る
条
件
の
下
で
は)

刑
を
減
免
す
る
規
定
が
あ
れ
ば
、
同
じ
類
型
に
属
す
る
程
度
の
軽
い
犯

行
に
つ
い
て
は
、
明
文
が
な
く
と
も
、(

同
じ
条
件
の
下
で)

同
じ
減
免
規
定
を
適
用
す
る｣

、
挙
軽
明
重
を

｢

程
度
の
軽
い
犯
行
に

つ
い
て
処
罰
が
規
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
同
じ
類
型
に
属
す
る
程
度
の
重
い
犯
行
に
つ
い
て
は
、
明
文
が
な
く
と
も
、
同
じ
処
罰

規
定
を
適
用
す
る｣

原
理
と
す
る
。
劉
俊
文
氏
は
挙
重
明
軽
を

｢

罪
人
の
犯
行
に
律
条
の
正
文
が
な
い
と
き
、
処
罰
を
し
な
い
、
あ

る
い
は
軽
く
処
罰
す
べ
き
で
あ
れ
ば
、
類
似
の
重
罪
の
律
条
を
援
引
し
比
較
し
て
処
断
す
る｣

、
挙
軽
明
重
を

｢

処
罰
す
る
、
あ
る

い
は
重
く
処
罰
す
べ
き
で
あ
れ
ば
、
類
似
の
軽
罪
の
律
条
を
援
引
し
比
較
し
て
処
断
す
る｣

こ
と
と
す
る
。
黄
源
盛
氏
は
挙
重
明
軽

に
つ
い
て

｢

審
理
中
の
事
案
に
対
し
て
、
律
に
明
文
は
な
い
が
、｢

罪
を
出
だ
す｣

判
決
を
下
し
た
い
と
き
は
、
よ
り
重
い
罪
刑
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
律
文
中
に
規
定
さ
れ
る
よ
り
重
い
情
状
で
さ
え
罪
に
入
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
状
の
よ

り
軽
い
行
為
の
罪
を
出
だ
す
処
断
が
正
し
い
こ
と
を
証
明
す
る
の
で
あ
る｣

、
挙
軽
明
重
に
つ
い
て

｢

処
理
中
の
事
案
に
つ
い
て
、

法
に
明
文
は
な
い
が

｢

罪
を
入
る
る｣

判
決
を
下
す
の
で
あ
れ
ば
、
性
質
を
同
じ
く
す
る
よ
り
軽
い
罪
刑
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
る
。
律
文
中
に
規
定
さ
れ
る
軽
い
情
状
で
さ
え
罪
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
状
の
よ
り
重
い
行
為
を
罪
に
入
れ
る
処
断

が
当
然
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
の
で
あ
る｣

と
述
べ
る

(

�)

。

こ
れ
ら
の
理
解
は
、
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
、
名
例
律
五
〇
条

｢

罪
を
断
ず
る
に
し
て
正
条
な
く
、
其
の
応
に
罪
を
出
だ
す
べ
き
者

は
、
則
ち
重
き
を
挙
げ
て
以
て
軽
き
を
明
ら
か
に
す
。
其
の
応
に
罪
を
入
る
る
べ
き
者
は
、
則
ち
軽
き
を
挙
げ
て
以
て
重
き
を
明
ら
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か
に
す｣

を
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
こ
れ
ら
を
ま
と
め
れ
ば
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
は

｢

既
存
の
法
条
が
刑
名
を

定
め
な
い
甲
行
為
を
処
断
す
べ
き
と
き
、
法
欠
缺
の
補
充
を
目
的
と
し
て
、
甲
行
為
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
乙
行
為
と
甲
行
為

と
の
軽
重
を
比
較
し
た
う
え
で
、
乙
行
為
を
処
断
す
る
法
条
の
刑
名
を
甲
行
為
に
援
用
す
る
技
法｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
の
事
例

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
に
対
す
る
理
解
の
妥
当
性
は
史
料
に
即
し
て
検
証
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
名
例
律
五
〇
条

疏
が
例
示
す
る
事
例
に
加
え
て
、
律
疏
の
字
句
が
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
で
あ
る
こ
と
を
示
す
事
例
、
な
ら
び
に
先
学
に
よ
り
挙
重

明
軽
・
挙
軽
明
重
と
さ
れ
る
事
例
を
扱
う

(

�)

。
(

Ａ)

挙
重
明
軽
の
事
例

【
事
例
１
】
名
例
律
五
〇
条
疏：

賊
盗
律
二
二
条

罪
を
断
ず
る
に
正
条
な
き
者
と
は
、
一
部
律
内
に
、
犯
す
も
罪
名
な
き
な
り
。
其
の
応
に
罪
を
出
だ
す
べ
き
者
と
は
、
賊
盗
律

に
依
る
に
、
夜
、
故
な
く
人
の
家
に
入
り
、
主
人
、
登
時
に
殺
し
た
る
者
は
論
ず
る
な
し
、
と
。
假
有
へ
ば
折
傷
し
た
れ
ば
、

灼
然
と
し
て
坐
せ
ず
。

名
例
律
五
〇
条
疏
が
例
示
す
る
挙
重
明
軽
の
事
例
は
ふ
た
つ
あ
る
。
第
一
の
事
例
は
、
賊
盗
律
二
二
条

｢

諸
そ
夜
、
故
な
く
人
の

家
に
入
り
た
る
者
は
笞
四
十
。
主
人
、
登
時
に
殺
し
た
る
者
は
論
ず
る
な
し｣
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
賊
盗
律
二
二
条
は
、
正
当

な
理
由
の
な
い
夜
間
の
住
居
へ
の
侵
入
者
に
対
し
て
そ
の
住
居
の
居
住
者
が
行
っ
た
即
時
の
反
撃
に
よ
る
殺
害
を
罪
と
し
な
い
と
す
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る
が
、
即
時
の
反
撃
に
よ
る
折
傷

(

�)

に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。
闘
訟
律
五
条

｢

諸
そ
闘
殴
し
て
人
を
殺
し
た
る
者
は
絞
。
刃
を
以
て

し
、
及
び
故
ら
に
人
を
殺
し
た
る
者
は
斬
。
…
…
闘
に
因
ら
ず
、
故
ら
に
人
を
殴
傷
し
た
る
者
は
、
闘
殴
傷
の
罪
に
一
等
を
加
ふ｣

は
、
殺
傷
の
故
意
の
な
い
闘
殴
に
よ
る
人
の
殺
害
を
絞
、
凶
器
が
刃
物
で
あ
れ
ば
斬
と
す
る
。
闘
殴
に
よ
る
折
傷
は
闘
訟
律
二
条

｢

諸
そ
人
を
闘
殴
し
て
、
歯
を
折
り
、
耳
鼻
を
毀
缺
し
、
一
目
を
眇
と
し
、
及
び
手
足
の
指
を
折
り

[

眇
と
は
、
其
の
明
を
虧
損
し

て
猶
ほ
物
を
見
る
を
謂
ふ]

、
若
し
く
は
骨
を
破
り
、
及
び
湯
火
も
て
人
を
傷
つ
け
た
る
者
は
徒
一
年
。
二
歯
・
二
指
以
上
を
折
り
、

及
び
髪
を
�
り
た
る
者
は
徒
一
年
半｣

に
よ
り
徒
一
年
と
さ
れ
る
。
闘
殺
と
闘
殴
折
傷
と
の
間
に
は
闘
殴
の
結
果
で
あ
る
こ
と
で
近

似
性
が
存
す
る
。
結
果
と
刑
名
か
ら
み
て
、
殺
害
は
重
事
で
あ
り
、
折
傷
は
軽
事
で
あ
る
。
夜
間
の
侵
入
者
へ
の
即
時
の
反
撃
に
よ

る
こ
と
を
理
由
に
賊
盗
律
二
二
条
が
殺
害
と
い
う
重
事
を
罪
と
し
な
い
か
ら
に
は
、
折
傷
と
い
う
軽
事
は
規
定
が
な
く
て
も
罪
と
し

な
い

(

�)

。

【
事
例
２
】
名
例
律
五
〇
条
疏：

賊
盗
律
四
〇
条

又
た
条
に
、�

麻
以
上
の
財
物
を
盗
み
た
れ
ば
、
節
級
し
て
凡
盗
の
罪
よ
り
減
ず
、
と
。
若
し
詐
欺
及
び
坐
贓
の
類
を
犯
し
た

れ
ば
、
律
に
在
り
て
減
ず
る
の
文
な
き
と
雖
も
、
盗
罪
も
尚
ほ
科
を
減
ず
る
を
得
れ
ば
、
餘
犯
は
明
ら
け
し
、
減
ず
る
の
法
に

従
ふ
は
。
此
れ
並
び
に
、
重
き
を
挙
げ
て
軽
き
を
明
ら
か
に
す
る
の
類
な
り
。

名
例
律
五
〇
条
疏
が
例
示
す
る
挙
重
明
軽
の
第
二
の
事
例
は
、
賊
盗
律
四
〇
条

｢

諸
そ�

麻
・
小
功
親
の
財
物
を
盗
み
た
る
者
は
、

凡
人
よ
り
一
等
を
減
ず
。
大
功
は
二
等
を
減
ず
。
期
親
は
三
等
を
減
ず
。
殺
傷
し
た
る
者
は
、
各
�
本
殺
傷
に
依
り
て
論
ず

[

此
れ
、

盗
に
因
り
て
誤
殺
し
た
る
者
を
謂
ふ
。
若
し
規
求
す
る
所
あ
り
て
、
故
ら
に
期
以
下
の
卑
幼
を
殺
し
た
る
者
は
絞
。
餘
条
は
此
に
準
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ず]｣

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
賊
盗
律
四
〇
条
は
、�

麻
親
・
小
功
親
の
財
物
の
盗
取
す
な
わ
ち
殺
傷
の
な
い
強
盗
と
窃
盗
を
親

属
関
係
の
な
い
凡
人
間
の
財
物
の
盗
取
か
ら
一
等
減
、
大
功
親
の
財
物
の
盗
取
を
二
等
減
、
期
親
の
財
物
の
盗
取
を
三
等
減
と
す
る

が
、
こ
れ
ら
親
属
間
の
詐
欺
・
坐
贓
の
減
等
に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。
賊
盗
律
三
四
条

｢

諸
そ
強
盗
、
財
を
得
ざ
れ
ば
徒
二
年
。

一
尺
は
徒
三
年
。
二
疋
ご
と
に
一
等
を
加
ふ
。
十
疋
、
及
び
人
を
傷
つ
け
た
る
者
は
絞
。
人
を
殺
し
た
る
者
は
斬

[

奴
婢
を
殺
傷
し

た
る
も
亦
た
同
じ
。
財
主
に
非
ざ
る
と
雖
も
、
但
そ
盗
に
因
り
て
殺
傷
し
た
れ
ば
、
皆
な
是
な
り]｣

は
、
凡
人
間
の
殺
傷
の
な
い

強
盗
を
徒
二
年
か
ら
絞
、
賊
盗
律
三
五
条

｢

諸
そ
窃
盗
、
財
を
得
ざ
れ
ば
笞
五
十
。
一
尺
は
杖
六
十
。
一
疋
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、

五
疋
は
徒
一
年
。
五
疋
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、
五
十
疋
は
加
役
流｣

は
、
凡
人
間
の
窃
盗
を
笞
五
十
か
ら
加
役
流
と
す
る
。
詐
偽
律

一
二
条

｢

諸
そ
官
私
を
詐
欺
し
、
以
て
財
物
を
取
り
た
る
者
は
、
盗
に
準
じ
て
論
ず｣

は
詐
欺
を
笞
五
十
か
ら
流
三
千
里

(

�)

、
雑
律
一

条

｢

諸
そ
坐
贓
も
て
罪
を
致
し
た
る
者
は
、
一
尺
は
笞
二
十
。
一
疋
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、
十
疋
は
徒
一
年
。
十
疋
ご
と
に
一
等
を

加
へ
、
罪
は
徒
三
年
に
止
む
。
与
へ
た
る
者
は
五
等
を
減
ず｣

は
坐
贓
を
笞
二
十
か
ら
徒
三
年
と
す
る
。
盗
取
と
詐
欺
・
坐
贓
と
の

間
に
は
贓
罪
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る

(
�)

。
刑
の
上
限
か
ら
み
て
、
盗
取
は
重
事
で
あ
り
、
詐
欺
・
坐
贓
は
軽
事
で
あ
る
。
親

属
の
財
物
の
領
得
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
賊
盗
律
四
〇
条
が
盗
取
と
い
う
重
事
を
減
等
す
る
か
ら
に
は
、
詐
欺
・
坐
贓
と
い
う
軽
事

は
規
定
が
な
く
て
も
減
等
す
る

(

�)

。

【
事
例
３
】
闘
訟
律
四
六
条
疏

子
孫
、
外
孫
、
子
孫
の
婦
・
妾
を
誣
告
し
た
る
者
と
は
、
曾
玄
の
婦
・
妾
も
亦
た
同
じ
。
及
び
己
の
妾
た
る
者
は
、
各
�
論
ず

る
な
し
。
其
の
告
し
て
実
を
得
る
あ
り
た
る
者
も
、
亦
た
坐
せ
ず
。
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戴
炎
輝
、
黄
源
盛
の
両
氏
に
よ
り
挙
重
明
軽
と
さ
れ
る
。
闘
訟
律
四
一
条

｢

諸
そ
人
を
誣
告
し
た
る
者
は
各
�
反
坐
す｣

は
、
凡

人
間
の
誣
告
を
告
言
し
た
罪
に
相
当
す
る
罪
と
し
、
凡
人
間
の
実
告
を
罪
と
し
な
い
。
卑
幼
の
罪
の
告
言
に
関
す
る
闘
訟
律
四
六
条

｢

諸
そ�
麻
・
小
功
の
卑
幼
を
告
し
た
れ
ば
、
実
を
得
た
る
と
雖
も
杖
八
十
。
大
功
以
上
は
遞
�
一
等
を
減
ず
。
誣
告
の
重
き
者
は
、

期
親
は
誣
す
る
所
の
罪
よ
り
二
等
を
減
じ
、
大
功
は
一
等
を
減
ず
。
小
功
以
下
は
凡
人
を
以
て
論
ず
。
即
し
子
孫
、
外
孫
、
子
孫
の

婦
・
妾
、
及
び
己
の
妾
を
誣
告
し
た
る
者
は
、
各
�
論
ず
る
な
し｣

は
、
子
孫
、
外
孫
、
子
孫
の
婦
・
妾
、
お
よ
び
自
己
の
妾
の
誣

告
を
罪
と
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
者
の
実
告
に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。
曾
孫
・
玄
孫
の
婦
・
妾
の
誣
告
は
、
名
例
律
五
二
条

｢

孫

と
称
す
る
者
は
曾
玄
も
同
じ｣
に
よ
り
罪
と
な
ら
な
い
。
誣
告
と
実
告
と
の
間
に
は
告
言
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
闘
訟

律
四
一
条
が
凡
人
間
の
誣
告
を
罪
と
し
て
実
告
を
罪
と
し
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
誣
告
は
重
事
で
あ
り
、
実
告
は
軽
事
で
あ
る
。
子

孫
、
外
孫
、
子
孫
の
婦
・
妾
、
自
己
の
妾
、
な
ら
び
に
曾
孫
・
玄
孫
の
婦
・
妾
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
闘
訟
律
四
六

条
と
名
例
律
五
二
条
が
誣
告
と
い
う
重
事
を
罪
と
し
な
い
か
ら
に
は
、
実
告
と
い
う
軽
事
は
規
定
が
な
く
て
も
罪
と
し
な
い

(

�)

。

【
事
例
４
】
名
例
律
三
〇
条
問
答
第
三

又
た
問
ふ
。
既
に
、
人
を
傷
つ
け
た
る
は
収
贖
す
、
と
称
し
た
れ
ば
、
即
ち
傷
つ
け
ざ
る
者
は
罪
な
き
に
似
た
り
。
若
し
他
人

の
部
曲
・
奴
婢
を
殴
殺
す
る
…
…
あ
り
た
れ
ば
、
若
為
に
科
断
せ
ん
。

答
へ
て
曰
く
。
奴
婢
は
賤
隷
た
れ
ば
、
唯
だ
盗
せ
ら
る
る
の
家
に
於
い
て
人
と
称
す
る
の
み
。
自
外
の
諸
条
の
殺
傷
は
、
良
人

の
限
に
同
じ
か
ら
ず
。
若
し
老
小
篤
疾
た
れ
ば
、
律
は
哀
矜
を
許
し
、
雑
犯
の
死
刑
は
並
び
に
科
罪
せ
ず
、
人
を
傷
つ
け
、
及

び
盗
み
た
る
は
倶
に
贖
刑
に
入
る
。
例
に
云
ふ
、
一
家
の
三
人
を
殺
し
た
る
は
不
道
と
為
す
、
と
。
注
に
云
ふ
、
部
曲
・
奴
婢
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を
殺
し
た
る
者
は
非
な
り
、
と
。
即
ち
験
ら
け
し
、
奴
婢
は
良
人
の
限
に
同
じ
か
ら
ざ
る
は
。
唯
だ
盗
に
因
り
て
傷
殺
し
た
れ

ば
、
亦
た
良
人
と
同
じ
。
其
の
応
に
罪
を
出
だ
す
べ
き
者
は
、
重
き
を
挙
げ
て
以
て
軽
き
を
明
ら
か
に
す
。
雑
犯
の
死
刑
も
尚

ほ
罪
を
論
ぜ
ず
。
部
曲
・
奴
婢
を
殺
傷
し
た
る
も
、
明
ら
け
し
、
亦
た
論
ぜ
ざ
る
は
。

名
例
律
五
〇
条
の
引
用
が
挙
重
明
軽
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
名
例
律
六
条
不
道

｢

五
に
曰
く
不
道

[

一
家
の
死
罪
に
非
ざ
る
三
人

を
殺
し
、
及
び
人
を
支
解
し
、
蠱
毒
を
造
畜
し
、
厭
魅
し
た
る
を
謂
ふ]｣

は
、
一
家
に
属
す
る
死
罪
に
あ
た
ら
な
い
三
人
以
上
の

殺
害
で
あ
る
殺
一
家
三
人
を
十
悪
第
五
の
不
道
に
入
れ
る
。
賊
盗
律
一
二
条

｢

諸
そ
一
家
の
死
罪
に
非
ざ
る
三
人
を
殺
し

[

籍
を
同

じ
く
し
、
及
び
期
親
は
一
家
と
為
す
。
…
…
奴
婢
・
部
曲
は
非
な
り]

、
及
び
人
を
支
解
し
た
る
者
は
、
皆
な
斬｣

が
殺
一
家
三
人

の

｢

三
人｣

に
部
曲
・
奴
婢
を
含
ま
な
い
よ
う
に
、
律
は
原
則
と
し
て

｢

人｣

に
部
曲
・
奴
婢
を
含
ま
な
い
。
賊
盗
律
三
四
条

(

【
事
例
２
】
所
掲)

が
強
盗
の
被
害
家
で
殺
傷
さ
れ
た

｢

人｣

に
奴
婢
を
含
む
の
は
例
外
で
あ
る
。
闘
訟
律
五
条

(

【
事
例
１
】
所

掲)

が
絞
ま
た
は
斬
と
す
る
闘
殺
の
客
体
で
あ
る

｢

人｣

も
部
曲
・
奴
婢
を
含
ま
な
い
。
八
〇
歳
以
上
、
一
〇
歳
以
下
、
な
ら
び
に

重
度
の
障
碍
者
で
あ
る
老
小
篤
疾
の
行
為
を
、
謀
反
・
謀
大
逆
・
殺
人
の
死
罪
を
上
請
と
し
、
盗
犯
お
よ
び
傷
害
を
収
贖
と
す
る
の

を
除
い
て
罪
と
し
な
い
名
例
律
三
〇
条

｢

八
十
以
上
、
十
歳
以
下
、
及
び
篤
疾
、
反
・
逆
・
殺
人
を
犯
し
て
応
に
死
た
る
べ
き
者
は
、

上
請
す
。
盗
み
、
及
び
人
を
傷
つ
け
た
る
者
も
、
亦
た
収
贖
す
。
餘
は
皆
な
論
ず
る
な
し｣

に
い
う
殺
人
・
傷
害
の
客
体
で
あ
る

｢

人｣

も
部
曲
・
奴
婢
を
含
ま
な
い
。
名
例
律
三
〇
条
は
老
小
篤
疾
に
よ
る
謀
反
・
謀
大
逆
・
殺
人
を
除
く
雑
犯
死
罪
を
罪
と
し
な

い
が
、
上
請
と
す
る
殺
人
の
客
体
に
部
曲
・
奴
婢
を
含
ま
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
老
小
篤
疾
に
よ
る
他
人
の
部
曲
・
奴
婢
の
殴
殺
に

つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
部
曲
・
奴
婢
の
殴
殺
は
、
闘
訟
律
一
九
条

｢

諸
そ
部
曲
、
良
人
を
殴
り
た
る
者
は

[

官

戸
と
部
曲
と
同
じ]

、
凡
人
に
一
等
を
加
ふ

[

加
ふ
者
は
加
へ
て
死
に
入
る]

。
奴
婢
は
又
た
一
等
を
加
ふ
。
若
し
奴
婢
、
良
人
を
殴
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り
、
支
体
を
折
跌
し
、
及
び
其
の
一
目
を
瞎
と
し
た
る
者
は
絞
。
死
し
た
る
者
は
各
�
斬
。
其
れ
良
人
、
他
人
の
部
曲
を
殴
傷
殺
し

た
る
者
は
、
凡
人
よ
り
一
等
を
減
ず
。
奴
婢
は
又
た
一
等
を
減
ず
。
若
し
故
ら
に
部
曲
を
殺
し
た
る
者
は
絞
。
奴
婢
は
流
三
千
里
。

即
し
部
曲
・
奴
婢
、
相
ひ
殴
傷
殺
し
た
る
者
は
、
各
�
部
曲
と
良
人
と
相
ひ
殴
傷
殺
し
た
る
の
法
に
依
る

[

餘
条
の
良
人
・
部
曲
・

奴
婢
、
私
に
相
ひ
犯
し
、
本
条
に
正
文
な
き
者
は
、
並
び
に
此
に
準
ず]

。
財
物
を
相
ひ
侵
し
た
る
者
は
、
此
の
律
を
用
ゐ
ず｣

に

よ
り
処
断
さ
れ
、
部
曲
の
殴
殺
は
凡
人
の
闘
殺
か
ら
一
等
を
減
じ
た
流
三
千
里
、
奴
婢
の
殴
殺
は
二
等
を
減
じ
た
徒
三
年
と
な
る
。

老
小
篤
疾
に
よ
る
雑
犯
死
罪
と
老
小
篤
疾
に
よ
る
部
曲
・
奴
婢
の
闘
殺
と
の
間
に
は
、
老
小
篤
疾
の
行
為
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が

存
す
る
。
刑
名
か
ら
み
て
、
雑
犯
死
罪
は
死
刑
の
重
事
で
あ
り
、
部
曲
・
奴
婢
の
殴
殺
は
流
刑
・
徒
刑
の
軽
事
で
あ
る
。
老
小
篤
疾

の
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
名
例
律
三
〇
条
が
雑
犯
死
罪
と
い
う
重
事
を
罪
と
し
な
い
か
ら
に
は
、
部
曲
・
奴
婢
の
殴
殺
と
い
う

軽
事
は
規
定
が
な
く
て
も
罪
と
し
な
い

(
�)

。

【
事
例
５
】
名
例
律
四
七
条
疏

奴
婢
は
賤
人
た
り
て
、
律
は
畜
産
に
比
す
。
相
ひ
殺
し
た
れ
ば
合
に
死
を
償
ふ
べ
き
と
雖
も
、
主
、
免
ず
る
を
求
め
た
る
者
は

減
ず
る
を
聴
す
。
若
し
部
曲
、
故
ら
に
同
主
の
賤
人
を
殺
し
た
れ
ば
、
亦
た
死
罪
に
至
る
も
、
主
、
死
を
免
ず
る
を
求
め
た
れ

ば
、
亦
た
減
ず
る
の
法
に
同
じ
く
す
る
を
得
。
但
そ
奴
の
奴
を
殺
し
た
る
は
是
れ
重
け
れ
ど
も
、
主
、
免
ず
る
を
求
め
た
る
者

は
尚
ほ
聴
す
。
部
曲
の
奴
を
殺
し
た
る
は
既
に
軽
け
れ
ば
、
主
、
免
ず
る
を
求
め
た
る
者
は
亦
た
免
ず
る
を
得
。
既
に
同
主
と

称
し
た
れ
ば
、
即
ち
是
れ
私
家
な
り
。
若
し
是
れ
官
奴
、
自
ら
犯
し
た
れ
ば
、
此
の
律
に
依
ら
ず
。

｢

是
れ
重
け
れ
ど
も｣

｢

既
に
軽
け
れ
ば｣

な
ど
の
字
句
が
挙
重
明
軽
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
名
例
律
四
七
条

｢

即
し
同
主
の
奴
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婢
、
自
ら
相
ひ
殺
し
、
主
、
免
ず
る
を
求
め
た
る
者
は
、
死
よ
り
一
等
を
減
ず
る
を
聴
す｣

は
、
同
主
の
私
奴
婢
間
の
殺
害
に
よ
る

死
刑
に
主
の
求
め
に
よ
る
一
等
減
を
認
め
る
が
、
同
主
の
部
曲
に
よ
る
私
奴
婢
の
殺
害
に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。
奴
婢
間
の
殺
害

は
、
名
例
律
四
七
条

｢

諸
そ
官
戸
・
部
曲
、
官
私
奴
婢
、
犯
す
あ
り
て
、
本
条
に
正
文
な
き
者
は
、
各
�
良
人
に
准
ず｣

に
よ
り
凡

人
間
の
殺
害
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
闘
訟
律
五
条

(

【
事
例
１
】
所
掲)

に
よ
り
闘
殺
は
絞
ま
た
は
斬
、
故
殺
は
斬
で
あ
る
。
部
曲

に
よ
る
奴
婢
の
殺
害
は
闘
訟
律
一
九
条

(

【
事
例
４
】
所
掲)

に
よ
り
闘
殺
は
流
三
千
里
、
故
殺
は
絞
と
さ
れ
る
。
奴
婢
間
の
殺
害

と
部
曲
に
よ
る
奴
婢
の
殺
害
と
の
間
に
は
、
賤
人
間
の
殺
害
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
刑
名
か
ら
み
て
、
奴
婢
間
の
殺
害

は
重
事
で
あ
り
、
部
曲
に
よ
る
奴
婢
の
殺
害
は
軽
事
で
あ
る
。
主
の
求
め
を
理
由
に
名
例
律
四
七
条
が
同
主
の
私
奴
婢
間
の
殺
害
と

い
う
重
事
を
減
等
す
る
か
ら
に
は
、
同
主
の
部
曲
に
よ
る
私
奴
婢
の
殺
害
と
い
う
軽
事
は
規
定
が
な
く
て
も
減
等
す
る

(

�)

。

【
事
例
６
】
戸
婚
律
一
六
条
疏

若
し
親
属
相
ひ
侵
し
た
れ
ば
、
罪
を
得
る
こ
と
各
�
服
紀
に
依
り
、
親
属
、
財
物
を
盗
む
の
法
に
準
ず
。

戴
炎
輝
氏
に
よ
り
挙
重
明
軽
と
さ
れ
る
。
賊
盗
律
四
〇
条

(

【
事
例
２
】
所
掲)

は
親
属
間
に
な
さ
れ
た
盗
取
を
減
等
す
る
が
、

ひ
そ
か
に
他
人
の
田
地
を
耕
作
・
播
種
す
る
盗
耕
種
、
な
ら
び
に
威
力
を
行
使
し
て
他
人
の
田
地
を
耕
作
・
播
種
す
る
強
耕
種
が
親

属
間
に
な
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。
賊
盗
律
三
四
条

(

【
事
例
２
】
所
掲)

は
凡
人
間
の
殺
傷
の
な
い
強
盗
を
徒
二

年
か
ら
絞
、
賊
盗
律
三
五
条

(

【
事
例
２
】
所
掲)

は
凡
人
間
の
窃
盗
を
笞
五
十
か
ら
加
役
流
と
す
る
。
戸
婚
律
一
六
条

｢

諸
そ
公

私
の
田
を
盗
耕
種
し
た
る
者
は
、
一
畝
以
下
は
笞
三
十
。
五
畝
ご
と
に
一
等
を
加
ふ
。
杖
一
百
を
過
ぐ
れ
ば
、
十
畝
ご
と
に
一
等
を

加
へ
、
罪
は
徒
一
年
半
に
止
む
。
荒
田
は
一
等
を
減
ず
。
強
て
し
た
る
者
は
、
各
�
一
等
を
加
ふ｣

は
、
盗
耕
種
を
笞
二
十
か
ら
徒
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一
年
、
強
耕
種
を
笞
三
十
か
ら
徒
一
年
半
と
す
る
。
盗
取
と
盗
耕
種
・
強
耕
種
と
の
間
に
は
窃
・
強
に
分
け
ら
れ
る
財
産
の
侵
奪
行

為
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
刑
の
上
限
か
ら
み
て
盗
取
は
重
事
で
あ
り
盗
耕
種
・
強
耕
種
は
軽
事
で
あ
る
。
親
属
間
に
な

さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
賊
盗
律
四
〇
条
が
盗
取
と
い
う
重
事
を
減
等
す
る
か
ら
に
は
、
盗
耕
種
・
強
耕
種
と
い
う
軽
事
は
規
定
が
な

く
て
も
減
等
す
る

(

�)

。

【
事
例
７
】
断
獄
律
一
九
条
問
答

問
ひ
て
曰
く
。
人
あ
り
、
本
と
加
役
流
を
犯
す
。
出
だ
し
て
一
年
の
徒
坐
と
為
す
。
放
ち
て
還
た
獲
た
れ
ば
一
等
を
減
ず
。
合

に
何
の
罪
を
得
べ
き
や
。

答
へ
て
曰
く
。
加
役
流
を
全
出
し
た
れ
ば
、
官
司
は
合
に
全
罪
を
得
べ
し
。
放
ち
て
還
た
獲
た
れ
ば
一
等
を
減
じ
、
合
に
徒
三

年

(

�)

た
る
べ
し
。
今
、
加
役
流
よ
り
、
出
だ
し
て
一
年
の
徒
坐
と
為
せ
ば
、
計
る
に
五
年
の
剰
罪
あ
り
。
放
ち
て
還
た
獲
た
れ
ば

一
等
を
減
ず
。
若
し
徒
の
法
に
依
り
一
等
を
減
ず
れ
ば
、
仍
ほ
合
に
四
年
半
の
徒
た
る
べ
し
。
既
に
是
れ
剰
罪
た
れ
ば
、
全
出

の
坐
よ
り
重
か
る
べ
か
ら
ず
。
重
き
を
挙
げ
て
軽
き
を
明
ら
か
に
す
。
止
だ
合
に
三
年
の
徒
罪
た
る
べ
し
。

名
例
律
五
〇
条
の
引
用
が
挙
重
明
軽
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
断
獄
律
一
九
条

｢

諸
そ
官
司
、
人
を
罪
に
入
れ
た
る
者
は
、
若
し
全

罪
を
入
れ
た
れ
ば
、
全
罪
を
以
て
論
ず
。
軽
き
よ
り
重
き
に
入
れ
た
れ
ば
、
剰
す
所
を
以
て
論
ず
。
刑
名
易
へ
た
る
者
は
、
笞
よ
り

杖
に
入
れ
、
徒
よ
り
流
に
入
れ
た
れ
ば
、
亦
た
剰
す
所
を
以
て
論
ず
。
笞
杖
よ
り
徒
流
に
入
れ
、
徒
流
よ
り
死
罪
に
入
れ
た
れ
ば
、

亦
た
全
罪
を
以
て
論
ず
。
其
れ
罪
を
出
だ
し
た
る
者
は
、
各
�
之
の
如
し
。
即
し
罪
を
断
じ
て
入
る
る
に
失
し
た
る
者
は
、
各
�
三

等
を
減
ず
。
出
だ
す
に
失
し
た
る
者
は
、
各
�
五
等
を
減
ず
。
若
し
未
だ
決
放
せ
ず
、
及
び
放
ち
て
還
た
獲
、
若
し
く
は
囚
自
ら
死
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し
た
れ
ば
、
各
�
一
等
を
減
ず
る
を
聴
す｣

は
、
罪
な
き
者
を
刑
に
処
す
る
全
入
、
軽
い
刑
を
科
す
べ
き
者
を
重
い
刑
に
処
す
る
入

罪
、
刑
を
科
す
べ
き
者
を
罪
な
し
と
す
る
全
出
、
重
い
刑
を
科
す
べ
き
者
を
軽
い
刑
に
処
す
る
出
罪
か
ら
な
る
、
出
入
人
罪
に
関
す

る
規
定
で
あ
る
。
故
意
の
全
出
で
あ
る
故
全
出
は
全
罪
の
刑
、
故
意
の
出
罪
で
あ
る
故
出
は
科
す
べ
き
刑
と
処
し
た
刑
の
差
額
分
で

あ
る
剰
罪
の
刑
に
処
さ
れ
る
。
故
意
に
全
出
ま
た
は
出
罪
さ
れ
た
者
を
釈
放
後
に
再
逮
捕
し
た
場
合
は
一
等
減
と
す
る
。
加
役
流
を

科
す
べ
き
者
を
故
全
出
し
た
場
合
は
全
罪
の
加
役
流
に
処
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
者
を
釈
放
後
に
再
逮
捕
し
た
場
合
は
一
等
を
減
じ
た

徒
三
年
と
な
る
。
加
役
流
を
科
す
べ
き
者
を
徒
一
年
に
故
出
し
た
場
合
は
剰
罪
の
徒
五
年
に
処
さ
れ
る

(

�)

か
ら
、
そ
の
者
を
釈
放
後
に

再
逮
捕
し
た
場
合
の
一
等
減
は
徒
刑
の
等
差
の
半
年

(

�)

に
比
し
て
徒
四
年
半
と
な
る
。
こ
れ
で
は
加
役
流
の
故
全
出
が
釈
放
後
の
再

逮
捕
に
よ
り
減
軽
さ
れ
た
徒
三
年
よ
り
重
く
な
る
。
こ
の
不
合
理
を
改
め
る
た
め
に
挙
重
明
軽
が
用
い
ら
れ
る
。
加
役
流
の
故
全
出

と
加
役
流
か
ら
徒
一
年
へ
の
故
出
と
の
間
に
は
罪
の
故
出
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
刑
名
か
ら
み
て
、
加
役
流
の
故
全
出

は
重
事
で
あ
り
、
加
役
流
か
ら
徒
一
年
へ
の
故
出
は
軽
事
で
あ
る
。
釈
放
後
の
再
逮
捕
を
理
由
に
断
獄
律
一
九
条
が
加
役
流
の
故
全

出
と
い
う
重
事
を
徒
三
年
に
減
軽
す
る
か
ら
に
は
、
加
役
流
か
ら
徒
一
年
へ
の
故
出
と
い
う
軽
事
は
徒
三
年
へ
と
減
軽
す
べ
き
で
あ

る

(

�)

。

(

Ｂ)

挙
軽
明
重

【
事
例
８
】
名
例
律
五
〇
条
疏：

賊
盗
律
六
条

案
ず
る
に
賊
盗
律
に
、
期
親
の
尊
長
を
殺
さ
ん
と
謀
り
た
れ
ば
皆
な
斬
、
と
。
已
に
殺
し
た
る
、
已
に
傷
つ
け
た
る
の
文
な
し
。

如
し
殺
傷
あ
り
た
る
者
は
、
始
め
謀
る
は
是
れ
軽
き
に
尚
ほ
死
罪
を
得
る
を
挙
げ
、
殺
し
及
び
謀
り
て
已
に
傷
つ
け
た
る
は
是
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れ
重
け
れ
ば
、
明
ら
け
し
、
皆
な
斬
の
坐
に
従
ふ
は
。

名
例
律
五
〇
条
疏
が
例
示
す
る
挙
軽
明
重
の
事
例
は
ふ
た
つ
あ
る
。
第
一
の
事
例
は
賊
盗
律
六
条

｢

諸
そ
期
親
の
尊
長
、
外
祖
父

母
、
夫
、
夫
の
祖
父
母
父
母
を
殺
さ
ん
と
謀
り
た
る
者
は
皆
な
斬｣

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
賊
盗
律
六
条
は
期
親
尊
長
な
ど
近
親

尊
長
の
殺
害
の
予
謀
を
斬
と
す
る
が
、
予
謀
の
実
行
に
着
手
し
て
傷
害
し
た
謀
殺
已
傷
、
な
ら
び
に
実
行
に
着
手
し
て
殺
害
し
た
謀

殺
已
殺
に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。
予
謀
の
あ
る
殺
人
で
あ
る
謀
殺
の
一
般
規
定
で
あ
る
賊
盗
律
九
条

｢

諸
そ
人
を
殺
さ
ん
と
謀
り

た
る
者
は
徒
三
年
。
已
に
傷
つ
け
た
る
者
は
絞
。
已
に
殺
し
た
る
者
は
斬｣

は
、
予
謀
の
実
行
に
着
手
し
な
か
っ
た
か
、
実
行
に
着

手
し
た
が
傷
害
に
至
ら
な
か
っ
た
謀
殺
未
傷
を
徒
三
年
、
謀
殺
已
傷
を
絞
、
謀
殺
已
殺
を
斬
と
す
る
。
謀
殺
未
傷
と
謀
殺
已
傷
・
謀

殺
已
殺
と
の
間
に
は
、
殺
害
の
予
謀
の
結
果
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
結
果
と
刑
名
か
ら
み
て
、
謀
殺
未
傷
は
軽
事
で
あ

り
、
謀
殺
已
傷
・
謀
殺
已
殺
は
重
事
で
あ
る
。
客
体
が
期
親
尊
長
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
賊
盗
律
六
条
が
謀
殺
未
傷
と
い
う
軽
事
を

皆
な
斬
と
す
る

(

�)

か
ら
に
は
、
謀
殺
已
傷
・
謀
殺
已
殺
と
い
う
重
事
は
規
定
が
な
く
て
も
皆
な
斬
と
す
る

(

�)

。

【
事
例
９
】
名
例
律
五
〇
条
疏：

名
例
律
一
五
条

又
た
例
に
云
ふ
、
大
功
の
尊
長
、
小
功
の
尊
属
を
殴
り
、
告
し
た
れ
ば
、
蔭
を
以
て
論
ず
る
を
得
ず
、
と
。
若
し
期
親
の
尊
長

を
殴
り
、
告
す
る
あ
り
た
れ
ば
、
大
功
は
是
れ
軽
き
を
挙
げ
、
期
親
は
是
れ
重
け
れ
ば
、
亦
た
蔭
を
用
ゐ
る
を
得
ず
。
是
れ
軽

き
を
挙
げ
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
る
の
類
な
り
。

名
例
律
五
〇
条
疏
が
例
示
す
る
挙
軽
明
重
の
第
二
の
事
例
は
、
名
例
律
一
五
条

｢

若
し
尊
長
の
蔭
を
藉
り
て
所
蔭
の
尊
長
を
犯
し
、

及
び
所
親
の
蔭
を
藉
り
て
所
親
の
祖
父
母
父
母
を
犯
し
た
る
者
は
、
並
び
に
蔭
を
為
す
を
得
ず
。
即
し
大
功
の
尊
長
、
小
功
の
尊
属
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を
殴
り
、
告
し
た
る
者
は
、
亦
た
蔭
を
以
て
論
ず
る
を
得
ず｣

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
名
例
律
一
五
条
は
、
官
員
な
ど
刑
の
減
免

特
権
を
有
す
る
者
の
親
属
が
刑
の
減
免
を
得
る
蔭
は
大
功
尊
長
な
ら
び
に
小
功
尊
属
の
殴
打
・
告
言
に
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
が
、

期
親
尊
長
の
殴
打
・
告
言
に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。
闘
訟
律
二
六
条

｢

諸
そ�

麻
の
兄�

を
殴
り
た
れ
ば
杖
一
百
。
小
功
・
大
功

は
各
�
遞
�
一
等
を
加
ふ
。
尊
属
た
る
者
は
又
た
各
�
一
等
を
加
ふ
。
傷
重
き
者
は
、
各
�
遞
�
凡
闘
傷
に
一
等
を
加
ふ
。
死
し
た

る
者
は
斬
。
即
し
従
父
兄�

を
殴
り
た
れ
ば
、
凡
闘
に
準
ず
。
応
に
流
三
千
里
た
る
べ
き
者
は
絞
。
若
し
尊
長
、
卑
幼
を
殴
り
、
折

傷
し
た
る
者
は
、�
麻
は
凡
人
よ
り
一
等
を
減
ず
。
小
功
・
大
功
は
遞
�
一
等
を
減
ず
。
死
し
た
る
者
は
絞
。
即
し
従
父
弟
妹
、
及

び
従
父
兄
弟
の
子
孫
を
殴
殺
し
た
る
者
は
流
三
千
里
。
若
し
刃
を
以
て
し
、
及
び
故
ら
に
殺
し
た
る
者
は
絞｣

は
、
小
功
尊
属
・
大

功
長
属
の
殴
打
を
徒
一
年
半
、
大
功
尊
属
の
殴
打
を
徒
二
年
と
す
る
。
闘
訟
律
二
七
条

｢

諸
そ
兄�

を
殴
り
た
る
者
は
徒
二
年
半
。

傷
つ
け
た
る
者
は
徒
三
年
。
折
傷
し
た
る
者
は
流
三
千
里
。
刃
傷
し
、
及
び
支
を
折
り
、
若
し
く
は
其
の
一
目
を
瞎
と
し
た
る
者
は

絞
。
死
し
た
る
者
は
皆
な
斬
。
詈
り
た
る
者
は
杖
一
百
。
伯
叔
父
母
、
姑
、
外
祖
父
母
は
、
各
�
一
等
を
加
ふ
。
即
し
過
失
殺
傷
し

た
る
者
は
、
各
�
本
殺
傷
の
罪
よ
り
二
等
を
減
ず｣
は
、
期
親
長
属
で
あ
る
兄
姉
の
殴
打
を
徒
二
年
半
、
期
親
尊
属
で
あ
る
伯
叔
父

母
の
殴
打
を
徒
三
年
と
す
る
。
闘
訟
律
四
五
条

｢

諸
そ
期
親
の
尊
長
、
外
祖
父
母
、
夫
、
夫
の
祖
父
母
を
告
し
た
れ
ば
、
実
を
得
た

る
と
雖
も
徒
二
年
。
其
れ
告
事
重
き
者
は
、
告
す
る
所
の
罪
よ
り
一
等
を
減
ず
。
即
し
誣
告
重
き
者
は
、
誣
す
る
所
の
罪
に
三
等
を

加
ふ
。
大
功
の
尊
長
を
告
し
た
れ
ば
各
�
一
等
を
減
ず
。
小
功
・�
麻
は
二
等
を
減
ず
。
誣
告
重
き
者
は
、
各
�
誣
す
る
所
の
罪
に

一
等
を
加
ふ｣

は
、
大
功
尊
長
の
告
言
を
徒
一
年
半
、
小
功
尊
長
の
告
言
を
徒
一
年
、
期
親
尊
長
の
告
言
を
徒
二
年
と
す
る
。
大
功

尊
長
・
小
功
尊
属
の
殴
打
・
告
言
と
期
親
尊
長
の
殴
打
・
告
言
と
の
間
に
は
、
尊
長
の
殴
打
・
告
言
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す

る
。
服
紀
と
刑
名
か
ら
み
て
、
大
功
尊
長
・
小
功
尊
属
の
殴
打
・
告
言
は
軽
事
で
あ
り
、
期
親
尊
長
の
殴
打
・
告
言
は
重
事
で
あ
る
。

法と政治 70 巻 1 号 (2019 年 5 月)

論

説

679

二
〇



大
功
尊
長
・
小
功
尊
属
の
殴
打
・
告
言
と
い
う
軽
事
に
名
例
律
一
五
条
が
蔭
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
か
ら
に
は
、
期
親
尊
長
の
殴

打
・
告
言
と
い
う
重
事
に
は
規
定
が
な
く
て
も
蔭
は
適
用
さ
れ
な
い

(

�)

。

【
事
例
�
】
雑
律
四
七
条
疏

盗
を
以
て
論
ず
と
称
す
る
者
は
、
真
盗
と
同
じ
く
し
、
十
悪
に
入
る
。
服
に
非
ず
し
て
御
の
物
等
は
十
悪
に
入
ら
ず
。
盗
律
に

拠
る
に
、
其
れ
神
御
に
供
す
る
に
擬
し
、
及
び
供
し
て
廃�

し
、
若
し
く
は
饗
薦
の
具
の
已
に
饌
呈
し
た
る
者
は
徒
二
年
、
未

だ
饌
呈
せ
ざ
る
者
は
徒
一
年
半
、
と
。
又
た
御
宝
を
盗
み
た
る
の
条
に
、
服
御
に
供
す
る
に
擬
し
た
る
も
の
等
も
、
亦
た
並
び

に
徒
二
年
、
と
。
今
、
此
の
条
は
、
上
に
大
祀
を
棄
毀
し
と
言
ひ
、
下
に
服
に
非
ず
し
て
御
の
も
の
は
盗
を
以
て
論
ず
、
と
称

す
。
服
に
非
ず
し
て
御
の
も
の
は
徒
一
年
半
に
準
じ
、
下
を
挙
げ
て
上
を
明
ら
か
に
す
。
即
し
服
御
に
供
す
る
に
擬
し
た
る
も

の
を
棄
毀
し
た
れ
ば
、
罪
徒
一
年
半
以
上
に
準
じ
、
亦
た
各
�
盗
を
以
て
論
ず
。

｢

下
を
挙
げ
て
上
を
明
ら
か
に
す｣

と
い
う
字
句
が
挙
軽
明
重
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
雑
律
四
七
条

｢

諸
そ
大
祀
の
神
御
の
物
、

若
し
く
は
御
宝
、
乗
輿
の
服
御
の
物
、
及
び
服
に
非
ず
し
て
御
の
も
の
を
棄
毀
し
た
る
者
は
、
各
�
盗
を
以
て
論
ず｣

は
、
皇
帝
の

祭
器
で
あ
る
大
祀
の
神
御
の
物
、
皇
帝
の
印
章
で
あ
る
御
宝
、
皇
帝
が
身
に
着
け
る
服
御
の
物
、
な
ら
び
に
皇
帝
の
身
の
回
り
の
服

に
非
ず
し
て
御
の
物
の
毀
棄
を
以
盗
論
と
す
る
が
、
服
御
に
供
す
る
に
擬
し
た
物
す
な
わ
ち
未
成
品
に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。
賊

盗
律
二
三
条

｢

諸
そ
大
祀
の
神
御
の
物
を
盗
み
た
る
者
は
流
二
千
五
百
里
。
其
れ
神
御
に
供
す
る
に
擬
し
、
及
び
供
し
て
廃�

し
、

若
し
く
は
饗
薦
の
具
の
已
に
饌
呈
し
た
る
者
は
徒
二
年
。
未
だ
饌
呈
せ
ざ
る
者
は
徒
一
年
半
。
已
に�

り
た
る
者
は
杖
一
百｣

を
以

て
論
じ
ら
れ
る
大
祀
の
神
御
の
物
の
毀
棄
は
流
二
千
五
百
里
で
あ
る
。
賊
盗
律
二
四
条

｢

諸
そ
御
宝
を
盗
み
た
る
者
は
絞
。
乗
輿
の
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服
御
の
物
た
る
者
は
流
二
千
五
百
里

[

乗
輿
に
供
奉
す
る
の
物
を
謂
ふ
。
服
は
衾
茵
の
属
に
通
じ
、
真
・
副
、
等
し
。
皆
な
監
当
の

官
、
部
分
擬
進
す
る
を
須
ち
、
乃
ち
御
物
と
為
す]

。
其
れ
服
御
に
供
す
る
に
擬
し
、
及
び
供
し
て
廃�

し
、
若
し
く
は
食
の
将
に

御
せ
ん
と
す
る
者
は
徒
二
年

[

将
に
御
せ
ん
と
す
る
と
は
、
已
に
監
当
の
官
に
呈
し
た
る
を
謂
ふ]

。
食
御
に
供
す
る
に
擬
し
、
及

び
服
に
非
ず
し
て
御
の
者
は
徒
一
年
半｣

を
以
て
論
じ
ら
れ
る
御
宝
の
棄
毀
は
絞
、
服
御
の
物
の
棄
毀
は
流
二
千
五
百
里
、
服
に
非

ず
し
て
御
の
物
の
棄
毀
は
徒
一
年
半
で
あ
る
。
服
御
に
供
す
る
に
擬
し
た
物
の
盗
取
を
賊
盗
律
二
四
条
は
徒
二
年
と
す
る
。
服
に
非

ず
し
て
御
の
物
の
棄
毀
と
服
御
に
供
す
る
に
擬
し
た
物
の
棄
毀
と
の
間
に
は
、
皇
帝
に
属
す
る
物
の
棄
毀
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が

存
す
る
。
盗
取
の
刑
名
か
ら
み
て
、
服
に
非
ず
し
て
御
の
物
は
軽
事
、
服
御
に
供
す
る
に
擬
し
た
物
は
重
事
で
あ
る
。
服
に
非
ず
し

て
御
の
物
の
毀
棄
と
い
う
軽
事
を
雑
律
四
七
条
が
以
盗
論
と
す
る
か
ら
に
は
、
服
御
に
供
す
る
に
擬
し
た
物
の
毀
棄
と
い
う
重
事
は

規
定
が
な
く
て
も
以
盗
論
と
し
て
徒
二
年
に
処
す
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
名
例
律
六
条
不
孝
問
答

問
ひ
て
曰
く
。
賊
盗
律
に
依
る
に
、
子
孫
、
祖
父
母
父
母
に
於
い
て
、
愛
媚
を
求
め
て
厭
呪
し
た
る
者
は
流
二
千
里
、
と
。
然

れ
ば
厭
魅
と
呪
詛
は
罪
に
軽
重
な
し
。
今
、
詛
は
不
孝
た
り
。
未
だ
知
ら
ず
、
厭
は
何
の
条
に
入
る
か
を
。

答
へ
て
曰
く
。
厭
と
呪
は
復
た
文
を
同
じ
く
す
る
と
雖
も
、
理
は
乃
て
詛
は
軽
く
厭
は
重
し
。
但
そ
凡
人
を
厭
魅
し
た
れ
ば
則

ち
不
道
に
入
る
。
呪
詛
し
た
る
者
は
十
悪
に
入
ら
ざ
る
が
若
し
。
名
例
に
云
ふ
、
其
の
応
に
罪
を
入
る
る
べ
き
者
は
、
則
ち
軽

き
を
挙
げ
て
以
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
、
と
。
然
し
て
呪
詛
は
是
れ
軽
き
に
、
尚
ほ
不
孝
に
入
る
。
明
ら
か
に
知
る
、
厭
魅
は

是
れ
重
け
れ
ば
、
理
に
此
の
条
に
入
る
を
。
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名
例
律
五
〇
条
の
引
用
が
挙
軽
明
重
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
名
例
律
六
条
不
孝

｢

七
に
曰
く
不
孝

[

祖
父
母
父
母
を
告
言
し
、
詛

詈
し
…
…
た
る
を
謂
ふ]｣

は
、
祖
父
母
父
母
へ
の
詛
す
な
わ
ち
呪
詛
を
十
悪
第
七
の
不
孝
に
入
れ
る
が
、
祖
父
母
父
母
へ
の
厭
魅

に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い

(

�)

。
賊
盗
律
一
七
条

｢

諸
そ
憎
悪
す
る
所
あ
り
て
、
厭
魅
を
造
り
、
及
び
符
書
を
造
り
て
呪
詛
し
、
以
て
人

を
殺
さ
ん
と
欲
し
た
る
者
は
、
各
�
謀
殺
を
以
て
論
じ
二
等
を
減
ず

[

期
親
の
尊
長
、
及
び
外
祖
父
母
、
夫
、
夫
の
祖
父
母
父
母
に

於
い
て
し
た
れ
ば
、
各
�
減
ぜ
ず]

。
故
を
以
て
死
に
致
し
た
る
者
は
、
各
�
本
殺
の
法
に
依
る
。
以
て
人
を
疾
苦
せ
ん
と
欲
し
た

る
者
は
、
又
た
二
等
を
減
ず

[

子
孫
の
祖
父
母
父
母
に
於
い
て
し
、
部
曲
・
奴
婢
の
主
に
於
い
て
し
た
る
者
は
、
各
�
減
ぜ
ず]

。

即
し
祖
父
母
父
母
及
び
主
に
於
い
て
、
直
だ
愛
媚
を
求
め
て
厭
呪
し
た
る
者
は
流
二
千
里
。
若
し
乗
輿
に
渉
り
た
る
者
は
皆
な
斬｣

は
、
祖
父
母
父
母
へ
の
寵
愛
を
得
る
た
め
の
厭
呪
を
流
二
千
里
と
す
る
。
厭
呪
は
厭
魅
と
呪
詛
の
連
称
で
あ
る
か
ら
、
厭
魅
と
呪
詛

の
罪
の
重
さ
は
同
等
で
あ
る
。
し
か
し
名
例
律
六
条
不
道

(

【
事
例
４
】
所
掲)

は
凡
人
へ
の
厭
魅
を
十
悪
第
五
の
不
道
に
入
れ
、

呪
詛
を
入
れ
な
い
。
厭
魅
と
呪
詛
と
の
間
に
は
厭
呪
と
連
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
近
似
性
が
存
す
る
。
十
悪
不
道
に
入
る
か
否
か
と
い
う

点
か
ら
み
て
、
呪
詛
は
軽
事
で
あ
り
、
厭
魅
は
重
事
で
あ
る
。
寵
愛
を
得
る
た
め
の
も
の
で
も
祖
父
母
父
母
へ
の
呪
詛
と
い
う
軽
事

を
名
例
律
六
条
不
孝
が
十
悪
不
孝
に
入
れ
る
か
ら
に
は
、
祖
父
母
父
母
へ
の
厭
魅
と
い
う
重
事
は
規
定
が
な
く
て
も
十
悪
不
孝
に
入

る

(

�)

。
【
事
例
�
】
名
例
律
六
条
不
睦
疏

但
そ�

麻
以
上
の
親
を
殺
さ
ん
と
謀
り
、
及
び
売
る
あ
り
た
れ
ば
、
尊
卑
長
幼
を
問
ふ
な
く
、
総
て
此
の
条
に
入
る
。
若
し
期

親
の
尊
長
等
を
殺
さ
ん
と
謀
り
て
殺
し
訖
れ
ば
、
即
ち
悪
逆
に
入
る
。
今
、
直
だ
謀
殺
を
言
ひ
て
、
故
闘
を
言
は
ざ
る
も
、
若
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し
故
闘
し
て
殺
し
訖
れ
ば
、
亦
た
不
睦
に
入
る
。
殺
さ
ん
と
謀
り
て
未
だ
傷
つ
け
ざ
る
は
是
れ
軽
き
を
挙
げ
、
故
闘
し
て
已
に

殺
し
た
る
は
是
れ
重
き
を
明
ら
か
に
す
。
軽
重
相
ひ
明
ら
か
な
れ
ば
、
理
に
十
悪
に
同
じ
。

｢
是
れ
軽
き
を
挙
げ｣

｢

是
れ
重
き
を
明
ら
か
に
す｣

と
い
う
字
句
が
挙
軽
明
重
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
名
例
律
六
条
不
睦

｢

八

に
曰
く
不
睦

[�

麻
以
上
の
親
を
殺
さ
ん
と
謀
り
、
及
び
売
り
、
夫
、
及
び
大
功
以
上
の
尊
長
、
小
功
の
尊
属
を
殴
り
、
告
し
た
る

を
謂
ふ]｣

は
、�
麻
以
上
の
尊
長
の
謀
殺
未
傷
を
十
悪
第
八
の
不
睦
に
入
れ
る
が
、�

麻
以
上
の
尊
長
の
闘
殺
・
故
殺
に
つ
い
て

は
規
定
し
な
い
。
賊
盗
律
六
条

｢�

麻
以
上
の
尊
長
を
殺
さ
ん
と
謀
り
た
る
者
は
流
二
千
里
。
已
に
傷
つ
け
た
る
者
は
絞
。
已
に
殺

し
た
る
者
は
皆
な
斬｣

は
、�
麻
・
小
功
・
大
功
の
尊
長
の
謀
殺
未
傷
を
流
二
千
里
と
す
る
。
闘
訟
律
二
六
条

(

【
事
例
９
】
所
掲)

は
、�

麻
・
小
功
・
大
功
の
尊
長
の
闘
殺
・
故
殺
を
流
三
千
里
か
ら
斬
と
す
る
。�

麻
以
上
の
尊
長
の
謀
殺
未
傷
と�

麻
以
上
の
尊

長
の
闘
殺
・
故
殺
と
の
間
に
は
、�
麻
以
上
の
尊
長
へ
の
加
害
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
結
果
と
刑
名
か
ら
み
て
、�

麻

以
上
の
尊
長
の
謀
殺
未
傷
は
軽
事
で
あ
り
、�
麻
以
上
の
尊
長
の
闘
殺
・
故
殺
は
重
事
で
あ
る
。�

麻
以
上
の
尊
長
の
謀
殺
未
傷
と

い
う
軽
事
を
名
例
律
六
条
不
睦
が
十
悪
不
睦
に
入
れ
る
か
ら
に
は
、�

麻
以
上
の
尊
長
の
闘
殺
・
故
殺
と
い
う
重
事
は
規
定
が
な
く

て
も
十
悪
不
睦
に
入
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
賊
盗
律
一
七
条
疏

若
し
乗
輿
に
渉
り
た
る
者
は
、
罪
に
首
従
な
く
、
皆
な
合
に
斬
に
処
す
べ
し
。
直
だ
愛
媚
を
求
め
た
る
も
、
便
ち
極
刑
を
得
。

服
御
の
物
を
盗
み
た
る
よ
り
重
け
れ
ば
、
例
に
準
じ
て
亦
た
十
悪
に
入
る
。
｢

服
御
の
物
を
盗
み
た
る
よ
り
重
け
れ
ば
、
例
に
準
じ
て
亦
た
十
悪
に
入
る｣
と
い
う
字
句
が
挙
軽
明
重
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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名
例
律
六
条
大
不
敬

｢

六
に
曰
く
大
不
敬

[

大
祀
神
御
の
物
、
乗
輿
の
服
御
の
物
を
盗
み
、
御
宝
を
盗
み
及
び
偽
造
し
た
る
…
…
を

謂
ふ]｣

は
、
服
御
の
物
の
盗
取
を
十
悪
第
六
の
大
不
敬
に
入
れ
る
が
、
皇
帝
へ
の
寵
愛
を
得
る
た
め
の
厭
魅
・
呪
詛
に
つ
い
て
は

規
定
し
な
い
。
賊
盗
律
二
四
条(

【
事
例
�
】
所
掲)

は
服
御
の
物
の
盗
取
を
流
二
千
五
百
里
と
す
る
。
賊
盗
律
一
七
条(

【
事
例
�
】

所
掲)

は
皇
帝
へ
の
寵
愛
を
得
る
た
め
の
厭
魅
と
呪
詛
を
皆
な
斬
と
す
る
。
服
御
の
物
の
盗
取
と
皇
帝
へ
の
寵
愛
を
得
る
た
め
の
厭

魅
・
呪
詛
と
の
間
に
は
、
皇
帝
へ
の
加
害
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
刑
名
か
ら
み
て
、
服
御
の
物
の
盗
取
は
軽
事
で
あ
り
、

皇
帝
へ
の
寵
愛
を
得
る
た
め
の
厭
魅
・
呪
詛
は
重
事
で
あ
る
。
服
御
の
物
の
盗
取
と
い
う
軽
事
を
名
例
律
六
条
大
不
敬
が
十
悪
大
不

敬
に
入
れ
る
か
ら
に
は
、
皇
帝
へ
の
寵
愛
を
得
る
た
め
の
厭
魅
・
呪
詛
と
い
う
重
事
は
規
定
が
な
く
て
も
十
悪
大
不
敬
に
入
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
名
例
律
一
八
条
問
答
第
二

問
ひ
て
曰
く
。
監
守
内
に
て
人
を
略
し
た
れ
ば
、
罪
は
除
名
の
色
に
当
つ
。
奴
婢
は
例
に
良
人
の
限
に
非
ず
。
若
し
監
守
内
に

て
部
曲
を
略
し
た
れ
ば
、
亦
た
合
に
除
名
と
す
べ
き
や
以
否
や
。

答
へ
て
曰
く
。
一
家
の
死
罪
に
非
ざ
る
三
人
を
殺
し
た
れ
ば
乃
ち
不
道
に
入
る
に
拠
る
に
、
奴
婢
・
部
曲
は
良
人
の
例
に
同
じ

か
ら
ず
。
強
盗
、
若
し
財
主
の
部
曲
を
傷
つ
け
た
れ
ば
、
即
ち
良
人
に
同
じ
。
各
�
当
条
を
以
て
義
を
見
る
に
、
亦
た
一
定
の

理
な
し
。
今
、
良
人
及
び
奴
婢
を
略
し
た
れ
ば
、
並
び
に
合
に
除
名
と
す
べ
し
。
奴
婢
を
略
し
た
る
は
是
れ
軽
き
に
、
贓
を
計

り
て
除
名
に
入
る
の
法
を
挙
げ
、
部
曲
を
略
し
た
る
は
是
れ
重
け
れ
ば
、
明
ら
か
に
知
る
、
亦
た
合
に
除
名
と
す
べ
き
を
。

｢

是
れ
軽
き
に｣

｢

是
れ
重
け
れ
ば｣

な
ど
の
字
句
が
挙
軽
明
重
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
賊
盗
律
四
五
条

｢

諸
そ
人
を
略
し
、
人

を
略
売
し
て

[

和
せ
ざ
る
を
略
と
為
す
。
十
歳
以
下
は
、
和
し
た
る
と
雖
も
、
亦
た
略
の
法
に
同
じ]

、
奴
婢
と
為
し
た
る
者
は
絞
。
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部
曲
と
為
し
た
る
者
は
流
三
千
里
。
妻
妾
・
子
孫
と
為
し
た
る
者
は
徒
三
年[

因
り
て
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
、
強
盗
の
法
に
同
じ]

。

和
誘
し
た
る
者
は
、
各
�
一
等
を
減
ず
。
若
し
和
同
し
て
相
ひ
売
り
て
奴
婢
と
為
し
た
る
者
は
、
皆
な
流
二
千
里
。
売
り
て
未
だ
售

ら
ざ
る
者
は
一
等
を
減
ず

[

下
条
、
此
に
準
ず]

。
即
し
他
人
の
部
曲
を
略
し
、
和
誘
し
、
及
び
和
同
し
て
相
ひ
売
り
た
る
者
は
、

各
�
良
人
よ
り
一
等
を
減
ず｣

に
規
定
す
る
人
の
略
取
を
行
っ
た
監
臨
主
守
の
官
員
を
、
名
例
律
一
八
条

｢

即
し
監
臨
主
守
、
監
守

す
る
所
の
内
に
於
い
て
姦
を
犯
し
、
盗
み
、
人
を
略
し
、
若
し
く
は
財
を
受
け
て
法
を
枉
げ
た
る
者
は
、
亦
た
除
名
と
す｣

は
除
名

と
す
る
。
そ
の
際
、
名
例
律
一
八
条
疏

｢

律
文
は
但
だ
人
を
略
し
た
る
と
称
す
れ
ば
、
即
ち
将
て
良
と
賤
た
る
と
を
限
ら
ず｣

は
、

略
取
さ
れ
た
人
の
良
賤
を
問
わ
な
い
。
名
例
律
六
条
不
道

(

【
事
例
４
】
所
掲)

が
十
悪
第
五
の
不
道
に
入
れ
る
殺
一
家
非
死
罪
三

人
の

｢

人｣

は
部
曲
・
奴
婢
を
含
ま
な
い
が
、
賊
盗
律
三
四
条

(

【
事
例
２
】
所
掲)

の
強
盗
殺
傷
の
客
体
で
あ
る

｢

人｣

は
奴
婢

を
含
む
。
賊
盗
律
四
六
条

｢

諸
そ
奴
婢
を
略
し
た
る
者
は
、
強
盗
を
以
て
論
ず
。
和
誘
し
た
る
者
は
、
窃
盗
を
以
て
論
ず
。
各
�
罪

は
流
三
千
里
に
止
む

[

監
臨
主
守
と
雖
も
亦
た
同
じ]｣

は
奴
婢
の
略
取
を
強
盗
を
以
て
論
じ
、
名
例
律
一
八
条
は
監
臨
主
守
に
よ

る
強
盗
を
除
名
と
す
る
か
ら
、
監
臨
主
守
に
よ
る
奴
婢
の
略
取
も
除
名
と
さ
れ
る
。
し
か
し
監
臨
主
守
に
よ
る
部
曲
の
略
取
が
除
名

と
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
い
。
賊
盗
律
四
六
条
は
奴
婢
の
略
取
を
徒
二
年
か
ら
流
三
千
里
と
す
る
。
賊
盗
律
四
五
条

は
部
曲
の
略
取
を
徒
二
年
半
か
ら
流
三
千
里
と
す
る
。
奴
婢
の
略
取
と
部
曲
の
略
取
と
の
間
に
は
、
賤
人
の
略
取
で
あ
る
こ
と
で
近

似
性
が
存
す
る
。
賤
人
の
等
級
と
刑
の
下
限
と
か
ら
み
て
、
奴
婢
の
略
取
は
軽
事
で
あ
り
、
部
曲
の
略
取
は
重
事
で
あ
る
。
奴
婢
の

略
取
と
い
う
軽
事
を
名
例
律
一
八
条
が
除
名
と
す
る
か
ら
に
は
、
部
曲
の
略
取
と
い
う
重
事
は
規
定
が
な
く
て
も
除
名
と
す
る

(

�)

。
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【
事
例
�
】
雑
律
三
七
条
疏

�

防
を
決
し
た
る
の
故
を
以
て
、
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
、
故
殺
傷
を
以
て
論
ず
と
は
、
人
を
殺
し
た
る
者
は
合
に
斬
た
る
べ

く
、
人
の
一
支
を
折
り
た
れ
ば
流
二
千
里
の
類
を
謂
ふ
。
上
条
に
、
人
を
殺
傷
し
た
れ
ば
闘
殺
傷
の
罪
よ
り
一
等
を
減
ず
、
畜

産
を
殺
傷
す
る
あ
り
た
れ
ば
減
価
を
償
す
、
餘
条
は
此
に
準
ず
、
と
。
今
、
故
殺
傷
を
以
て
論
ず
。
其
れ
畜
産
を
殺
傷
し
た
れ

ば
、
明
ら
け
し
、
減
価
を
償
す
る
は
。

戴
炎
輝
氏
に
よ
り
挙
軽
明
重
と
さ
れ
る
。
雑
律
三
七
条

｢

諸
そ�

防
を
盗
決
し
た
る
者
は
杖
一
百
。
若
し
人
家
を
毀
害
し
、
及
び

財
物
を
漂
失
し
、
贓
重
き
者
は
、
坐
贓
も
て
論
ず
。
故
を
以
て
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
闘
殺
傷
の
罪
よ
り
一
等
を
減
ず
。
…
…
其
れ

故
ら
に�

防
を
決
し
た
る
者
は
徒
三
年
。
漂
失
し
て
贓
重
き
者
は
盗
に
準
じ
て
論
ず
。
故
を
以
て
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
故
殺
傷
を

以
て
論
ず｣

は
、
河
水
を
盗
用
す
る
た
め
の
堤
防
の
損
壊
で
あ
る
盗
決
と
い
う
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
人
の
殺
傷
を
闘
殺

傷
か
ら
の
一
等
減
と
し
、
故
意
の
堤
防
の
決
壊
で
あ
る
故
決
と
い
う
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
人
の
殺
傷
を
故
殺
傷
を
以
て

論
ず
る
。
闘
訟
律
五
条

(

【
事
例
１
】
所
掲)
は
、
故
殺
を
斬
、
故
殴
傷
を
闘
殴
傷
へ
の
一
等
加
と
す
る
。
雑
律
四
条

｢

諸
そ
城
内

の
街
巷
、
及
び
人
衆
の
中
に
於
い
て
、
故
な
く
車
馬
を
走
ら
せ
た
る
者
は
笞
五
十
。
故
を
以
て
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
闘
殺
傷
よ
り

一
等
を
減
ず

[

畜
産
を
殺
傷
し
た
る
者
は
、
減
ず
る
所
の
価
を
償
す
。
餘
条
に
、
闘
殺
傷
よ
り
一
等
を
減
ず
と
称
す
る
者
は
、
畜
産

を
殺
傷
す
る
あ
り
た
れ
ば
、
並
び
に
此
に
準
ず]｣

は
、
街
路
や
人
衆
の
中
で
の
車
馬
の
走
行
な
ど
の
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生

じ
た
人
の
殺
傷
が
闘
殺
傷
か
ら
の
一
等
減
と
さ
れ
る
場
合
、
同
じ
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
に
は
減
価
の
備
償

を
附
加
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
盗
決
と
い
う
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
に
は
減
価
の
備
償
が
附
加
さ
れ
る
が
、

故
決
と
い
う
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
に
減
価
の
備
償
が
附
加
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
い
。
盗
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決
と
故
決
と
の
間
に
は
堤
防
の
損
壊
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
刑
名
か
ら
み
て
、
盗
決
は
杖
一
百
の
軽
事
で
あ
り
、
故
決

は
徒
三
年
の
重
事
で
あ
る
。
盗
決
と
い
う
軽
事
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
に
雑
律
四
条
が
減
価
の
備
償
を
附
加
す
る
か
ら

に
は
、
故
決
と
い
う
重
事
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
に
は
規
定
が
な
く
て
も
減
価
の
備
償
を
附
加
す
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
詐
偽
律
二
四
条
問
答

問
ひ
て
曰
く
。
詐
り
て
人
を
陥
れ
、
朽
敗
せ
る
橋
梁
に
渡
し
、
之
を
溺
し
て
甚
だ
困
し
め
た
る
も
、
傷
つ
け
ず
、
死
さ
ざ
る
は
、

律
条
に
文
な
し
。
合
に
何
の
罪
を
得
べ
き
や
。
又
た
、
人
、
難
を
免
れ
た
る
と
雖
も
、
畜
産
を
溺
陥
し
た
れ
ば
、
又
た
若
為
に

科
す
や
。

答
へ
て
曰
く
。
律
に
云
ふ
、
詐
り
て
人
を
陥
れ
、
死
し
、
及
び
傷
つ
け
た
る
に
至
る
、
と
。
但
だ
重
法
を
論
じ
、
其
の
軽
坐
を

略
し
て
、
備
さ
に
は
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
別
に
、
重
き
を
挙
げ
て
軽
き
を
明
ら
か
に
す
、
及
び
不
応
為
の
罪
あ
り
。
若
し
誑
か
し

陥
れ
、
溺
せ
し
め
た
れ
ば
、
傷
死
せ
ざ
る
と
雖
も
、
猶
ほ
、
人
を
殴
り
て
傷
つ
け
ざ
る
に
同
じ
く
し
て
論
ず
。
陥
れ
て
畜
産
を

殺
傷
し
た
る
者
は
、
坑
穽
を
作
り
た
る
の
例
に
準
じ
て
、
其
の
減
価
を
償
す
。

名
例
律
五
〇
条
の
引
用
が
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
の

｢

重
き
を
挙
げ
て
軽
き
を
明
ら
か
に
す｣

と
い

う
字
句
は
挙
重
明
軽
と
挙
軽
明
重
の
双
方
を
包
摂
す
る

(

�)

。

詐
偽
律
二
四
条

｢

諸
そ
詐
り
て
人
を
陥
れ
、
死
し
、
及
び
傷
つ
け
た
る
に
至
る
者
は
、
闘
殺
傷
を
以
て
論
ず

[

津
河
の
深
濘
、
橋

船
の
朽
敗
を
知
り
、
人
を
誑
か
し
て
渡
ら
し
む
る
の
類
を
謂
ふ]｣

は
、
人
を
欺
い
て
危
難
に
陥
れ
る
詐
陥
と
い
う
原
因
行
為
の
結

果
と
し
て
生
じ
た
人
の
殺
傷
を
、
謀
殺
已
殺
・
謀
殺
已
傷
で
は
な
く
、
闘
殺
傷
を
以
て
論
ず
る
。
し
か
し
詐
陥
と
い
う
原
因
行
為
の
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結
果
と
し
て
人
の
殺
傷
が
生
じ
な
か
っ
た
未
傷
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
い
。
詐
陥
に
よ
る
已
殺
・
已
傷
と
詐
陥
に
よ
る
未
傷
と
の
間

に
は
、
詐
陥
と
い
う
原
因
行
為
の
結
果
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
結
果
か
ら
み
て
、
已
殺
・
已
傷
は
重
事
で
あ
り
、
未
傷

は
軽
事
で
あ
る
。
詐
陥
と
い
う
原
因
行
為
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
詐
偽
律
二
四
条
が
已
殺
・
已
傷
と
い
う
重
事
を
謀
殺
已
殺
・

謀
殺
已
傷
で
は
な
く
闘
殺
傷
を
以
て
論
じ
る
か
ら
に
は
、
未
傷
と
い
う
軽
事
は
規
定
が
な
く
て
も
謀
殺
未
傷
で
は
な
く
闘
殴
未
傷
を

以
て
論
じ
、
闘
訟
律
一
条

｢

諸
そ
人
を
闘
殴
し
た
る
者
は
笞
四
十

[

手
足
を
以
て
人
を
撃
ち
た
る
者
を
謂
ふ]

。
傷
つ
け
、
及
び
他

物
を
以
て
人
を
殴
り
た
る
者
は
杖
六
十

[

血
を
見
る
を
傷
と
為
す
。
手
足
に
非
ざ
る
者
は
、
其
の
餘
は
皆
な
他
物
と
為
す
。
即
し
兵
、

刃
を
用
ゐ
ざ
れ
ば
、
亦
た
是
な
り]

。
傷
つ
け
、
及
び
髪
を
抜
く
こ
と
方
寸
以
上
た
れ
ば
杖
八
十
。
若
し
血
、
耳
目
よ
り
出
で
、
及

び
内
損
し
て
吐
血
し
た
る
者
は
、
各
�
二
等
を
加
ふ｣

に
よ
り
笞
四
十
と
す
る
。
こ
れ
は
挙
重
明
軽
の
事
例
で
あ
る
。

雑
律
四
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)
は
、
街
路
や
人
衆
の
中
で
の
車
馬
の
走
行
な
ど
の
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
人
の
殺
傷

が
闘
殺
傷
か
ら
の
一
等
減
と
さ
れ
る
場
合
、
同
じ
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
に
は
減
価
の
備
償
を
附
加
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
雑
律
六
条

｢

諸
そ
機
槍
を
施
し
、
坑
穽
を
作
り
た
る
者
は
杖
一
百
。
故
を
以
て
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
闘
殺
傷
よ
り

一
等
を
減
ず｣

に
規
定
さ
れ
る
、
罠
や
落
と
し
穴
の
設
置
と
い
う
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
に
も
減
価
の
備
償

が
附
加
さ
れ
る
。
し
か
し
詐
偽
律
二
四
条
が
規
定
す
る
詐
陥
と
い
う
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
に
減
価
の
備
償

が
附
加
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
い
。
雑
律
六
条
に
規
定
さ
れ
る
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
人
の
殺
傷
は
闘
殺

傷
か
ら
の
一
等
減
で
あ
り
、
詐
陥
と
い
う
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
人
の
殺
傷
は
闘
殺
傷
を
以
て
論
じ
ら
れ
る
。
雑
律
六
条

に
規
定
さ
れ
る
原
因
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
と
詐
偽
律
二
四
条
に
規
定
さ
れ
る
詐
陥
と
い
う
原
因
行
為
の
結
果
と

し
て
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
と
の
間
に
は
、
結
果
加
重
が
な
さ
れ
る
原
因
行
為
か
ら
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
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す
る
。
結
果
と
し
て
生
じ
た
人
の
殺
傷
の
刑
名
か
ら
み
て
、
雑
律
六
条
に
規
定
さ
れ
る
原
因
行
為
は
軽
事
で
あ
り
、
詐
陥
と
い
う
原

因
行
為
は
重
事
で
あ
る
。
雑
律
六
条
に
規
定
さ
れ
る
原
因
行
為
と
い
う
軽
事
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
に
雑
律
四
条
が
減

価
の
備
償
を
附
加
す
る
か
ら
に
は
、
詐
陥
と
い
う
原
因
行
為
と
い
う
重
事
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
畜
産
の
殺
傷
に
は
規
定
が
な
く
て

も
減
価
の
備
償
が
附
加
さ
れ
る
。
こ
れ
は
挙
軽
明
重
の
事
例
で
あ
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
闘
訟
律
二
八
条
疏

子
孫
、
祖
父
母
父
母
に
於
い
て
、
情
、
順
は
ざ
る
あ
り
て
輒
く
詈
り
た
る
者
は
、
合
に
絞
た
る
べ
し
。
殴
り
た
る
者
は
斬
。
律

に
皆
な
の
字
な
け
れ
ど
も
、
文
に
案
じ
て
知
る
べ
し
。
子
孫
、
共
に
殴
撃
し
た
る
と
雖
も
、
情
を
原
ぬ
れ
ば
倶
に
是
れ
自
ら
殴

り
た
れ
ば
、
皆
な
の
字
な
き
と
雖
も
、
各
�
合
に
斬
刑
た
る
べ
し
。
下
条
に
、
妻
妾
、
夫
の
祖
父
母
父
母
を
殴
り
て
傷
つ
け
た

る
者
は
皆
な
斬
、
と
。
軽
き
を
挙
げ
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
。
皎
然
と
し
て
惑
は
ず
。

名
例
律
五
〇
条
の
引
用
が
挙
軽
明
重
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
闘
訟
律
二
九
条

｢

諸
そ
妻
妾
、
夫
の
祖
父
母
父
母
を
詈
り
た
る
者
は

徒
三
年
。
殴
り
た
る
者
は
絞
。
傷
つ
け
た
る
者
は
皆
な
斬｣

は
、
妻
妾
に
よ
る
夫
の
祖
父
母
父
母
の
殴
傷
を
皆
な
斬
と
す
る
。｢

皆

な｣

の
字
が
あ
る
の
で
共
同
殴
傷
の
従
犯
の
減
軽
は
な
さ
れ
な
い
。
闘
訟
律
二
八
条

｢

諸
そ
祖
父
母
父
母
を
詈
り
た
る
者
は
絞
。
殴

り
た
る
者
は
斬
。
過
失
し
て
殺
し
た
る
者
は
流
三
千
里
。
傷
つ
け
た
る
者
は
徒
三
年｣

は
、
子
孫
に
よ
る
祖
父
母
父
母
の
殴
打
を
斬

と
す
る
。
挙
軽
明
重
に
よ
り
殴
傷
も
斬
で
あ
る
。｢

皆
な｣

の
字
が
な
い
の
で
共
同
殴
打
の
従
犯
は
流
三
千
里
に
減
軽
さ
れ
る

(

�)

。
こ

れ
で
は
妻
妾
に
よ
る
夫
の
祖
父
母
父
母
の
共
同
殴
傷
の
従
犯
の
斬
よ
り
軽
く
な
る
。
こ
の
不
合
理
を
改
め
る
た
め
に
挙
軽
明
重
が
用

い
ら
れ
る
。
妻
妾
に
と
っ
て
夫
の
父
母
は
期
親
、
夫
の
祖
父
母
は
大
功
親
で
あ
り
、
子
孫
に
と
っ
て
父
は
斬
衰
親
、
母
は
斉
衰
三
年
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親
、
祖
父
母
は
期
親
で
あ
る
。
妻
妾
に
よ
る
夫
の
祖
父
母
父
母
の
殴
打
と
子
孫
に
よ
る
祖
父
母
父
母
の
殴
打
・
殴
傷
と
の
間
に
は
、

尊
属
の
殴
打
・
殴
傷
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
服
紀
か
ら
み
て
、
妻
妾
に
よ
る
夫
の
祖
父
母
父
母
の
殴
打
・
殴
傷
は
軽
事

で
あ
り
、
子
孫
に
よ
る
祖
父
母
父
母
の
殴
打
・
殴
傷
は
重
事
で
あ
る
。
妻
妾
に
よ
る
夫
の
祖
父
母
父
母
の
殴
傷
と
い
う
軽
事
を
闘
訟

律
二
九
条
が
皆
な
斬
と
す
る
か
ら
に
は
、
子
孫
に
よ
る
祖
父
母
父
母
の
殴
打
と
い
う
重
事
は
皆
な
斬
と
す
べ
き
で
あ
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
擅
興
律
二
〇
条
問
答

問
ひ
て
曰
く
。
私
に
甲
三
領
及
び
弩
五
張
を
有
し
た
れ
ば
、
律
文
に
準
依
す
る
に
、
各
�
合
に
絞
に
処
す
べ
し
。
人
あ
り
、
私

に
甲
二
領
并
び
に
弩
四
張
を
有
す
。
何
の
罪
に
処
さ
ん
と
欲
す
る
や
。

答
へ
て
曰
く
。
甲
を
畜
へ
、
弩
を
畜
へ
た
る
は
、
各
�
罪
名
を
立
つ
。
既
に
一
事
に
非
ざ
れ
ば
、
合
に
併
満
す
べ
か
ら
ず
。
名

例
律
に
依
る
に
、
其
の
応
に
罪
を
入
る
る
べ
き
者
は
、
軽
き
を
挙
げ
て
以
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
、
と
。
甲
を
有
し
た
る
の
罪

は
重
く
、
弩
を
有
し
た
る
の
坐
は
軽
し
。
既
に
弩
四
張
を
有
し
た
れ
ば
已
に
合
に
流
罪
た
る
べ
し
。
一
を
加
へ
て
五
に
満
つ
れ

ば
、
即
ち
死
刑
に
至
る
。
況
や
甲
二
領
を
加
へ
た
れ
ば
、
明
ら
け
し
、
合
に
絞
に
処
す
べ
き
は
。
私
に
弩
四
張
を
有
し
、
甲
一

領
を
加
へ
た
る
者
も
、
亦
た
合
に
死
刑
た
る
べ
し
。

名
例
律
五
〇
条
の
引
用
が
挙
軽
明
重
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
禁
兵
器
の
私
有
に
関
す
る
擅
興
律
二
〇
条

｢

諸
そ
私
に
禁
兵
器
を
有

し
た
る
者
は
徒
一
年
半
。
弩
一
張
は
二
等
を
加
ふ
。
甲
一
領
及
び
弩
三
張
は
流
二
千
里
。
甲
三
領
及
び
弩
五
張
は
絞｣

は
、
弩
一
張

の
私
有
を
徒
二
年
半
、
甲
一
領
お
よ
び
弩
三
張
の
私
有
を
流
二
千
里
、
甲
三
領
お
よ
び
弩
五
張
の
私
有
を
絞
と
規
定
す
る
。
甲
と
弩

を
同
一
人
が
私
有
し
た
場
合
に
は
、
甲
の
私
有
と
弩
の
私
有
と
い
う
二
個
の
罪
が
併
合
罪

(

�)

と
し
て
成
立
す
る
。
擅
興
律
二
〇
条
が
流
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二
千
里
と
す
る
甲
と
弩
の
私
有
数
に
よ
れ
ば
甲
一
領
は
弩
三
張
に
相
当
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
絞
と
さ
れ
る
甲
と
弩
の
私
有
数
を
あ

わ
せ
み
れ
ば
そ
の
よ
う
な
対
応
関
係
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
甲
と
弩
の
私
有
数
は
通
計
で
き
な
い
。
同
一
人
に
よ
る
甲
二
領
と
弩

四
張
の
私
有
を
、
甲
三
領
半
の
私
有
、
あ
る
い
は
弩
十
張
の
私
有
と
は
み
な
せ
な
い
の
で
あ
る
。
名
例
律
四
五
条

｢

諸
そ
二
罪
以
上
、

倶
に
発
し
た
れ
ば
、
重
き
者
を
以
て
論
ず
。
等
し
き
者
は
一
に
従
ふ
。
…
…
其
れ
一
事
分
か
ち
て
二
罪
と
為
し
、
罪
法
若
し
等
し
け

れ
ば
則
ち
累
し
て
論
ず
。
罪
法
等
し
か
ら
ざ
る
者
は
、
則
ち
重
法
を
以
て
軽
法
に
併
満
す｣

が
定
め
る

｢

一
事
分
か
ち
て
二
罪
と
為

す｣

処
断
法
、
す
な
わ
ち
絹
疋
と
い
う
共
通
の
単
位
で
贓
額
を
通
計
で
き
る
二
個
以
上
の
贓
罪
を
併
合
罪
と
し
て
、
累
科
、
併
満
、

倍
折
と
い
う
算
定
法
に
よ
り
刑
名
を
定
め
る
処
断
法
は
、
こ
こ
に
は
適
用
で
き
な
い
。
名
例
律
四
五
条
の
本
則
に
よ
り
、
甲
の
私
有

と
弩
の
私
有
を
そ
れ
ぞ
れ
別
罪
と
し
て
、
両
者
の
刑
の
軽
重
を
比
較
し
て
刑
名
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
。
擅
興
律
二
〇
条
は
甲
二
領

の
私
有
も
弩
四
張
の
私
有
も
等
し
く
流
二
千
里
と
す
る
か
ら
、
そ
の
一
つ
に
従
っ
て
流
二
千
里
と
な
る
。
こ
れ
で
は
甲
三
領
の
私
有

の
絞
よ
り
軽
く
な
る
。
こ
の
不
合
理
を
改
め
る
た
め
に
挙
軽
明
重
が
用
い
ら
れ
る
。
弩
の
私
有
と
甲
の
私
有
と
の
間
に
は
禁
兵
器
の

私
有
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
弩
一
張
の
私
有
は
徒
二
年
半
と
い
う
軽
事
で
あ
り
、
甲
一
領
の
私
有
は
流
二
千
里
と
い
う

重
事
で
あ
る
。
弩
四
張
の
私
有
は
流
二
千
里
、
弩
五
張
の
私
有
は
絞
で
あ
る
。
弩
四
張
の
私
有
に
弩
一
張
の
私
有
と
い
う
軽
事
を
加

え
た
場
合
を
擅
興
律
二
〇
条
が
絞
と
す
る
か
ら
に
は
、
弩
四
張
の
私
有
に
甲
一
領
な
い
し
二
領
の
私
有
と
い
う
重
事
を
加
え
た
場
合

は
絞
と
す
べ
き
で
あ
る

(

�)

。

挙
重
明
軽
の
【
事
例
�
】【
事
例
�
】【
事
例
�
】
は
刑
名
未
定
の
行
為
を
罪
な
し
と
し
、【
事
例
�
】
前
半
は
刑
名
を
定
め
、【
事

例
�
】【
事
例
�
】【
事
例
	
】
は
減
等
を
認
め
る
。
こ
れ
ら
は
刑
名
未
定
の
行
為
の
刑
名
を

(

罪
な
し
と
す
る
こ
と
を
含
め
て)

定
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め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、【
事
例
�
】
は
既
存
の
律
条
か
ら
得
ら
れ
る
不
合
理
な
刑
名
を
挙
重
明
軽
の
名
の
も
と
に

改
め
る
も
の
で
あ
る
。

挙
軽
明
重
の
【
事
例
�
】【
事
例
�
】
は
刑
名
未
定
の
行
為
の
刑
名
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。【
事
例
�
】
は
当
該
行
為
へ
の
蔭
の

適
用
に
よ
る
刑
の
減
免
を
排
除
し
、【
事
例
�
】
か
ら
【
事
例
�
】
は
当
該
行
為
を
十
悪
に
入
れ
、【
事
例
�
】
は
当
該
行
為
に
除
名

を
附
加
し
、【
事
例
	
】
と
【
事
例


】
後
半
は
当
該
行
為
に
よ
る
畜
産
の
殺
傷
に
対
す
る
減
価
の
備
償
を
附
加
す
る
。【
事
例
�
】

と
【
事
例
�
】
か
ら
【
事
例
	
】
お
よ
び
【
事
例


】
後
半
は
刑
名
既
定
の
行
為
へ
の
附
加
的
措
置
の
適
用
の
是
非
を
定
め
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、【
事
例
�
】【
事
例
�
】
は
既
存
の
律
条
か
ら
得
ら
れ
る
不
合
理
な
刑
名
を
挙
軽
明
重
の
名
の
も
と
に

改
め
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
は

｢

既
存
の
法
条
が
刑
名
や
附
加
的
措
置
を
定
め
な
い
甲
行
為
を
処
断
す
べ
き
と
き
、
法

欠
缺
の
補
充
を
目
的
と
し
て
、
甲
行
為
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
乙
行
為
と
甲
行
為
と
の
軽
重
を
比
較
し
た
う
え
で
、
乙
行
為
を

処
断
す
る
法
条
の
刑
名
や
附
加
的
措
置
を
甲
行
為
に
援
用
す
る
技
法｣

で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、｢

既
存
の
法
条
が
甲
行
為
に
つ
い

て
定
め
る
刑
名
が
不
合
理
で
あ
る
と
き
、
そ
の
不
合
理
を
改
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
甲
行
為
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
乙
行

為
と
甲
行
為
と
の
軽
重
を
比
較
し
た
う
え
で
、
乙
行
為
を
処
断
す
る
法
条
の
刑
名
を
甲
行
為
に
援
用
す
る
技
法｣

で
も
あ
る
。
こ
れ

は
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
が
用
い
ら
れ
る
場
面
を
、
名
例
律
五
〇
条
の

｢

罪
を
断
ず
る
に
し
て
正
条
な
く｣

と
い
う
字
句
を
前
提
と

し
て
、
た
と
え
ば
小
野
清
一
郎
氏
の
よ
う
に

｢

処
罰
を
必
要
と
す
る
に
拘
ら
ず
、
こ
れ
に
該
当
す
る
明
文
の
存
在
し
な
い
場
合

(

)｣

と

す
る
理
解
な
ど
が
、
ほ
と
ん
ど
指
摘
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
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四

比
附
の
理
解

比
附
は
主
と
し
て
類
推
と
の
関
係
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
仁
井
田
陞
氏
は

｢｢

比
附｣

と
い
う
の
は
、
刑
法
こ
と
に
犯
罪

構
成
要
件
に
つ
い
て
の
類
推
解
釈

一
つ
の
事
項
の
た
め
の
法
規
を
他
の
類
似
の
事
項
に
推
し
及
ぼ
し
て
解
釈
適
用
す
る
こ
と

の
一
場
合
で
あ
る｣

、
戴
炎
輝
氏
は

｢

比
附
と
は
、
あ
る
事
項
の
規
定
を
、
類
似
の
事
項
に
推
し
及
ぼ
し
て
適
用
す
る
こ
と
を

い
う
。
逆
に
い
え
ば
、
今
、
甲
事
項
に
は
よ
る
べ
き
条
文
が
な
く
、
そ
れ
を
乙
事
項
に
比
附
し
て
、
乙
事
項
の
規
定
を
類
推
適
用
す

る
と
い
う
意
味
で
あ
る｣
と
し
て
、
比
附
を
類
推
と
同
視
す
る

(

�)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
村
茂
夫
氏
は

｢

類
推
が
、
法
の
規
定
を
論
理
的
に
分
析
し
て
そ
の
意
義
を
確
定
し
、
或
る
事
案
が
法
規
範
を

構
成
す
る
言
葉
に
包
摂
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
推
論
す
る
た
め
に
抽
象
化
の
思
考
過
程
が
踏
ま
れ
る
…
…
も
の
と
は
異
な
り
、
比
附
は
、

事
案
に
共
通
な
本
質
的
部
分
を
、
い
わ
ば
よ
り
大
き
な
角
度
で
捉
え
て
類
似
性
を
求
め
た
も
の
と
い
え
る｣

、
滋
賀
秀
三
氏
は

｢

類

推
に
お
い
て

�類
似
性
�
は
、
…
…
法
の
適
用
の
対
象
と
な
る
事
物
相
互
間
の
類
似
性
と
し
て
観
念
さ
れ
機
能
す
る
に
対
し
て
、
比

附
に
お
い
て

�類
似
性
�
は
、
犯
罪
構
成
要
件
相
互
間
の
類
似
性
と
し
て
観
念
さ
れ
機
能
す
る｣

、
陳
新
宇
氏
は

｢

類
推
と
比
較
す

る
と
、
比
附
は
類
似
の
規
則
の
尋
出
と
同
時
に
、
伝
統
的
立
法
の
絶
対
的
法
定
刑
と
い
う
要
素
の
た
め
に
、
最
終
的
な
刑
罰
を
基
本

的
に
決
定
す
る
も
の
で
あ
る

(

比
附
し
て
一
等
を
加
減
す
る
情
況
を
除
く)

。
ま
た
、
近
代
的
刑
法
が
相
対
的
法
定
刑
を
採
用
し
、

定
罪
と
量
刑
を
ふ
た
つ
の
段
階
に
分
け
て
進
め
る
の
と
は
異
な
り
、
比
附
と
い
う

�法
の
尋
出
�
の
過
程
は
、
定
罪
と
量
刑
の
ふ
た

つ
の
任
務
を
含
ん
で
い
る
と
も
い
え
る｣

と
し
て
、
比
附
と
類
推
と
の
区
別
を
明
確
に
主
張
す
る

(

�)

。
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
同
様

に
、
比
附
も
近
代
西
欧
的
な
解
釈
技
法
の
種
別
に
あ
て
は
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
類
推
と
の
同
異
に
先
ん
じ
て
、
比
附
の
技
法
や
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目
的
を
理
解
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
。

比
附
の
技
法
に
つ
い
て
、
荻
生
徂
徠
は

｢

罪
人
を
さ
ば
く
と
き
、
其
罪
、
律
の
内
に
見
え
ず
、
正
し
く
そ
れ
に
あ
た
る
条
目
な
き

と
き
の
さ
ば
き
な
り
。
…
…
該
載
不
尽
事
理
と
は
、
か
ね
の
せ
つ
く
さ
ぬ
事
理
と
云
こ
と
な
り
。
引
律
比
附
と
は
、
律
の
本
文
に
な

き
と
き
は
、
律
意
を
以
て
律
の
文
の
似
よ
り
た
る
を
引
て
合
は
す
る
を
比
附
と
云｣

と
説
く
。
中
村
茂
夫
氏
は

｢

具
体
的
事
件
に
適

用
す
べ
き
該
当
条
文
が
律
に
な
い
た
め
に
、
何
ら
か
の
意
味
で
そ
の
事
件
に
類
似
す
る
犯
罪
の
規
定
で
あ
る
と
看
做
さ
れ
た
罰
条
が

律
文
の
中
に
求
め
ら
れ
、
当
該
事
件
を
こ
れ
に
比
附
し
て
処
断｣

す
る
こ
と
と
す
る
。
滋
賀
秀
三
氏
は

｢

比
附
と
は
、
法
に
明
文
の

な
い
事
犯
に
つ
い
て
、
性
質
の
類
似
す
る
他
の
条
項
を
量
刑
の
尺
度
と
し
て
借
用
す
る
操
作
で
あ
る｣

と
述
べ
る
。
劉
俊
文
氏
は

｢

比
附
断
罪
と
は
、
罪
人
の
犯
行
に
適
用
す
る
律
の
正
条
の
な
い
と
き
に
、
類
似
の
律
条
に
な
ぞ
ら
え
、
あ
る
い
は
既
往
の
判
例
に

な
ぞ
ら
え
て
処
断
す
る
も
の
で
あ
る｣
と
す
る
。
黄
源
盛
氏
は

｢

伝
統
中
国
刑
律
中
の

｢

比
附｣

は
、
法
律
に
明
文
の
規
定
が
な
い

と
い
う
情
況
の
も
と
に
、
も
っ
と
も
類
似
し
た
条
項
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
案
例
に
比
照
し
て
罪
刑
を
判
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
制

度
で
あ
る｣

と
述
べ
る
。
陳
新
宇
氏
は

｢

唐
宋
律
中
の

�比
附
�
の
作
用
を
巨
視
的
に
い
え
ば
、
規
則
に
は
限
り
が
あ
り
情
偽
に
は

窮
ま
り
が
な
い
と
い
う
情
況
の
も
と
、
法
律
の
遺
漏
を
弥
縫
し
、
犯
罪
に
打
撃
を
加
え
る
こ
と
で
あ
り
、
微
視
的
に
い
え
ば
、
具
体

的
な
犯
罪
類
型
の
中
に
、
適
当
な
罪
名
あ
る
い
は
量
刑
の
準
則
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る｣

と
説
明
す
る

(

�)

。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
ほ
と

ん
ど
一
致
し
て
明
律
・
名
例
律
・
断
罪
無
正
条
条

(

第
一
節
所
掲)
を
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
る
。

比
附
の
目
的
は
、
滋
賀
秀
三
、
戴
炎
輝
、
中
村
茂
夫
の
各
氏
に
よ
っ
て
、
前
近
代
中
国
の
律
が
個
別
具
体
的
に
示
さ
れ
る
罪
名
と

一
対
一
対
応
で
刑
名
を
定
め
る
絶
対
的
法
定
刑
主
義
を
採
用
し
、
罪
刑
の
均
衡
を
追
求
す
る
構
成
要
件
の
細
目
化
・
特
殊
化
が
必
然

的
に
生
じ
る
罪
名
と
刑
名
の
欠
缺
の
補
充
に
求
め
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
明
律
・
名
例
律
・
断
罪
無
正
条
条
に
相
当
す
る
比
附
の
定
義
規
定
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を
唐
律
は
も
た
な
い
。｢

比
附｣

と
い
う
字
句
を
含
む
唯
一
の
律
条
で
あ
る
断
獄
律
二
〇
条
も
そ
の
定
義
規
定
で
は
な
い
。

諸
そ
赦
前
に
罪
を
断
じ
て
当
ら
ざ
る
者
は
、
若
し
軽
き
を
処
し
て
重
き
と
為
し
た
れ
ば
、
宜
し
く
改
め
て
軽
き
に
従
ふ
べ
し
。

重
き
を
処
し
て
軽
き
と
為
し
た
れ
ば
、
即
ち
軽
法
に
依
る
。
其
れ
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
の
者
は
、
常
律
に
依
る

[

常
赦
の
免
ぜ

ざ
る
所
の
者
と
は
、
赦
に
会
ふ
と
雖
も
猶
ほ
死
に
処
し
、
及
び
流
と
し
、
若
し
く
は
除
名
、
免
所
居
官
、
及
び
移
郷
す
る
者
を

謂
ふ]

。
即
し
赦
書
、
罪
名
を
定
め
、
合
に
軽
き
に
従
ふ
べ
き
者
は
、
又
た
律
を
引
き
比
附
し
て
重
き
に
入
る
る
を
得
ず
。
違

ひ
た
る
者
は
、
各
�
故
失
を
以
て
論
ず
。

比
附
の
定
義
は
律
疏
に
求
め
ら
れ
る
。
雑
律
六
二
条
疏

(

第
一
節
所
掲)

は
、
律
令
に
直
接
処
罰
を
規
定
す
る
正
文
の
な
い
行
為
の

処
断
法
と
し
て
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
、
不
応
為
条
の
適
用
と
と
も
に
、
比
附
を
併
記
す
る
。
賊
盗
律
一
三
条
問
答
第
二

｢

金
科

に
節
制
な
き
と
雖
も
、
亦
た
須
ら
く
比
附
し
て
刑
を
論
ず
べ
し
。
豈
に
律
に
在
り
て
条
な
き
が
為
に
、
遂
に
独
り
僥
倖
を
為
さ
し
め

ん
や｣

、
戸
婚
律
四
二
条
疏

｢

律
に
文
な
き
と
雖
も
、
即
ち
須
ら
く
比
例
し
て
科
断
す
べ
し｣

な
ど
の
疏
文
も
、
比
附
が
欠
缺
補
充

の
手
法
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
律
疏
は
、
比
附
を

｢
既
存
の
法
条
が
刑
名
を
定
め
な
い
甲
行
為
を
処
断
す
べ
き
と
き
、
法
欠
缺
の
補

充
を
目
的
と
し
て
、
甲
行
為
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
乙
行
為
を
処
断
す
る
法
条
の
刑
名
を
甲
行
為
に
援
用
す
る
技
法｣

と
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
戴
炎
輝
氏
は｢

比
附
は
通
常
、
あ
る
行
為
を
、
罪
名
の
あ
る
他
の
行
為
に
比
附
し
て
、
行
為
者
の
僥
倖(

法
外
へ
の
逍
遙)

を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
あ
る
罪
条
が
凡
犯

(

凡
人
・
常
罪)

を
そ
の
対
象
と
し
て
、
情
状
に
よ
る
加
減
の
明
文

を
缺
く
と
き
は
、
他
の
条
文
に

(

比
較
的
詳
細
で
あ
る
た
め)

比
附
し
て
、
そ
の
刑
を
加
減
す
る
こ
と
も
あ
る｣

と
指
摘
す
る
。
中

村
茂
夫
氏
は

｢

細
目
化
さ
れ
た
或
る
条
文
に
比
照
し
て
、
そ
こ
に
定
め
ら
れ
た
刑
を
そ
の
ま
ま
科
し
た
の
で
は
、｢

法
重
く
し
て
情
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軽
し｣

(

ま
た
は

｢

情
重
く
し
て
法
軽
し｣)

と
い
う
結
果
を
免
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
刑
を
加
重
・
減
軽
す

る
操
作
が
求
め
ら
れ
る
…
…
。
こ
の
刑
の
加
減
は
、
ま
さ
し
く
法
の
仕
組
か
ら
す
る
必
然
で
あ
り
、
専
ら
犯
罪
と
刑
罰
と
の
均
衡
を

得
さ
せ
、｢
情
罪
平
允｣

の
結
果
を
求
め
て
の
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い｣

と
し
て

｢

比
附
が
事
柄
の
重
大
性
の
較
量
に
立
っ
て
、
情

理
に
叶
っ
た
相
応
の
刑
罰
を
求
め
て
行
わ
れ
た｣

こ
と
を
述
べ
る
。
寺
田
浩
明
氏
は
、
既
存
の
条
項
が
あ
っ
て
も

｢

敢
え
て
情
の
違

い
を
言
い
立
て
て
そ
の

｢

情｣

を
現
行
条
文
の
中
か
ら
切
り
取
っ
て
別
置
き
し
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
現
行
法
と
は
違
っ
た
量
刑
判

断
を
下
す

(

そ
う
し
た
操
作
を
正
文
が
無
い
と
い
う
名
目
下
で
行
う)

作
業｣

も
比
附
に
含
ま
れ
る
と
す
る
。
陳
新
宇
氏
は
、
比
附

に
は

｢

名
分
の
比
附｣

｢
類
推
式
の
比
附｣

｢

特
別
な
比
附｣

の
三
類
型
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、｢

比
附
は
類
推
を
包
括
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
特
殊
な
様
相
を
も
有
し
て
い
る
。
名
分
の
比
附
か
ら
は
、
我
々
は
古
代
法
に
お
け
る

�正
名
�
の
重
要
性

を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
的
な
視
角
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
罪
を
入
れ
る
必
要
の
た
め
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
角

度
か
ら
い
え
ば
、
古
人
の

�無
正
条
�
は
適
当
な
名
分
の
規
範
が
な
い
こ
と
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
近
代
罪
刑
法
定
の
前
提
で

あ
る

�法
に
明
文
の
規
定
が
な
い
�
と
い
う
理
解
と
は
完
全
に
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
別
な
比
附
か
ら
は
、
我
々
は
比
附

が
構
成
要
件
の
類
似
性
を
超
越
し
、
�厳
格
な
形
式
主
義
の
拘
束
を
受
け
な
い
�
と
い
う
一
面
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る｣

と
す

る

(

�)

。
こ
れ
ら
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
比
附
は

｢

既
存
の
法
条
が
甲
行
為
に
つ
い
て
定
め
る
刑
名
が
不
合
理
で
あ
る
と
き
、
そ
の
不
合
理

を
改
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
甲
行
為
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
乙
行
為
を
処
断
す
る
法
条
の
刑
名
を
甲
行
為
に
援
用
す
る
技

法｣

を
も
含
む
こ
と
に
な
る
。
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五

比
附
の
事
例

比
附
に
対
す
る
理
解
の
妥
当
性
も
史
料
に
即
し
て
検
証
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
律
疏
の
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と

を
示
す
事
例
、
な
ら
び
に
先
学
に
よ
り
比
附
と
さ
れ
る
事
例
を
扱
う

(

�)

。

【
事
例
�
】
賊
盗
律
一
三
条
問
答
第
二

又
た
問
ふ
。
主
、
人
に
殺
さ
れ
、
部
曲
・
奴
婢
、
私
和
し
て
財
を
受
け
、
官
府
に
告
さ
ず
。
合
に
何
の
罪
を
得
べ
き
や
。

答
へ
て
曰
く
。
奴
婢
・
部
曲
は
、
身
は
主
に
繋
が
る
。
主
、
人
に
殺
さ
る
れ
ば
、
侵
害
さ
る
る
こ
と
極
め
て
深
し
。
其
れ
財
を

受
け
て
私
和
し
、
殺
を
知
り
て
告
さ
ざ
る
あ
れ
ば
、
金
科
に
節
制
な
き
と
雖
も
、
亦
た
須
ら
く
比
附
し
て
刑
を
論
ず
べ
し
。
豈

に
律
に
在
り
て
条
な
き
が
為
に
、
遂
に
独
り
僥
倖
を
為
さ
し
め
ん
や
。
然
る
に
奴
婢
・
部
曲
は
、
法
に
主
の
為
に
隠
す
。
其
れ

私
和
し
、
告
さ
ざ
る
あ
れ
ば
、
罪
を
得
る
こ
と
並
び
に
子
孫
に
同
じ
。

｢

須
ら
く
比
附
し
て
刑
を
論
ず
べ
し｣

と
い
う
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
親
属
の
殺
害
者
か
ら
財
物
を
領
得
し
て
私
的

に
和
解
す
る
私
和
、
お
よ
び
親
属
が
殺
害
さ
れ
た
事
実
を
知
り
つ
つ
官
司
に
告
言
し
な
い
不
告
に
関
す
る
賊
盗
律
一
三
条

｢

諸
そ
祖

父
母
父
母
、
及
び
夫
、
人
の
殺
す
所
と
な
り
、
私
和
し
た
る
者
は
、
流
二
千
里
。
期
親
は
徒
二
年
半
。
大
功
以
下
は
遞
�
一
等
を
減

ず
。
財
を
受
く
る
こ
と
重
き
者
は
、
各
�
盗
に
準
じ
て
論
ず
。
私
和
せ
ざ
る
と
雖
も
、
期
以
上
の
親
を
殺
さ
る
る
を
知
り
、
三
十
日

を
経
て
告
さ
ざ
る
者
は
、
各
�
二
等
を
減
ず｣

は
、
祖
父
母
父
母
を
殺
害
さ
れ
た
子
孫
に
よ
る
私
和
を
流
二
千
里
、
不
告
を
徒
二
年

半
と
す
る
。
中
村
茂
夫
氏
が
い
う
よ
う
に
、
賊
盗
律
一
三
条
の
趣
旨
が
、
と
く
に
祖
父
母
父
母
を
殺
害
さ
れ
た
子
孫
が

｢

儒
教
理
念
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に
よ
る
な
ら
ば
或
は
復
讎
す
べ
き
ほ
ど
で
あ
る
も
の
を
、
逆
に
讎
と
私
和
し
、
剰
え
財
を
受
け
、
又
は
官
に
告
げ
ぬ
と
は
、
そ
の
道

義
に
反
す
る
や
極
ま
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
責
め
る

(

�)｣

こ
と
に
あ
る
な
ら
ば
、
祖
父
母
父
母
に
対
す
る
子
孫
と
同
等
以
上
の
従
属
性

を
主
に
対
し
て
も
つ
部
曲
・
奴
婢
に
よ
る
私
和
・
不
告
も
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
が
、
賊
盗
律
一
三
条
は
部
曲
・
奴
婢
に
よ
る
私
和
・

不
告
を
規
定
し
な
い
。
罪
人
蔵
匿
の
免
責
に
関
す
る
名
例
律
四
六
条

｢

諸
そ
同
居
、
若
し
く
は
大
功
以
上
の
親
、
及
び
外
祖
父
母
、

外
孫
、
若
し
く
は
孫
の
婦
、
夫
の
兄
弟
、
及
び
兄
弟
の
妻
、
罪
あ
り
て
相
ひ
為
に
隠
し
、
部
曲
・
奴
婢
、
主
の
為
に
隠
し
た
れ
ば
、

皆
な
論
ず
る
な
し｣
は
、
子
孫
に
よ
る
祖
父
母
父
母
の
蔵
匿
と
同
様
に
、
部
曲
・
奴
婢
に
よ
る
主
の
蔵
匿
を
罪
と
し
な
い
。
子
孫
の

祖
父
母
父
母
に
対
す
る
関
係
と
部
曲
・
奴
婢
の
主
に
対
す
る
関
係
と
の
間
に
は
服
紀
な
ど
の
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、

名
例
律
四
六
条
に
よ
り
近
似
性
が
確
認
さ
れ
る
。
賊
盗
律
一
三
条
が
祖
父
母
父
母
を
殺
害
さ
れ
た
子
孫
に
よ
る
私
和
を
流
二
千
里
、

不
告
を
徒
二
年
半
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
主
を
殺
害
さ
れ
た
部
曲
・
奴
婢
に
よ
る
私
和
も
流
二
千
里
、

不
告
は
徒
二
年
半
と
す
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
廐
庫
律
一
三
条
疏

其
れ
車
船
・
碾
磑
・
邸
店
の
類
も
て
、
私
自
に
借
り
、
若
し
く
は
人
に
借
し
、
及
び
之
を
借
り
る
あ
り
た
る
者
は
、
亦
た
庸
賃

を
計
り
、
各
�
奴
婢
・
畜
産
を
借
り
た
る
と
同
じ
。
律
に
文
な
き
と
雖
も
、
犯
す
所
は
相
ひ
類
す
。
職
制
律
に
、
監
臨
の
官
、

監
臨
す
る
所
よ
り
、
及
び
牛
馬
駝
騾
驢
・
車
船
・
邸
店
・
碾
磑
を
借
り
た
れ
ば
、
各
�
庸
賃
を
計
り
、
受
所
監
臨
財
物
を
以
て

論
ず
、
と
。
計
る
に
車
船
・
碾
磑
の
類
を
借
り
た
る
は
、
理
に
畜
産
を
借
り
た
る
と
殊
な
ら
ず
。
故
に
此
の
条
に
附
し
、
例
に

準
じ
て
坐
と
為
す
。
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｢

犯
す
所
は
相
ひ
類
す｣

｢

此
の
条
に
附
し｣

な
ど
の
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
監
臨
主
守
の
官
員
に
よ
る
官
奴
婢
・

畜
産
の
借
取

(

�)

に
関
す
る
廐
庫
律
一
三
条

｢

諸
そ
監
臨
主
守
、
官
奴
婢
及
び
畜
産
を
以
て
、
私
自
に
借
り
、
若
し
く
は
人
に
借
し
、
及

び
之
を
借
り
た
る
者
は
、
笞
五
十
。
庸
を
計
り
て
重
き
者
は
、
受
所
監
臨
財
物
を
以
て
論
ず
。
駅
驢
は
一
等
を
加
ふ
。
即
し
駅
馬
を

借
し
、
及
び
之
を
借
り
た
る
者
は
、
杖
一
百
。
五
日
は
徒
一
年
。
庸
を
計
り
て
重
き
者
は
、
上
法
に
従
ふ
。
即
し
駅
長
、
私
に
人
に

馬
驢
を
借
し
た
る
者
は
、
各
�
一
等
を
減
じ
、
罪
は
杖
一
百
に
止
む｣

は
、
監
臨
下
の
官
奴
婢
・
畜
産
を
私
的
に
借
取
し
、
あ
る
い

は
他
人
に
転
借
し
、
そ
の
転
借
を
受
け
た
者
を
、
笞
五
十
を
下
限
に
受
所
監
臨
財
物
を
以
て
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
借
物
の
庸
賃
を
贓

と
み
な
し
て
、
職
制
律
五
〇
条

｢

諸
そ
監
臨
の
官
、
監
臨
す
る
所
よ
り
財
物
を
受
け
た
る
者
は
、
一
尺
は
笞
四
十
。
一
疋
ご
と
に
一

等
を
加
へ
、
八
疋
は
徒
一
年
。
八
疋
ご
と
に
一
等
を
加
へ
、
五
十
疋
は
流
二
千
里｣

か
ら
得
ら
れ
る
刑
を
、
笞
五
十
を
下
限
と
し
て

適
用
す
る
。
刑
の
上
限
は
流
二
千
里
で
あ
る
。
借
物
が
駅
驢
で
あ
れ
ば
一
等
を
加
え
、
杖
六
十
か
ら
流
二
千
五
百
里
と
な
る
。
廐
庫

律
一
三
条
が
受
所
監
臨
財
物
を
以
て
論
ず
る
借
物
と
す
る
の
は
官
奴
婢
、
畜
産
、
駅
驢
で
あ
り

(

駅
馬
に
つ
い
て
は
別
の
量
刑
規
定

を
定
め
る)

、
車
船
・
碾
磑
・
邸
店
の
類
を
規
定
し
な
い
。
職
制
律
五
三
条

｢

諸
そ
監
臨
の
官
、
私
に
監
臨
す
る
所
を
役
使
し
、
及

び
奴
婢
・
牛
馬
駝
騾
驢
・
車
船
・
碾
磑
・
邸
店
の
類
を
借
り
た
れ
ば
、
各
�
庸
賃
を
計
り
、
受
所
監
臨
財
物
を
以
て
論
ず｣

は
、
監

臨
官
に
よ
る
監
臨
下
の
私
人
か
ら
の
借
取
を
、
庸
賃
を
贓
と
み
な
し
て
受
所
監
臨
財
物
を
以
て
論
じ
、
奴
婢
・
牛
馬
駝
騾
驢
・
車
船
・

碾
磑
・
邸
店
の
類
を
同
列
に
借
物
と
し
て
規
定
す
る
。
奴
婢
・
畜
産
と
車
船
・
碾
磑
・
邸
店
の
類
と
の
間
に
は
借
物
と
し
て
の
軽
重

を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
職
制
律
五
三
条
に
よ
り
近
似
性
が
確
認
さ
れ
る
。
廐
庫
律
一
三
条
が
監
臨
主
守
の
官
員
に
よ
る
監

臨
下
の
官
奴
婢
・
畜
産
の
私
的
な
借
取
な
ど
を
笞
五
十
を
下
限
に
受
所
監
臨
財
物
を
以
て
論
ず
る
の
な
ら
、
そ
れ
と
の
間
に
近
似
性

が
存
す
る
監
臨
主
守
の
官
員
に
よ
る
監
臨
下
の
車
船
・
碾
磑
・
邸
店
の
類
の
私
的
な
借
取
な
ど
も
笞
五
十
を
下
限
に
受
所
監
臨
財
物
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を
以
て
論
ず
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
賊
盗
律
一
〇
条
問
答
第
一
・
第
二

問
ひ
て
曰
く
。
父
祖
・
子
孫
、
見
に
囚
禁
せ
ら
れ
て
劫
取
せ
ん
と
欲
し
、
乃
て
誤
ち
て
祖
・
孫
を
殺
傷
す
。
或
は
囚
を
窃
み
て

他
人
を
過
失
殺
傷
す
。
各
�
合
に
何
の
罪
た
る
べ
き
や
。

答
へ
て
曰
く
。
律
に
拠
る
に
、
囚
を
劫
し
た
る
者
は
流
三
千
里
、
人
を
傷
つ
け
、
及
び
死
囚
を
劫
し
た
る
者
は
絞
、
人
を
殺
し

た
る
者
は
皆
な
斬
、
と
。
此
の
律
意
に
拠
る
に
、
本
と
為
に
傍
人
を
殺
傷
す
。
若
し
誤
ち
て
劫
せ
ら
る
る
の
囚
を
殺
傷
す
る
あ

り
た
れ
ば
、
止
だ
囚
を
劫
し
た
る
の
坐
を
得
る
の
み
。
若
し
其
れ
誤
ち
て
父
祖
を
殺
し
た
れ
ば
、
罪
を
論
ず
る
こ
と
囚
を
劫
し

た
る
よ
り
重
し
。
既
に
是
れ
誤
ち
に
因
り
て
殺
し
た
れ
ば
、
須
ら
く
過
失
の
法
に
依
る
べ
し
。
其
れ
囚
を
窃
み
た
る
に
因
り
て

他
人
を
過
失
殺
傷
し
た
る
者
は
、
下
条
に
云
ふ
、
盗
に
因
り
て
他
人
を
過
失
殺
傷
し
た
る
者
は
、
闘
殺
傷
を
以
て
論
ず
、
死
に

至
る
者
は
加
役
流
、
と
。
既
に
囚
を
窃
み
た
る
の
事
は
、
盗
に
因
る
の
罪
に
類
し
、
其
の
過
失
あ
る
も
、
彼
此
殊
な
ら
ず
。
人

を
殺
傷
し
た
る
者
も
、
亦
た
人
を
闘
殺
傷
し
た
る
に
依
り
て
論
じ
、
応
に
死
に
至
る
べ
き
者
は
加
役
流
の
坐
に
従
ふ
。
其
れ
誤

殺
傷
の
本
法
に
、
囚
を
窃
み
て
未
だ
得
ざ
る
よ
り
軽
き
者
あ
れ
ば
、
即
ち
重
き
に
従
ひ
て
科
す
。

又
た
問
ふ
。
囚
を
窃
み
て
亡
げ
、
人
に
追
捕
せ
ら
れ
、
囚
を
棄
て
て
逃
走
し
、
後
に
始
め
て
拒
格
し
、
因
り
て
殺
傷
す
。
罪
は

囚
を
劫
し
た
る
に
同
じ
く
す
る
や
以
否
や
。

答
へ
て
曰
く
。
下
条
に
、
窃
盗
発
覚
し
、
財
を
棄
て
て
逃
走
し
、
因
り
て
相
ひ
拒
捍
す
、
此
の
如
き
の
類
、
事
に
因
縁
あ
り
た

る
者
は
、
強
盗
に
非
ず
、
と
。
今
の
者
は
囚
を
窃
み
て
亡
げ
、
囚
を
棄
て
て
逃
走
し
た
れ
ば
、
理
に
窃
盗
発
覚
し
、
財
を
棄
て
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て
逃
走
し
た
る
と
義
同
じ
。
止
だ
拒
捕
に
し
て
科
す
る
を
得
、
囚
を
劫
し
た
る
の
坐
に
同
じ
く
せ
ず
。

｢
盗
に
因
る
の
罪
に
類
し｣

｢

理
に
…
…
義
同
じ｣

な
ど
の
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

問
答
第
一
は
囚
を
窃
取
す
る
窃
囚
の
際
の
第
三
者
の
過
失
殺
傷
を
扱
う
。
囚
を
強
取
す
る
劫
囚
と
窃
囚
に
関
す
る
賊
盗
律
一
〇
条

｢

諸
そ
囚
を
劫
し
た
る
者
は
流
三
千
里
。
人
を
傷
つ
け
、
及
び
死
囚
を
劫
し
た
る
者
は
絞
。
人
を
殺
し
た
る
者
は
皆
な
斬

[

但
そ
劫

し
た
れ
ば
即
ち
に
坐
す
。
囚
を
得
る
を
須
た
ず]

。
若
し
囚
を
窃
み
て
亡
げ
た
れ
ば
、
囚
と
罪
を
同
じ
く
す

[

他
人
・
親
属
、
等
し]

。

窃
み
て
未
だ
得
ざ
れ
ば
二
等
を
減
ず
。
故
を
以
て
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
、
囚
を
劫
し
た
る
の
法
に
従
ふ｣

は
、
流
罪
以
下
の
囚
の

強
取
を
流
三
千
里
、
死
罪
囚
の
強
取
を
絞

(

�)

、
劫
囚
の
際
の
第
三
者
の
傷
害
を
絞
、
劫
囚
の
際
の
第
三
者
の
殺
害
を
斬
と
す
る
。
強
取

の
客
体
で
あ
る
囚
の
誤
殺
傷
は
、
闘
訟
律
三
五
条

｢

諸
そ
闘
殴
し
て
誤
ち
て
傍
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
、
闘
殺
傷
を
以
て
論
ず
。
死

に
至
る
者
は
一
等
を
減
ず｣

が
定
め
る
誤
殺
傷
と
は
せ
ず
、
劫
囚
だ
け
を
論
ず
る
。
た
だ
し
、
誤
殺
さ
れ
た
囚
が
劫
囚
犯
の
父
祖
で

あ
れ
ば
、
闘
訟
律
二
八
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
よ
り
祖
父
母
父
母
の
過
失
殺
と
し
て
流
三
千
里
と
な
る
。
名
例
律
一
一
条

｢

其

れ
加
役
流
、
反
逆
縁
坐
流
、
子
孫
犯
過
失
流
、
不
孝
流
、
及
び
会
赦
猶
流
の
者
は
、
各
�
減
贖
す
る
を
得
ず
。
除
名
、
配
流
す
る
こ

と
法
の
如
し｣

は
、
祖
父
母
父
母
の
過
失
殺
を
五
流
に
入
れ
る
の
で
、
刑
は
同
じ
流
三
千
里
で
も
、
罪
は
祖
父
母
父
母
の
過
失
殺
の

方
が
重
い
。
賊
盗
律
一
〇
条
は
窃
囚
を
囚
の
本
罪
と
同
じ
と
す
る
か
ら
、
死
罪
囚
の
窃
取
は
絞
、
流
罪
囚
の
窃
取
は
流
刑
で
あ
る
。

窃
囚
の
際
の
第
三
者
の
殺
傷
は
劫
囚
の
際
の
第
三
者
の
殺
傷
と
同
じ
で
、
殺
害
は
斬
、
傷
害
は
絞
で
あ
る
。
窃
囚
の
際
の
第
三
者
の

過
失
殺
傷
は
規
定
が
な
い
。
こ
れ
に
、
闘
殴
の
際
の
第
三
者
の
殺
傷
を
闘
殺
傷
を
以
て
論
じ
、
死
に
至
れ
ば
流
三
千
里
と
す
る
闘
訟

律
三
五
条
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
賊
盗
律
四
二
条

｢

諸
そ
盗
に
因
り
て
人
を
過
失
殺
傷
し
た
る
者
は
、
闘
殺
傷
を
以
て
論

ず
。
死
に
至
る
者
は
加
役
流[

財
を
得
た
る
と
、
財
を
得
ざ
る
と
、
等
し
。
財
主
、
尋
逐
し
、
他
に
遇
ひ
て
死
し
た
る
者
は
非
な
り]｣
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は
、
窃
盗
の
際
の
過
失
殺
傷
を
闘
殺
傷
を
以
て
論
じ
、
死
に
至
れ
ば
加
役
流
と
す
る
。
窃
囚
と
窃
盗
と
の
間
に
は
贓
額
な
ど
の
軽
重

を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
客
体
の
窃
取
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
賊
盗
律
四
二
条
が
窃
盗
の
際
の
過
失
殺
傷
を
闘

殺
傷
を
以
て
論
じ
、
死
に
至
れ
ば
加
役
流
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
窃
囚
の
際
の
過
失
殺
傷
も
闘
殺
傷
を

以
て
論
じ
、
死
に
至
れ
ば
加
役
流
と
す
る
。
窃
囚
の
未
遂
は
既
遂
か
ら
の
二
等
減
、
す
な
わ
ち
囚
の
本
罪
か
ら
の
二
等
減
で
あ
る
か

ら
、
死
罪
囚
の
窃
取
の
未
遂
は
徒
三
年
、
流
罪
囚
の
窃
取
の
未
遂
は
徒
二
年
半
で
あ
る
。
窃
囚
の
際
の
第
三
者
の
過
失
殺
傷
の
刑
が

こ
れ
よ
り
軽
い
場
合
は
、
窃
囚
の
未
遂
の
刑
を
科
す
。

問
答
第
二
は
、
窃
囚
犯
が
逮
捕
を
避
け
る
た
め
に
囚
を
放
棄
し
て
逃
走
す
る
途
中
で
逮
捕
に
抵
抗
し
て
殺
傷
を
生
じ
た
場
合
を
扱

う
。
こ
れ
を
賊
盗
律
一
〇
条
が
定
め
る
劫
囚
の
際
の
殺
傷
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
賊
盗
律
三
四
条
註

｢

即
し
闌
遺
の
物
を
得
、

財
主
を
殴
撃
し
て
還
さ
ず
。
及
び
窃
盗
発
覚
し
、
財
を
棄
て
て
逃
走
し
、
財
主
、
追
補
し
、
因
り
て
相
ひ
拒
捍
す
。
此
の
如
き
の
類
、

事
に
因
縁
あ
り
た
る
者
は
、
強
盗
に
非
ず｣
は
、
窃
盗
犯
が
財
物
を
放
棄
し
て
逃
走
す
る
途
中
で
逮
捕
に
抵
抗
し
た
場
合
を
強
盗
と

し
な
い
。
そ
の
行
為
は
、
窃
盗
の
刑
と
捕
亡
律
二
条

｢

即
し
捕
ふ
る
に
拒
殴
し
た
る
者
は
、
本
罪
に
一
等
を
加
ふ
。
傷
つ
け
た
る
者

は
、
闘
傷
に
二
等
を
加
ふ
。
殺
し
た
る
者
は
斬｣

が
規
定
す
る
逮
捕
へ
の
抵
抗
・
殺
傷
の
刑
と
を
比
較
し
、
名
例
律
四
五
条

(

【
事

例
�
】
所
掲)

に
よ
り
、
重
い
方
の
刑
に
処
さ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
窃
囚
と
窃
盗
と
の
間
に
は
贓
額
な
ど
の
軽
重
を
は
か
る

基
準
は
存
し
な
い
が
、
客
体
の
窃
取
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
窃
盗
犯
が
財
物
を
放
棄
し
て
逃
走
す
る
途
中
で
逮
捕
に
抵

抗
し
て
殺
傷
を
生
じ
た
場
合
を
賊
盗
律
三
四
条
註
に
よ
り
窃
盗
の
刑
と
逮
捕
へ
の
抵
抗
・
殺
傷
の
刑
の
重
い
方
の
刑
に
処
す
る
の
な

ら
、
そ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
窃
囚
犯
が
囚
を
放
棄
し
て
逃
走
す
る
途
中
で
逮
捕
に
抵
抗
し
て
殺
傷
を
生
じ
た
場
合
も
窃
囚

の
刑
と
逮
捕
へ
の
抵
抗
・
殺
傷
の
刑
の
重
い
方
の
刑
に
処
す
る

(

�)

。
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【
事
例
�
】
戸
婚
律
四
二
条
疏

若
し
奴
の
為
に
客
女
を
娶
り
て
妻
と
為
す
あ
り
た
る
者
は
、
律
に
文
な
き
と
雖
も
、
即
ち
須
ら
く
比
例
し
て
科
断
す
べ
し
。
名

例
律
に
、
部
曲
と
称
す
る
者
は
、
客
女
も
同
じ
、
と
。
闘
訟
律
に
、
部
曲
、
良
人
を
殴
り
た
れ
ば
、
凡
人
に
一
等
を
加
ふ
、
奴

婢
は
又
た
一
等
を
加
ふ
、
其
れ
良
人
、
部
曲
を
殴
り
た
れ
ば
、
凡
人
よ
り
一
等
を
減
ず
、
奴
婢
は
又
た
一
等
を
減
ず
、
即
し
部

曲
・
奴
婢
、
相
ひ
殴
傷
殺
し
た
る
者
は
、
各
�
部
曲
と
良
人
と
相
ひ
殴
傷
殺
し
た
る
の
法
に
依
る
、
と
。
注
に
云
ふ
、
餘
条
の

良
人
・
部
曲
・
奴
婢
、
私
に
自
ら
犯
し
、
本
条
に
正
文
な
き
者
は
、
並
び
に
此
に
準
ず
、
と
。
奴
、
良
人
を
娶
り
た
れ
ば
徒
一

年
半
。
即
し
客
女
を
娶
り
た
れ
ば
、
一
等
を
減
じ
、
合
に
徒
一
年
た
る
べ
し
。
主
、
情
を
知
り
た
る
者
は
杖
九
十
。
因
り
て
籍

に
上
せ
て
婢
と
為
し
た
る
者
は
徒
三
年
。

｢

須
ら
く
比
例
し
て
科
断
す
べ
し｣
と
い
う
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
良
人
・
賤
人
間
、
あ
る
い
は
賤
人
間
の
殴
傷
の

加
減
例
を
定
め
る
闘
訟
律
一
九
条

(

【
事
例
４
】
所
掲)

は
、
部
曲
に
よ
る
良
人
の
殴
傷
は
凡
人
間
の
殴
傷
へ
の
一
等
加
、
奴
婢
に

よ
る
良
人
の
殴
傷
は
凡
人
間
の
殴
傷
へ
の
二
等
加
、
良
人
に
よ
る
部
曲
の
殴
傷
は
凡
人
間
の
殴
傷
か
ら
の
一
等
減
、
良
人
に
よ
る
奴

婢
の
殴
傷
は
凡
人
間
の
殴
傷
か
ら
の
二
等
減
を
原
則
と
す
る
。
良
人
・
部
曲
間
の
殴
傷
と
良
人
・
奴
婢
間
の
殴
傷
と
の
間
に
は
一
等

の
差
が
存
す
る
。
部
曲
・
良
人
間
の
殴
傷
は
奴
婢
・
部
曲
間
の
殴
傷
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
奴
婢
に
よ
る
部
曲
の
殴
傷
は
凡
人
間
の

殴
傷
へ
の
一
等
加
、
部
曲
に
よ
る
奴
婢
の
殴
傷
は
凡
人
間
の
殴
傷
か
ら
の
一
等
減
で
あ
る
。
良
人
・
奴
婢
間
の
殴
傷
と
部
曲
・
奴
婢

間
の
殴
傷
と
の
間
に
も
一
等
の
差
が
存
す
る
。
こ
の
等
差
は
、
闘
訟
律
一
九
条
註

(

【
事
例
４
】
所
掲)

に
よ
り
、
他
条
の
良
人
・

部
曲
・
奴
婢
間
の
私
相
犯
へ
と
準
用
さ
れ
る
。
良
人
・
奴
婢
間
の
婚
姻
に
関
す
る
戸
婚
律
四
二
条

｢

諸
そ
奴
の
与
に
良
人
の
女
を
娶

り
て
妻
と
為
し
た
る
者
は
徒
一
年
半
。
女
家
は
一
等
を
減
ず
。
之
を
離
す
。
其
れ
奴
、
自
ら
娶
り
た
る
者
も
、
亦
た
之
の
如
し
。
主
、
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情
を
知
り
た
る
者
は
杖
一
百
。
因
り
て
籍
に
上
せ
て
婢
と
為
し
た
る
者
は
流
三
千
里
。
即
し
妄
き
て
奴
婢
を
以
て
良
人
と
為
し
て
、

良
人
と
夫
妻
た
ら
し
め
た
る
者
は
徒
二
年

[

奴
婢
、
自
ら
妄
き
た
る
者
も
、
亦
た
同
じ]

。
各
�
之
を
還
正
す｣

は
、
奴
を
良
人
の

女
性
と
婚
姻
さ
せ
た
主
を
徒
一
年
半
、
女
家
を
徒
一
年
と
す
る
。
み
ず
か
ら
良
人
の
女
性
と
婚
姻
し
た
奴
は
徒
一
年
半
、
こ
れ
を
知
っ

て
容
認
し
た
主
は
杖
一
百
、
良
人
の
女
性
を
婢
と
し
て
戸
籍
に
登
載
し
た
主
は
流
三
千
里
で
あ
る
。
戸
婚
律
四
二
条
は
奴
と
良
人
の

女
性
と
の
婚
姻
を
規
定
す
る
が
、
奴
と
客
女
と
の
婚
姻
を
規
定
し
な
い
。
名
例
律
四
七
条
註

｢

部
曲
と
称
す
る
者
は
、
部
曲
の
妻
、

及
び
客
女
も
亦
た
同
じ｣
に
よ
れ
ば
、
奴
・
客
女
間
の
相
犯
は
奴
・
部
曲
間
の
相
犯
と
同
断
で
あ
る
。
奴
が
み
ず
か
ら
客
女
と
婚
姻

し
た
場
合
は
、
部
曲
・
奴
婢
間
の
私
相
犯
で
あ
る
か
ら
、
闘
訟
律
一
九
条
註
に
よ
り
、
み
ず
か
ら
良
人
の
女
性
と
婚
姻
し
た
場
合
の

徒
一
年
半
か
ら
一
等
を
減
じ
た
徒
一
年
と
な
る
。
し
か
し
主
が
奴
を
客
女
と
婚
姻
さ
せ
た
場
合
は
、
奴
婢
・
部
曲
間
の
私
相
犯
で
は

な
い
か
ら
、
闘
訟
律
一
九
条
註
に
よ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
戸
婚
律
四
二
条
は
、
奴
が
み
ず
か
ら
良
人
の
女
性
と
婚
姻
す
る
こ
と
と
、

主
が
奴
を
良
人
の
女
性
と
婚
姻
さ
せ
る
こ
と
と
の
間
に
刑
の
等
差
を
設
け
な
い
。
奴
が
み
ず
か
ら
客
女
と
婚
姻
す
る
こ
と
と
主
が
奴

を
客
女
と
婚
姻
さ
せ
る
こ
と
と
の
間
に
は
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
戸
婚
律
四
二
条
が
刑
の
等
差
を
設
け
な
い
こ
と
か

ら
近
似
性
が
推
認
さ
れ
る
。
客
女
と
み
ず
か
ら
婚
姻
し
た
奴
を
良
人
の
女
性
と
み
ず
か
ら
婚
姻
し
た
奴
の
徒
一
年
半
か
ら
闘
訟
律
一

九
条
註
に
よ
り
一
等
を
減
じ
た
徒
一
年
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
奴
を
客
女
と
婚
姻
さ
せ
た
主
も
奴
を
良

人
の
女
性
と
婚
姻
さ
せ
た
主
の
徒
一
年
半
か
ら
一
等
を
減
じ
た
徒
一
年
と
す
る
。
奴
と
婚
姻
し
た
客
女
を
婢
と
し
て
戸
籍
に
登
載
し

た
主
も
、
同
様
に
流
三
千
里
か
ら
一
等
を
減
じ
た
徒
三
年
と
す
る
。
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【
事
例
�
】
賊
盗
律
四
五
条
疏

註
に
云
ふ
、
因
り
て
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
、
強
盗
の
法
に
同
じ
、
と
。
謂
ふ
こ
こ
ろ
、
人
を
略
し
て
拒
闘
せ
ら
る
る
に
因
り

て
、
或
は
殺
し
、
若
し
く
は
傷
つ
け
た
れ
ば
、
強
盗
の
法
に
同
じ
。
既
に
強
盗
の
法
に
同
じ
け
れ
ば
、
略
に
因
り
て
傍
人
を
殺

傷
し
た
る
も
亦
た
同
じ
。
略
に
因
り
て
人
を
傷
つ
け
た
れ
ば
、
人
を
略
し
て
得
ざ
る
と
雖
も
、
亦
た
合
に
絞
罪
た
る
べ
し
。
其

れ
人
を
略
し
て
亦
た
奴
婢
と
為
し
て
得
ず
、
又
た
人
を
傷
つ
け
ざ
れ
ば
、
強
盗
不
得
財
を
以
て
、
徒
二
年
た
り
。
部
曲
と
為
す

を
擬
り
た
れ
ば
徒
一
年
半
。
妻
妾
・
子
孫
と
為
す
を
擬
り
た
る
者
は
徒
一
年
。
律
に
在
り
て
正
文
な
き
と
雖
も
、
解
く
者
は
須

ら
く
犯
状
を
尽
し
、
軽
重
を
消
息
し
、
類
を
以
て
之
を
断
ず
べ
し
。
奴
婢
と
為
し
た
る
者
は
、
即
ち
強
盗
十
疋
と
相
い
似
た
り
。

故
に
人
を
略
し
て
得
ざ
れ
ば
、
唯
だ
徒
二
年
た
り
。
部
曲
と
為
し
た
る
者
は
、
本
条
は
死
よ
り
一
等
を
減
ず
。
故
に
略
し
て
未

だ
得
ざ
れ
ば
徒
一
年
半
。
妻
妾
・
子
孫
と
為
し
た
る
者
は
二
等
を
減
ず
。
故
に
亦
た
強
盗
不
得
財
よ
り
二
等
を
減
じ
、
合
に
徒

一
年
た
る
べ
し
。

｢

類
を
以
て
之
を
断
ず｣

と
い
う
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
賊
盗
律
四
五
条
註

(

【
事
例
�
】
所
掲)

は
人
身
を
略
取

す
る
際
に
被
略
取
者
を
殺
傷
し
た
場
合
を
強
盗
殺
傷
と
同
じ
と
し
て
、
賊
盗
律
三
四
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
よ
り
傷
害
を
絞
、

殺
害
を
斬
と
す
る
。
略
取
犯
に
よ
る
被
略
取
者
以
外
の
第
三
者
の
殺
傷
も
、
強
盗
犯
に
よ
る
被
強
取
者
以
外
の
第
三
者
の
殺
傷
を
被

強
取
者
の
殺
傷
と
同
じ
と
す
る
賊
盗
律
三
四
条
註

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
よ
り
、
被
略
取
者
の
殺
傷
と
同
断
と
な
る
。
賊
盗
律
三

四
条
疏

｢

十
疋
に
満
た
ず
、
及
び
財
を
得
ざ
る
と
雖
も
、
但
そ
人
を
傷
つ
け
た
る
者
は
、
並
び
に
絞
。
人
を
殺
し
た
る
者
は
、
並
び

に
斬｣

は
、
財
物
の
強
取
が
未
遂
に
終
わ
っ
た
強
盗
不
得
財
で
も
被
強
取
者
ま
た
は
第
三
者
の
傷
害
が
あ
れ
ば
絞
、
殺
害
が
あ
れ
ば

斬
と
す
る
か
ら
、
略
取
が
未
遂
で
も
被
略
取
者
ま
た
は
第
三
者
の
傷
害
が
あ
れ
ば
絞
、
殺
害
が
あ
れ
ば
斬
と
な
る
。
賊
盗
律
四
五
条
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は
略
取
の
未
遂
を
規
定
し
な
い
。
し
か
し
賊
盗
律
四
五
条
註
は
略
取
犯
に
よ
る
殺
傷
を
強
盗
犯
に
よ
る
殺
傷
と
同
断
と
し
、
賊
盗
律

四
五
条
が
良
人
を
奴
婢
と
す
る
略
取
の
刑
名
と
す
る
絞
は
、
賊
盗
律
三
四
条
が
強
盗
贓
十
疋
の
刑
名
と
す
る
絞
と
同
じ
で
あ
る
。
さ

ら
に
共
犯
の
通
則
で
あ
る
名
例
律
四
三
条

｢

諸
そ
共
に
罪
を
犯
し
て
本
罪
別
な
る
者
は
、
相
ひ
因
り
て
首
従
を
為
す
と
雖
も
、
其
の

罪
は
各
�
本
律
の
首
従
に
依
り
て
論
ず
。
若
し
本
条
に
皆
な
と
言
ふ
者
は
、
罪
に
首
従
な
し
。
皆
な
と
言
は
ざ
る
者
は
、
首
従
の
法

に
依
る
。
即
し
強
盗
し
、
及
び
姦
し
、
人
を
略
し
て
奴
婢
と
為
し
、
闌
入
を
犯
し
、
若
し
く
は
逃
亡
し
、
及
び
関
棧
垣
籬
を
私
度
・

越
度
し
た
る
者
は
、
亦
た
首
従
な
し｣

は
略
取
の
共
犯
と
強
盗
の
共
犯
を
と
も
に
首
従
を
分
か
た
な
い
も
の
と
し
、
名
例
律
四
三
条

疏
は

｢

人
を
略
し
て
奴
婢
と
為
し
た
る
者
は
、
理
に
強
盗
と
義
同
じ｣

と
す
る
。
賊
盗
律
四
六
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

は
奴
婢
の

略
取
を
強
盗
を
以
て
論
ず
る
と
す
る
。
人
身
の
略
取
と
強
盗
と
の
間
に
は
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
賊
盗
律
四
五
条
註
、

賊
盗
律
四
五
条
と
賊
盗
律
三
四
条
の
刑
名
、
名
例
律
四
三
条
、
賊
盗
律
四
六
条
な
ど
に
よ
り
近
似
性
が
確
認
さ
れ
る
。
賊
盗
律
三
四

条
が
強
盗
の
不
得
財
す
な
わ
ち
未
遂
を
徒
二
年
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
人
身
の
略
取
の
未
遂
の
な
か
で

良
人
を
奴
婢
に
す
る
た
め
の
略
取
の
未
遂
は
徒
二
年
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
賊
盗
律
四
五
条
が
良
人
を
奴
婢
と
す
る
た
め
の
略
取

を
絞
、
良
人
を
部
曲
と
す
る
た
め
の
略
取
を
流
三
千
里
、
良
人
を
妻
妾
・
子
孫
と
す
る
た
め
の
略
取
を
徒
三
年
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

一
等
減
の
関
係
と
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
良
人
を
部
曲
に
す
る
た
め
の
略
取
の
未
遂
は
徒
二
年
か
ら
一
等
を
減
じ
た
徒
一
年
半
、

良
人
を
妻
妾
・
子
孫
に
す
る
た
め
の
略
取
の
未
遂
は
さ
ら
に
一
等
を
減
じ
た
徒
一
年
と
す
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
闘
訟
律
五
九
条
疏

若
し
是
れ
窃
盗
た
れ
ば
、
同
伍
よ
り
以
下
、
各
�
二
等
を
減
ず
。
人
を
殺
さ
ん
と
謀
り
て
已
に
傷
つ
け
、
及
び
部
曲
・
奴
婢
を
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殺
し
た
れ
ば
、
窃
盗
の
不
告
に
比
し
て
之
を
科
す
。

｢
比
し
て
之
を
科
す｣

と
い
う
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
闘
訟
律
五
九
条

｢

諸
そ
強
盗
、
及
び
殺
人
の
賊
発
し
た
れ
ば
、

害
せ
ら
る
る
の
家
、
及
び
同
伍
は
、
即
ち
に
其
の
主
司
に
告
す
。
若
し
家
人
・
同
伍
、
単
弱
た
れ
ば
、
比
伍
、
為
に
告
す
。
当
に
告

す
べ
く
し
て
告
さ
ざ
れ
ば
、
一
日
は
杖
六
十
。
主
司
、
即
ち
に
言
上
せ
ざ
れ
ば
、
一
日
は
杖
八
十
。
三
日
は
杖
一
百
。
官
司
、
即
ち

に
検
校
・
捕
逐
せ
ず
、
及
び
推
避
す
る
所
あ
り
た
る
者
は
、
一
日
は
徒
一
年
。
窃
盗
は
各
�
二
等
を
減
ず｣

は
、
被
害
家
族
・
近
隣

が
強
盗
・
殺
人
の
発
生
を
官
司
に
告
言
し
な
い
不
告
を
一
日
で
杖
六
十
、
告
言
を
受
け
て
上
申
し
な
い
官
司
を
一
日
で
杖
八
十
、
三

日
で
杖
一
百
、
取
調
や
逮
捕
を
怠
っ
た
官
司
を
一
日
で
徒
一
年
と
し
、
窃
盗
の
発
生
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
二
等
減
と
す
る
。
謀
殺

已
傷
や
部
曲
・
奴
婢
の
殺
害
の
発
生
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
い
。
賊
盗
律
三
四
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

が
定
め
る
強
盗
の
刑
の
上

限
は
斬
、
賊
盗
律
三
五
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

が
定
め
る
窃
盗
の
刑
の
上
限
は
加
役
流
で
あ
り
、
そ
の
間
に
は
等
差
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
賊
盗
律
九
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)
が
定
め
る
謀
殺
已
殺
の
刑
は
斬
、
謀
殺
已
傷
の
刑
は
絞
で
あ
り
、
そ
の
間
に
も
等
差

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
良
人
間
の
殺
害
と
良
人
に
よ
る
部
曲
・
奴
婢
の
殺
害
と
の
間
に
も
、
闘
訟
律
一
九
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
よ
り
一
等
な
い
し
二
等
の
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
強
盗
と
窃
盗
と
の
関
係
、
謀
殺
已
殺
と
謀
殺
已
傷
と
の
関
係
、
な
ら
び
に
良

人
の
殺
害
と
部
曲
・
奴
婢
の
殺
害
と
の
関
係
の
三
者
間
に
は
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刑
名
の
間
に
等
差

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
闘
訟
律
五
九
条
が
強
盗
の
不
告
な
ど
と
窃
盗
の
不
告
な
ど
と
の
間
に
二
等
減
の
関

係
を
設
け
る
の
な
ら
、
そ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
謀
殺
已
殺
の
不
告
な
ど
と
謀
殺
已
傷
の
不
告
な
ど
と
の
間
、
な
ら
び
に
良

人
の
殺
害
の
不
告
な
ど
と
部
曲
・
奴
婢
の
殺
害
の
不
告
な
ど
と
の
間
に
も
二
等
減
の
関
係
を
設
け
て
処
断
す
る

(

�)

。
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【
事
例
�
】
衛
禁
律
一
条
疏

其
れ
太
廟
の
室
に
入
り
た
る
は
、
即
ち
条
に
罪
名
な
け
れ
ば
、
下
文
の
、
廟
は
宮
よ
り
一
等
を
減
ず
る
の
例
に
依
り
、
御
在
所

よ
り
一
等
を
減
じ
、
流
三
千
里
。
若
し
故
な
く
山
陵
に
登
り
た
れ
ば
、
亦
た
太
廟
の
室

(

�)

の
坐
に
同
じ
。

戴
炎
輝
氏
に
よ
り
比
附
と
さ
れ
る
。
歴
代
皇
帝
の
木
主
を
お
さ
め
る
太
廟
、
な
ら
び
に
歴
代
皇
帝
の
陵
墓
で
あ
る
山
陵
兆
域
へ
の

無
断
侵
入
で
あ
る
闌
入
に
関
す
る
衛
禁
律
一
条

｢

諸
そ
太
廟
の
門
、
及
び
山
陵
兆
域
の
門
に
闌
入
し
た
る
者
は
徒
二
年

[

闌
と
は
、

応
に
入
る
べ
か
ら
ず
し
て
入
り
た
る
者
を
謂
ふ]

。
垣
を
越
え
た
る
者
は
徒
三
年
。
太
社
は
各
�
一
等
を
減
ず
。
守
衛
、
覚
ら
ざ
れ

ば
、
二
等
を
減
ず

[

守
衛
と
は
、
時
を
持
し
て
専
ら
当
る
者
を
謂
ふ]

。
主
帥
は
又
た
一
等
を
減
ず

[

主
帥
と
は
、
親
ら
監
当
し
た

る
者
を
謂
ふ]

。
故
縦
し
た
る
者
は
、
各
�
与
に
罪
を
同
じ
く
す

[

餘
条
の
守
衛
及
び
監
門
は
、
各
�
此
に
準
ず]｣

は
、
太
廟
の
門

お
よ
び
山
陵
兆
域
の
門
へ
の
闌
入
を
徒
二
年
、
障
壁
で
あ
る
垣
を
越
え
た
闌
入
を
徒
三
年
と
す
る
が
、
太
廟
の
室
へ
の
闌
入
な
ら
び

に
山
陵
に
登
る
場
合
を
規
定
し
な
い
。
衛
禁
律
二
条

｢

諸
そ
宮
門
に
闌
入
し
た
れ
ば
徒
二
年
。
殿
門
は
徒
二
年
半
。
仗
を
持
し
た
る

者
は
各
�
二
等
を
加
ふ
。
上
閤
の
内

(

�)

に
入
り
た
る
者
は
絞
。
若
し
仗
を
持
し
、
及
び
御
在
所
に
至
り
た
る
者
は
斬｣

は
、
宮
門
へ
の

闌
入
を
徒
二
年
、
殿
門
へ
の
闌
入
を
徒
二
年
半
、
上
閤
の
内
域
へ
の
闌
入
を
絞
、
皇
帝
の
所
在
す
る
御
在
所
へ
の
闌
入
を
斬
と
す
る
。

宮
門
と
御
在
所
と
の
関
係
は
太
廟
の
門
と
室
と
の
関
係
に
相
当
す
る
か
ら
、
衛
禁
律
二
二
条

｢

諸
そ
本
条
に
廟
・
社
、
及
び
禁
苑
を

犯
し
た
る
の
罪
名
な
き
者
は
、
廟
は
宮
よ
り
一
等
を
減
ず
。
社
は
廟
よ
り
一
等
を
減
ず
。
禁
苑
は
社
と
同
じ｣

に
よ
り
太
廟
の
室
へ

の
闌
入
は
御
在
所
へ
の
闌
入
か
ら
一
等
を
減
じ
た
流
三
千
里
と
な
る
が
、
山
陵
兆
域
へ
の
闌
入
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
。
太
廟
と

山
陵
兆
域
と
の
間
に
は
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
衛
禁
律
一
条
が
太
廟
の
門
内
へ
の
侵
入
と
山
陵
兆
域
の
門
へ
の
侵
入

を
と
も
に
徒
二
年
と
す
る
こ
と
で
近
似
性
が
確
認
さ
れ
る
。
太
廟
の
室
へ
の
闌
入
を
衛
禁
律
二
二
条
が
御
在
所
へ
の
闌
入
の
斬
か
ら
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一
等
を
減
じ
た
流
三
千
里
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
山
陵
に
登
る
場
合
も
御
在
所
へ
の
闌
入
の
斬
か
ら
一

等
を
減
じ
た
流
三
千
里
と
な
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
衛
禁
律
一
六
条
問
答

問
ひ
て
曰
く
。
何
を
以
て
知
る
、
是
れ
御
在
所
の
宮
・
殿
た
る
を
。

答
へ
て
曰
く
。
宮
垣
に
向
け
て
射
た
れ
ば
徒
二
年
を
得
。
殿
垣
は
徒
二
年
半
。
其
の
罪
を
得
る
に
準
ず
る
に
、
闌
入
と
正
に
同

じ
。
上
条
に
、
宮
・
殿
に
闌
入
し
、
御
在
所
に
非
ざ
れ
ば
、
各
�
一
等
を
減
ず
、
宮
人
な
け
れ
ば
又
た
一
等
を
減
ず
、
と
。
即

ち
験
ら
け
し
、
車
駕
の
在
ら
ず
、
又
た
宮
人
な
け
れ
ば
、
上
閤
に
闌
入
し
た
る
者
は
合
に
徒
三
年
た
る
べ
き
は
。
此
の
条
、
箭
、

上
閤
に
入
り
た
れ
ば
絞
、
御
在
所
は
斬
、
罪
を
得
る
こ
と
既
に
闌
入
に
同
じ
。
明
ら
け
し
、
御
の
宮
中
に
在
る
が
為
な
る
は
。

御
、
若
し
在
ら
ざ
れ
ば
、
皆
な
上
条
の
減
法
に
同
じ
。
箭
、
宮
中
に
入
り
た
れ
ば
徒
一
年
半
。
殿
中
は
徒
二
年
。
上
閤
の
内
に

入
り
た
れ
ば
徒
三
年
。

戴
炎
輝
氏
に
よ
り
比
附
と
さ
れ
る
。
宮
・
殿
に
向
け
て
矢
を
射
る
行
為
に
関
す
る
衛
禁
律
一
六
条

｢

諸
そ
宮
・
殿
の
内
に
向
け
て

射
た
れ
ば

[

箭
の
力
の
及
ぶ
所
の
者
を
謂
ふ]

、
宮
垣
は
徒
二
年
。
殿
垣
は
一
等
を
加
ふ
。
箭
、
入
り
た
る
者
は
、
各
�
一
等
を
加

ふ
。
即
し
箭
、
上
閤
の
内
に
入
り
た
る
者
は
絞
。
御
在
所
た
る
者
は
斬
。
弾
を
放
ち
、
及
び
瓦
石
を
投
じ
た
る
者
は
、
各
�
一
等
を

減
ず

[

亦
た
人
力
の
及
ぶ
所
の
者
を
謂
ふ]

。
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
、
故
殺
傷
を
以
て
論
ず｣

は
、
宮
垣
に
向
け
た
射
を
徒
二
年
、

殿
垣
に
向
け
た
射
を
徒
二
年
半
、
宮
内
へ
の
射
入
を
徒
二
年
半
、
殿
内
へ
の
射
入
を
徒
三
年
と
す
る
が
、
宮
・
殿
が
御
在
所
で
あ
る

か
否
か
を
明
記
し
な
い
。
衛
禁
律
二
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

は
宮
門
へ
の
闌
入
を
徒
二
年
、
殿
門
へ
の
闌
入
を
徒
二
年
半
と
す
る
。
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宮
垣
・
殿
垣
に
向
け
た
射
と
宮
門
・
殿
門
へ
の
闌
入
と
の
間
に
は
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
宮
・
殿
へ
の
侵
犯
で
あ
る

こ
と
と
、
宮
垣
に
向
け
た
射
と
宮
門
へ
の
闌
入
と
が
刑
名
を
同
じ
く
し
、
殿
垣
に
向
け
た
射
と
殿
門
へ
の
闌
入
と
が
刑
名
を
同
じ
く

す
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
ま
た
、
衛
禁
律
一
六
条
は
上
閤
内
へ
の
射
入
を
絞
、
御
在
所
へ
の
射
入
を
斬
と
し
、
衛
禁
律
二
条

は
上
閤
内
へ
の
闌
入
を
絞
、
御
在
所
へ
の
闌
入
を
斬
と
す
る
。
上
閤
内
・
御
在
所
へ
の
射
入
と
上
閤
内
・
御
在
所
へ
の
闌
入
と
の
間

に
は
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
上
閤
内
・
御
在
所
へ
の
侵
犯
で
あ
る
こ
と
と
、
上
閤
内
へ
の
射
入
と
上
閤
内
へ
の
闌
入

と
が
刑
名
を
同
じ
く
し
、
御
在
所
へ
の
射
入
と
御
在
所
へ
の
闌
入
と
が
刑
名
を
同
じ
く
す
る
こ
と
で
近
似
性
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
衛
禁
律
一
六
条
が
矢
を
射
る
対
象
と
す
る
宮
・
殿
は
御
在
所
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
衛
禁
律
一
二
条

｢

諸
そ
宮
・
殿
に

闌
入
す
る
を
犯
し
、
御
在
所
に
非
ざ
る
者
は
、
各
�
一
等
を
減
ず
。
宮
人
な
き
処
は
又
た
一
等
を
減
ず

[

上
閤
の
内
に
入
り
、
宮
人

あ
り
た
る
者
は
、
減
ぜ
ず]｣

は
、
闌
入
し
た
宮
・
殿
が
御
在
所
で
な
い
場
合
に
は
衛
禁
律
二
条
が
定
め
る
刑
名
か
ら
の
一
等
減
、

後
宮
に
出
仕
す
る
女
官
で
あ
る
宮
人
も
所
在
し
な
い
場
合
に
は
二
等
減
と
す
る
。
皇
帝
も
宮
人
も
所
在
し
な
い
上
閤
門
内
へ
の
闌
入

は
絞
か
ら
二
等
を
減
じ
た
徒
三
年
と
な
る
。
皇
帝
・
宮
人
が
所
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
衛
禁
律
一
二
条
が
宮
・
殿
へ
の
闌
入

を
減
等
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
宮
・
殿
へ
の
射
入
も
減
等
さ
れ
る
。
皇
帝
も
宮
人
も
所
在
し
な
い
宮
内
へ

の
射
入
は
徒
二
年
半
か
ら
二
等
を
減
じ
た
徒
一
年
半
、
殿
内
へ
の
射
入
は
徒
三
年
か
ら
二
等
を
減
じ
た
徒
二
年
、
上
閤
内
へ
の
射
入

は
絞
か
ら
二
等
を
減
じ
た
徒
三
年
と
な
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
賊
盗
律
一
七
条
問
答

問
ひ
て
曰
く
。
大
功
以
上
の
尊
長
、
小
功
の
尊
属
を
呪
詛
し
、
疾
苦
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
未
だ
知
ら
ず
、
合
に
十
悪
に
入
る
る
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べ
き
や
以
否
や
。

答
へ
て
曰
く
。
疾
苦
の
法
は
殴
傷
に
同
じ
。
大
功
以
上
の
尊
長
、
小
功
の
尊
属
を
殴
ら
ん
と
謀
り
た
る
は
、
十
悪
に
入
ら
ず
。

如
し
其
れ
已
に
疾
苦
し
た
れ
ば
、
理
に
殴
り
た
る
の
法
に
同
じ
、
便
ち
不
睦
の
条
に
当
つ
。

｢

理
に
殴
り
た
る
の
法
に
同
じ｣

と
い
う
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
賊
盗
律
一
七
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

は
人
の
健

康
を
害
し
疾
苦
せ
し
め
る
た
め
の
呪
詛
を
、
賊
盗
律
九
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
規
定
す
る
人
の
殺
害
の
予
謀
の
徒
三
年
か
ら
四

等
を
減
じ
た
徒
一
年
と
す
る
。
名
例
律
六
条
不
睦

(

【
事
例
�
】
所
掲)

は
、
闘
訟
律
二
六
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

の
大
功
以
上
の

尊
長
お
よ
び
小
功
尊
属
の
殴
打
を
十
悪
第
八
の
不
睦
に
入
れ
る
が
、
大
功
以
上
の
尊
長
お
よ
び
小
功
尊
属
へ
の
疾
苦
せ
し
め
る
た
め

の
呪
詛
に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。
殴
打
と
疾
苦
せ
し
め
る
た
め
の
呪
詛
と
の
間
に
は
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
殺
害

に
至
ら
な
い
殺
意
の
な
い
加
害
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
大
功
以
上
の
尊
長
お
よ
び
小
功
尊
属
の
殴
打
を
名
例
律
六
条
不

睦
が
十
悪
不
睦
に
入
れ
る
の
な
ら
、
こ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
大
功
以
上
の
尊
長
お
よ
び
小
功
尊
属
へ
の
疾
苦
せ
し
め
る
た

め
の
呪
詛
も
十
悪
不
睦
に
入
る
。
大
功
以
上
の
尊
長
お
よ
び
小
功
尊
属
の
殴
打
の
予
謀
は
罰
条
が
な
く
十
悪
不
睦
に
入
れ
な
い
の
で
、

大
功
以
上
の
尊
長
お
よ
び
小
功
尊
属
へ
の
呪
詛
が
疾
苦
せ
し
め
る
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
は
徒
一
年
に
処
す
る
が
十
悪
不
睦
に
入
れ

な
い

(

�)

。

【
事
例
�
】
賊
盗
律
三
〇
条
問
答

問
ひ
て
曰
く
。
冢
を
発
き
た
る
者
は
加
役
流
。
律
は
既
に
尊
卑
貴
賤
を
言
は
ず
。
未
だ
知
ら
ず
、
子
孫
の
冢
を
発
き
た
れ
ば
、

罪
を
得
る
こ
と
凡
人
に
同
じ
く
す
る
や
否
や
。

法と政治 70 巻 1 号 (2019 年 5 月)

論

説

647

五
二



答
へ
て
曰
く
。
五
刑
の
属
、
条
に
三
千
あ
れ
ど
も
、
犯
状
既
に
多
し
。
故
に
通
じ
て
比
附
す
。
然
し
て
尊
卑
貴
賤
は
、
等
数
同

じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
刑
名
の
軽
重
も
、
粲
然
と
し
て
別
あ
ら
ん
。
尊
長
、
卑
幼
の
墳
を
発
き
た
る
は
、
殺
し
た
る
の
罪
よ
り
重
か

る
べ
か
ら
ず
。
若
し
尊
長
の
冢
を
発
き
た
れ
ば
、
法
に
拠
り
止
だ
凡
人
に
同
じ
く
す
。
律
に
云
ふ
、
冢
を
発
き
た
る
者
は
加
役

流
、
と
。
凡
人
に
在
り
て
は
、
便
ち
殺
し
た
る
の
罪
よ
り
一
等
を
減
ず
。
若
し
卑
幼
の
冢
を
発
き
た
れ
ば
、
須
ら
く
本
殺
よ
り

一
等
を
減
じ
て
之
を
科
す
べ
し
。
已
に
棺
槨
を
開
き
た
る
者
は
絞
。
即
ち
已
に
殺
し
た
る
の
坐
に
同
じ
。
発
き
て
未
だ
徹
せ
ざ

る
者
は
徒
三
年
。
凡
人
の
罪
を
計
る
に
、
死
よ
り
二
等
を
減
ず
。
卑
幼
の
色
も
、
亦
た
本
殺
の
上
よ
り
二
等
を
減
じ
て
科
さ
ん
。

若
し
屍
柩
を
盗
み
た
る
者
は
、
三
等
を
減
ず
る
の
例
に
依
る
。
其
の
尊
長
に
於
い
て
し
た
れ
ば
、
並
び
に
凡
人
に
同
じ
。

｢

通
じ
て
比
附
す｣

と
い
う
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
墓
所
の
侵
害
に
関
す
る
賊
盗
律
三
〇
条

｢

諸
そ
冢
を
発
き
た
る

者
は
加
役
流

[

発
き
徹
し
た
れ
ば
即
ち
に
坐
す
。
招
魂
し
て
葬
り
た
る
も
亦
た
是
な
り]

。
已
に
棺
槨
を
開
き
た
る
者
は
絞
。
発
き

て
未
だ
徹
せ
ざ
る
者
は
徒
三
年
。
其
れ
冢
、
先
に
穿
た
れ
、
及
び
未
だ
殯
せ
ず
し
て
、
屍
柩
を
盗
み
た
る
者
は
徒
二
年
半
。
衣
服
を

盗
み
た
る
者
は
一
等
を
減
ず
。
器
物
・
甎
版
た
る
者
は
、
凡
盗
を
以
て
論
ず｣

は
、
墓
所
を
発
い
て
棺
を
開
く
已
開
棺
槨
を
絞
、
棺

を
露
出
さ
せ
る
発
冢
を
加
役
流
、
棺
を
露
出
さ
せ
る
に
至
ら
な
い
発
而
未
徹
を
徒
三
年
、
す
で
に
露
出
し
て
い
た
死
体
や
棺
、
あ
る

い
は
埋
葬
前
の
死
体
を
盗
む
盗
屍
柩
を
徒
二
年
半
、
衣
服
の
盗
取
を
徒
二
年
と
し
、
そ
の
他
の
副
葬
品
の
盗
取
は
通
常
の
窃
盗
と
し

て
処
断
す
る
。
こ
れ
ら
の
刑
名
は
、
已
開
棺
槨
の
絞
を
基
点
に
、
発
冢
の
加
役
流
が
一
等
減

(

�)

、
発
而
未
徹
の
徒
三
年
が
二
等
減
、
盗

屍
柩
の
徒
二
年
半
が
三
等
減
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
賊
盗
律
三
〇
条
は
発
冢
者
と
被
葬
者
の
間
の
尊
卑
・
貴
賤
に
よ
る
加
減
例
を
規

定
し
な
い
か
ら
、
卑
幼
の
墓
所
を
発
い
た
尊
長
も
凡
人
と
同
様
に
処
断
さ
れ
る
。
賊
盗
律
三
〇
条
註
は
発
冢
を

｢

招
魂
し
て
葬
り
た

る
も
亦
た
是
な
り｣

と
す
る
か
ら
、
祖
父
母
父
母
に
よ
る
子
孫
の
墳
墓
の
改
葬
も
凡
人
に
よ
る
已
開
棺
槨
や
発
冢
と
同
じ
く
加
役
流
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や
絞
に
処
さ
れ
る
。
こ
の
不
合
理
を
改
め
る
た
め
に
比
附
が
用
い
ら
れ
る
。
闘
訟
律
五
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

は
凡
人
間
の
闘
殺

を
絞
と
す
る
が
、
闘
訟
律
二
六
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

は
大
功
以
下
の
卑
幼
の
殴
殺
を
絞
、
従
父
弟
妹
、
従
父
兄
弟
の
子
孫
の
殴

殺
を
流
三
千
里
、
闘
訟
律
二
七
条

｢

若
し
弟
妹
、
及
び
兄
弟
の
子
孫
、
外
孫
を
殴
殺
し
た
る
者
は
、
徒
三
年｣

は
弟
妹
、
兄
弟
の
子

孫
、
外
孫
の
殴
殺
を
徒
三
年
、
闘
訟
律
二
八
条｢

若
し
子
孫
、
教
令
に
違
犯
し
て
、
祖
父
母
父
母
、
殴
殺
し
た
る
者
は
、
徒
一
年
半｣

は
子
孫
の
殴
殺
を
徒
一
年
半
と
減
軽
す
る
。
発
冢
と
闘
殺
と
の
間
に
は
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
賊
盗
律
三
〇
条
の
已

開
棺
槨
と
闘
殺
と
が
絞
と
い
う
刑
名
を
同
じ
く
す
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
卑
幼
に
対
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
闘
訟
律

二
六
条
か
ら
二
八
条
が
闘
殺
を
減
等
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
発
冢
も
減
等
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、

闘
訟
律
二
六
条
か
ら
二
八
条
が
定
め
る
卑
幼
に
対
す
る
闘
殺
の
刑
名
を
卑
幼
に
対
す
る
已
開
棺
槨
に
援
用
し
、
賊
盗
律
三
〇
条
が
定

め
る
発
冢
の
段
階
に
も
と
づ
い
て
刑
名
を
定
め
る
。
被
葬
者
が
大
功
以
下
の
卑
幼
で
あ
れ
ば
、
已
開
棺
槨
は
絞
、
発
冢
は
加
役
流
、

発
而
未
徹
は
徒
三
年
、
盗
屍
柩
は
徒
二
年
半
と
な
り
、
こ
れ
は
凡
人
に
対
す
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
被
葬
者
が
従
父
弟
妹
、
従
父

兄
弟
の
子
孫
で
あ
れ
ば
、
已
開
棺
槨
は
流
三
千
里
、
発
冢
は
徒
三
年
、
発
而
未
徹
は
徒
二
年
半
、
盗
屍
柩
は
徒
二
年
と
な
る
。
被
葬

者
が
弟
妹
、
兄
弟
の
子
孫
、
外
孫
で
あ
れ
ば
、
已
開
棺
槨
は
徒
三
年
、
発
冢
は
徒
二
年
半
、
発
而
未
徹
は
徒
二
年
、
盗
屍
柩
は
徒
一

年
半
と
な
る
。
被
葬
者
が
子
孫
で
あ
れ
ば
、
已
開
棺
槨
は
徒
一
年
半
、
発
冢
は
徒
一
年
、
発
而
未
徹
は
杖
一
百
、
盗
屍
柩
は
杖
九
十

と
な
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
闘
訟
律
二
条
疏

銅
鉄
汁
を
以
て
人
を
傷
つ
け
た
れ
ば
、
湯
火
も
て
人
を
傷
つ
け
た
る
に
比
す
。
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｢

比
す｣

と
い
う
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
闘
訟
律
二
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

は
熱
湯
や
火
焔
を
加
害
手
段
と
す
る

人
の
殴
傷
の
刑
の
下
限
を
徒
一
年
と
す
る
。
銅
や
鉄
の
熔
液
で
あ
る
銅
鉄
汁
は
闘
訟
律
二
条
に
加
害
手
段
と
し
て
規
定
さ
れ
な
い
か

ら
、
闘
訟
律
一
条
註

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
い
う
他
物
に
含
ま
れ
、
そ
れ
を
加
害
手
段
と
す
る
人
の
殴
傷
の
刑
の
下
限
は
闘
訟
律

一
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
よ
り
杖
六
十
と
な
る
。
そ
の
危
険
性
か
ら
考
え
る
と
こ
れ
は
不
合
理
で
あ
り
、
こ
の
不
合
理
を
改
め

る
た
め
に
比
附
が
用
い
ら
れ
る
。
銅
鉄
汁
と
湯
火
と
の
間
に
は
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
態
様
な
ら
び
に
危
険
性
に
お

い
て
近
似
性
が
存
す
る
。
湯
火
を
加
害
手
段
と
す
る
殴
傷
の
刑
の
下
限
を
闘
訟
律
二
条
が
徒
一
年
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
と
の
間
に

近
似
性
が
存
す
る
銅
鉄
汁
を
加
害
手
段
と
す
る
殴
傷
の
刑
の
下
限
も
徒
一
年
と
す
べ
き
で
あ
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
闘
訟
律
二
一
条
問
答

問
ひ
て
曰
く
。
妾
に
子
あ
り
、
或
は
子
な
し
。
夫
家
の
部
曲
・
奴
婢
を
殴
殺
し
た
れ
ば
、
合
に
何
の
罪
に
当
つ
べ
き
や
。
或
は

客
女
及
び
婢
あ
り
。
主
、
幸
し
て
子
息
を
生
む
。
自
餘
、
部
曲
・
奴
婢
に
し
て
殴
り
た
れ
ば
、
主
の
期
親
に
同
じ
く
す
る
を
得

る
や
以
否
や
。

答
へ
て
曰
く
。
妾
、
夫
家
の
部
曲
・
奴
婢
を
殴
り
た
る
は
、
律
に
在
り
て
罪
名
な
き
と
雖
も
、
軽
重
相
ひ
明
ら
か
な
れ
ば
、
須

ら
く
減
ず
る
の
例
に
従
ふ
べ
し
。
下
条
に
云
ふ
、
妾
、
夫
の
妾
の
子
を
殴
り
た
れ
ば
、
凡
人
よ
り
二
等
を
減
ず
、
妾
の
子
、
父

の
妾
を
殴
傷
し
た
れ
ば
、
凡
人
に
三
等
を
加
ふ
、
と
。
則
ち
部
曲
と
主
の
妾
と
相
ひ
殴
り
た
れ
ば
、
之
を
妾
の
子
と
父
の
妾
と

相
ひ
殴
り
た
る
の
法
に
比
す
。
即
ち
妾
、
夫
家
の
部
曲
を
殴
り
た
れ
ば
、
亦
た
凡
人
よ
り
二
等
を
減
ず
。
部
曲
、
主
の
妾
を
殴

り
た
れ
ば
、
凡
人
に
三
等
を
加
ふ
。
若
し
妾
、
夫
家
の
奴
婢
を
殴
り
た
れ
ば
、
部
曲
よ
り
一
等
を
減
ず
。
奴
婢
、
主
の
妾
を
殴
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り
た
れ
ば
、
部
曲
に
一
等
を
加
ふ
。
死
す
に
至
り
た
る
者
は
、
各
�
凡
人
の
法
に
依
る
。
其
れ
子
あ
る
者
は
、
若
し
子
、
家
主

た
れ
ば
、
母
の
法
は
児
よ
り
降
ら
ざ
れ
ば
、
並
び
に
主
の
例
に
依
る
。
若
し
子
、
家
主
た
ら
ざ
れ
ば
、
奴
婢
に
於
い
て
は
止
だ

主
の
期
親
に
同
じ
。
餘
条
の
妾
の
子
、
家
主
た
り
、
及
び
家
主
た
ら
ざ
る
は
、
各
�
此
に
准
ず
。
客
女
及
び
婢
は
、
子
息
あ
る

と
雖
も
、
仍
ほ
賤
隷
に
同
じ
。
合
に
別
に
其
の
罪
を
加
ふ
べ
か
ら
ず
。

｢

比
す｣

と
い
う
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
闘
訟
律
二
一
条

｢

諸
そ
主
、
部
曲
を
殴
り
て
死
す
に
至
り
た
る
者
は
徒
一

年
。
故
ら
に
殺
し
た
る
者
は
一
等
を
加
ふ
。
其
れ
愆
犯
あ
り
、
決
罰
し
て
死
す
に
致
し
、
及
び
過
失
殺
し
た
る
者
は
、
各
�
論
ず
る

な
し｣

は
、
主
に
よ
る
部
曲
の
殴
殺
を
徒
一
年
、
故
殺
を
徒
一
年
半
と
す
る
。
闘
訟
律
二
〇
条

｢

諸
そ
奴
婢
に
罪
あ
り
、
其
の
主
、

官
司
に
請
は
ず
し
て
殺
し
た
る
者
は
杖
一
百
。
罪
な
く
し
て
殺
し
た
る
者
は
徒
一
年

[

期
親
及
び
外
祖
父
母
の
殺
し
た
る
者
は
、
主

と
同
じ
。
下
条
、
部
曲
は
此
に
準
ず]｣
は
、
主
に
よ
る
奴
婢
の
殺
害
を
徒
一
年
と
す
る
。
主
の
期
親
で
あ
る
妻
に
よ
る
部
曲
・
奴

婢
の
殺
害
は
、
闘
訟
律
二
〇
条
註
に
よ
り
主
に
よ
る
殺
害
と
同
じ
と
さ
れ
、
部
曲
の
殴
殺
は
徒
一
年
、
故
殺
は
徒
一
年
半
、
奴
婢
の

殺
害
は
徒
一
年
で
あ
る
。
闘
訟
律
二
二
条

｢

諸
そ
部
曲
・
奴
婢
、
過
失
し
て
主
を
殺
し
た
る
者
は
絞
。
傷
つ
け
、
及
び
詈
り
た
る
者

は
流
。
即
し
主
の
期
親
及
び
外
祖
父
母
を
殴
り
た
る
者
は
絞
。
已
に
傷
つ
け
た
る
者
は
皆
な
斬
。
詈
り
た
る
者
は
徒
二
年
。
過
失
し

て
殺
し
た
る
者
は
罪
二
等
を
減
ず
。
傷
つ
け
た
る
者
は
又
た
一
等
を
減
ず
。
主
の�

麻
親
を
殴
り
た
れ
ば
徒
一
年
。
傷
重
き
者
は
、

各
�
凡
人
に
一
等
を
加
ふ
。
小
功
・
大
功
は
遞
�
一
等
を
加
ふ

[
加
ふ
者
は
加
へ
て
死
に
入
る]

。
死
し
た
る
者
は
皆
な
斬｣

は
、

部
曲
・
奴
婢
に
よ
る
主
の
期
親
の
殴
傷
を
斬
と
す
る
か
ら
、
主
の
妻
の
殴
傷
は
斬
で
あ
り
、
主
の
殴
傷
は
挙
軽
明
重
に
よ
り
斬
と
な

る
。
賊
盗
律
七
条
疏

｢

其
れ�

及
び
妾
は
、
令
に
在
り
て
合
に
財
を
分
か
つ
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
並
び
に
奴
婢
の
主
に
非
ず｣

が
示
す

よ
う
に
、｢

宗
の
秩
序
の
中
に
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い

(

�)｣

妾
は
部
曲
・
奴
婢
に
と
っ
て
主
で
は
な
く
、
主
の
期
親
で
も
な
い
か
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ら
、
闘
訟
律
二
〇
条
註
の
準
則
は
適
用
さ
れ
な
い
。
妾
に
よ
る
主
の
部
曲
・
奴
婢
の
殴
殺
は
、
良
人
に
よ
る
他
人
の
部
曲
・
奴
婢
の

殴
殺
と
し
て
、
闘
訟
律
一
九
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
よ
り
処
断
さ
れ
る
。
闘
訟
律
五
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

が
定
め
る
闘
殺
の

絞
か
ら
の
減
等
が
な
さ
れ
、
部
曲
の
殴
殺
は
一
等
を
減
じ
た
流
三
千
里
、
奴
婢
の
殴
殺
は
二
等
を
減
じ
た
徒
三
年
と
な
る
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
闘
訟
律
二
四
条

｢

諸
そ
妻
を
殴
傷
し
た
る
者
は
、
凡
人
よ
り
二
等
を
減
ず
。
死
し
た
る
者
は
、
凡
人
を
以
て
論
ず
。
妾
を

殴
り
て
折
傷
以
上
た
れ
ば
、
妻
よ
り
二
等
を
減
ず
。
若
し
妻
、
妾
を
殴
傷
殺
し
た
れ
ば
、
夫
の
妻
を
殴
傷
殺
し
た
る
と
同
じ
。
過
失

殺
し
た
る
者
は
、
各
�
論
ず
る
な
し｣

が
妾
を
妻
よ
り
も
劣
る
法
的
地
位
に
お
く
一
方
で
、
闘
訟
律
二
九
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

が
夫
の
祖
父
母
父
母
に
対
す
る
加
害
を
妻
妾
同
罰
と
し
た
り
、
妾
は
服
制
上

｢

夫

(

君)

の
た
め
に
斬
衰
、
嫡
妻
の
た
め
に
不
杖
期
。

夫
の
長
子
の
た
め
に
斉
衰
三
年
、
己
が
子
、
お
よ
び
そ
の
他
夫
の
子
の
た
め
に
不
杖
期

(

す
な
わ
ち
、
夫
の
子
の
た
め
に
は
妻
が
服

す
る
の
と
同
じ)

、
そ
の
他
、
夫
の
本
族
の
た
め
に
、
…
…
妻
と
同
様
に
服
す
る

(

�)｣

な
ど
、
妾
は
妻
に
若
干
劣
り
つ
つ
も
妻
に
準
ず

る
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
妾
と
妻
の
間
に
は
近
似
性
が
存
す
る
。
そ
の
妾
に
よ
る
主
の
部
曲
・
奴
婢
の
殴
殺
を
凡
人
に

よ
る
部
曲
・
奴
婢
の
殴
殺
と
同
断
と
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
こ
の
不
合
理
を
改
め
る
た
め
に
比
附
が
用
い
ら
れ
る
。
闘
訟
律
二

二
条
は
部
曲
に
よ
る
主
の
妻
の
殴
傷
を
斬
と
す
る
か
ら
、
部
曲
に
よ
る
主
の
妻
の
故
殺
は
挙
軽
明
重
に
よ
り
斬
で
あ
る
。
主
の
妻
に

よ
る
部
曲
の
故
殺
の
徒
一
年
半
は
こ
れ
か
ら
五
等
減
の
関
係
に
あ
る
。
闘
訟
律
三
一
条

｢

諸
そ
兄
の
妻
を
殴
り
、
及
び
夫
の
弟
妹
を

殴
り
た
れ
ば
、
各
�
凡
人
に
一
等
を
加
ふ
。
若
し
妾
、
犯
し
た
る
者
は
、
又
た
一
等
を
加
ふ
。
即
し
妾
、
夫
の
妾
の
子
を
殴
り
た
れ

ば
、
凡
人
よ
り
二
等
を
減
ず
。
妻
の
子
を
殴
り
た
れ
ば
、
凡
人
を
以
て
論
ず
。
若
し
妻
の
子
、
父
の
妾
を
殴
傷
し
た
れ
ば
、
凡
人
に

一
等
を
加
ふ
。
妾
の
子
、
父
の
妾
を
殴
傷
し
た
れ
ば
、
又
た
二
等
を
加
ふ

[
死
に
至
る
者
は
、
各
�
凡
人
の
法
に
依
る]｣

は
、
妾

に
よ
る
妻
の
子
の
殴
打
を
凡
人
へ
の
殴
打
と
同
じ
と
し
、
妾
に
よ
る
別
の
妾
の
子
の
殴
打
を
凡
人
へ
の
殴
打
か
ら
の
二
等
減
、
妾
の
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子
に
よ
る
別
の
妾
の
殴
傷
を
凡
人
に
よ
る
闘
殴
へ
の
三
等
加
と
す
る
。
妾
に
よ
る
別
の
妾
の
子
の
殴
打
は
妾
の
子
に
よ
る
別
の
妾
の

殴
傷
か
ら
五
等
減
の
関
係
に
あ
る
。
部
曲
と
主
の
妻
の
間
の
相
犯
と
妾
と
別
の
妾
の
子
の
間
の
相
犯
と
の
間
に
は
軽
重
を
は
か
る
基

準
は
存
し
な
い
が
、
五
等
減
の
関
係
を
設
け
て
い
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
さ
ら
に
妻
妾
間
に
存
す
る
近
似
性
を
加
味
す
れ
ば
、

部
曲
と
主
の
妾
の
関
係
と
妾
と
別
の
妾
の
子
の
関
係
と
の
間
に
も
近
似
性
が
存
し
て
い
る

(

�)

。
闘
訟
律
三
一
条
が
妾
に
よ
る
別
の
妾
の

子
の
殴
打
を
凡
人
へ
の
殴
打
か
ら
の
二
等
減
、
妾
の
子
に
よ
る
別
の
妾
の
殴
傷
を
凡
人
に
よ
る
闘
殴
へ
の
三
等
加
と
す
る
の
な
ら
、

そ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
妾
に
よ
る
夫
の
部
曲
の
殴
打
は
凡
人
へ
の
殴
打
か
ら
の
二
等
減
、
部
曲
に
よ
る
主
の
妾
の
殴
打
は

凡
人
へ
の
殴
打
へ
の
三
等
加
と
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
妾
と
部
曲
・
奴
婢
の
相
殴
に
は
闘
訟
律
一
九
条
の
加
減
例
を
援
用
し
て
、

妾
に
よ
る
夫
の
奴
婢
の
殴
打
は
部
曲
の
殴
打
か
ら
の
一
等
減
で
凡
人
へ
の
殴
打
か
ら
の
三
等
減
、
奴
婢
に
よ
る
主
の
妾
の
殴
打
は
部

曲
に
よ
る
殴
打
へ
の
一
等
加
で
凡
人
へ
の
殴
打
へ
の
四
等
加
と
な
り
、
加
等
に
よ
り
死
罪
に
至
っ
た
場
合
は
闘
訟
律
一
九
条

(

【
事

例
�
】
所
掲)

に
よ
り
死
刑
と
す
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
賊
盗
律
二
四
条
疏

御
と
称
す
る
者
は
、
太
皇
太
后
・
皇
太
后
・
皇
后
も
、
亦
た
同
じ
。
皇
太
子
は
一
等
を
減
ず
。
…
…
其
れ
三
后
の
宝
は
、
金
を

以
て
之
を
為
り
、
並
び
に
行
用
せ
ず
。
盗
み
た
る
者
は
、
倶
に
絞
刑
を
得
。
其
れ
皇
太
子
の
宝
を
盗
み
た
れ
ば
、
例
に
準
じ
て

合
に
一
等
を
減
じ
、
流
三
千
里
た
る
べ
し
。
若
し
皇
太
子
妃
の
宝
を
盗
み
た
れ
ば
、
亦
た
流
三
千
里
た
り
。
后
の
宝
は
既
に
御

宝
と
殊
ら
ざ
れ
ば
、
妃
の
宝
も
、
明
ら
け
し
、
太
子
と
別
な
き
は
。
乗
輿
の
服
御
の
物
と
は
、
乗
輿
の
服
用
に
供
奉
す
る
の
物

を
謂
ふ
。
三
后
の
服
御
の
物
も
亦
た
同
じ
。
盗
み
た
る
者
は
流
二
千
五
百
里
。
若
し
皇
太
子
及
び
妃
の
服
用
す
る
所
の
物
を
盗
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み
た
れ
ば
、
例
に
準
じ
て
一
等
を
減
じ
、
合
に
徒
三
年
た
る
べ
し
。

戴
炎
輝
、
滋
賀
秀
三
の
両
氏
に
よ
り
比
附
と
さ
れ
る
。
皇
帝
に
属
す
る
物
品
の
盗
取
に
関
す
る
賊
盗
律
二
四
条

(

【
事
例
�
】
所

掲)
は
御
宝
の
盗
取
を
絞
、
服
御
の
物
の
盗
取
を
流
二
千
五
百
里
、
服
御
に
供
す
る
に
擬
し
た
物
ま
た
は
供
し
て
廃
棄
し
た
廃�

の

物
な
ら
び
に
皇
帝
の
食
事
に
供
さ
れ
て
い
る
食
品
の
盗
取
を
徒
二
年
、
皇
帝
の
食
用
に
供
さ
れ
る
前
の
食
品
な
ら
び
に
服
に
非
ず
し

て
御
の
物
の
盗
取
を
徒
一
年
半
と
す
る
。
名
例
律
五
一
条

｢

諸
そ
乗
輿
・
車
駕
、
及
び
御
と
称
す
る
者
は
、
太
皇
太
后
・
皇
太
后
・

皇
后
、
並
び
に
同
じ
。
制
・
勅
と
称
す
る
者
は
、
太
皇
太
后
・
皇
太
后
・
皇
后
・
皇
太
子
の
令
は
一
等
を
減
ず
。
若
し
東
宮
に
於
い

て
犯
・
失
し
、
及
び
宮
衛
に
て
違
ふ
あ
り
て
、
応
に
坐
す
べ
き
者
は
、
亦
た
減
ず
る
の
例
に
同
じ

[

本
と
応
に
十
悪
た
る
べ
き
者
は
、

罪
を
減
ず
る
を
得
る
と
雖
も
、
仍
ほ
本
法
に
従
ふ]｣

は
、
太
皇
太
后
・
皇
太
后
・
皇
后
に
属
す
る
物
品
の
盗
取
を
皇
帝
に
属
す
る

物
品
の
盗
取
と
同
じ
と
し
、
皇
太
子
に
属
す
る
物
品
の
盗
取
を
皇
帝
に
属
す
る
物
品
の
盗
取
か
ら
一
等
減
と
す
る
。
皇
后
の
印
章
の

盗
取
は
絞
、
皇
太
子
の
印
章
の
盗
取
は
流
三
千
里
で
あ
る
。
名
例
律
五
一
条
は
皇
太
子
妃
に
関
わ
る
犯
行
を
規
定
し
な
い
か
ら
、
皇

太
子
妃
に
属
す
る
物
品
の
盗
取
は
凡
人
に
属
す
る
物
品
の
盗
取
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ
の
不
合
理
を
改
め
る
た
め
に
比
附
が
用
い
ら

れ
る
。
皇
帝
と
皇
后
の
間
の
関
係
と
皇
太
子
と
皇
太
子
妃
の
間
の
関
係
と
の
間
に
は
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
配
偶
関

係
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
皇
帝
と
皇
后
の
間
の
関
係
の
た
め
に
皇
后
に
属
す
る
物
品
の
盗
取
を
名
例
律
五
一
条
が
皇
帝

に
属
す
る
物
品
の
盗
取
と
同
罰
と
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
皇
太
子
と
皇
太
子
妃
の
間
の
関
係
の
た
め
に
皇

太
子
妃
に
属
す
る
物
品
の
盗
取
は
皇
太
子
に
属
す
る
物
品
の
盗
取
と
同
罰
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
皇
太
子
妃
の
印
章
の

盗
取
は
流
三
千
里
と
な
る
。
皇
后
の
衣
服
の
盗
取
は
服
御
の
物
の
盗
取
と
同
じ
流
二
千
五
百
里
、
皇
太
子
の
衣
服
の
盗
取
は
一
等
を

減
じ
た
徒
三
年
で
あ
り
、
皇
太
子
妃
の
衣
服
の
盗
取
は
皇
太
子
の
衣
服
の
盗
取
と
同
じ
徒
三
年
と
な
る

(

�)

。
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【
事
例
�
】
雑
律
七
条
疏

若
し
親
属
尊
長
を
殺
傷
し
た
り
て
、
罪
を
得
る
こ
と
過
失
よ
り
軽
き
者
は
、
各
�
過
失
殺
傷
に
依
り
て
論
ず
。
其
れ
殺
あ
り
て

徒
二
年
半
に
至
ら
ざ
る
者
は
、
亦
た
殺
し
た
る
の
罪
よ
り
三
等
を
減
ず
。
假
如
へ
ば
誤
ち
て
本
方
の
如
く
せ
ず
、
旧
の
奴
婢
を

殺
し
た
れ
ば
、
徒
二
年
よ
り
三
等
を
減
じ
て
、
杖
一
百
の
類
な
り
。
傷
つ
け
た
る
者
は
、
各
�
過
失
の
法
に
同
じ
。

戴
炎
輝
氏
に
よ
り
比
附
と
さ
れ
る
。
雑
律
七
条

｢

諸
そ
医
、
人
の
為
に
薬
を
合
し
、
及
び
題
疏
・
針
刺
し
、
誤
ち
て
本
方
の
如
く

せ
ず
、
人
を
殺
し
た
る
者
は
、
徒
二
年
半
。
其
れ
故
ら
に
本
方
の
如
く
せ
ず
、
人
を
殺
傷
し
た
る
者
は
、
故
殺
傷
を
以
て
論
ず
。
人

を
傷
つ
け
ざ
る
と
雖
も
杖
六
十｣

は
、
医
師
が
方
書
に
も
と
づ
か
な
い
医
療
を
誤
っ
て
患
者
に
施
し
た
こ
と
に
よ
る
殺
害
を
過
失
殺

と
せ
ず
に
徒
二
年
半
と
し
、
患
者
と
医
師
と
の
間
に
身
分
関
係
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。
患
者
が
医
師
の
尊
長
で
あ

り
過
失
殺
の
刑
が
徒
二
年
半
よ
り
重
い
場
合
に
は
、
名
例
律
四
五
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
従
っ
て
、
過
失
殺
の
刑
を
適
用
す
る
。

患
者
が
医
師
の
祖
父
母
父
母
で
あ
れ
ば
闘
訟
律
二
八
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
よ
る
過
失
殺
の
流
三
千
里
が
適
用
さ
れ
る
。
患
者

が
医
師
の
兄
姉
、
伯
叔
父
母
、
姑
、
外
祖
父
母
で
あ
れ
ば
、
闘
訟
律
二
七
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
よ
る
過
失
殺
の
徒
三
年
が
適

用
さ
れ
る
。
過
失
殺
の
刑
が
徒
二
年
半
よ
り
軽
い
場
合
は
、
名
例
律
四
五
条
に
従
え
ば
、
凡
人
と
同
様
に
徒
二
年
半
と
な
る
。
闘
訟

律
三
六
条

｢

即
し
旧
の
部
曲
・
奴
婢
を
殴
り
、
折
傷
以
上
た
れ
ば
、
部
曲
は
凡
人
よ
り
二
等
を
減
じ
、
奴
婢
は
又
た
二
等
を
減
ず
。

過
失
殺
し
た
る
者
は
、
各
�
論
ず
る
な
し｣

は
、
自
己
の
奴
婢
で
あ
っ
た
者
の
過
失
殺
を
罪
と
し
な
い
が
、
医
師
が
方
書
に
も
と
づ

か
な
い
医
療
を
誤
っ
て
施
し
た
こ
と
に
よ
る
殺
害
は
凡
人
と
同
様
に
徒
二
年
半
で
あ
る
。
こ
の
不
合
理
を
改
め
る
た
め
に
比
附
が
用

い
ら
れ
る
。
方
書
に
も
と
づ
か
な
い
医
療
を
誤
っ
て
施
し
た
こ
と
に
よ
る
殺
害
の
徒
二
年
半
は
、
闘
訟
律
五
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

の
闘
殺
の
絞
か
ら
の
三
等
減
に
あ
た
る
。
凡
人
の
闘
殺
と
方
書
に
も
と
づ
か
な
い
医
療
を
誤
っ
て
施
し
た
こ
と
に
よ
る
殺
害
と
の
関
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係
と
、
自
己
の
奴
婢
で
あ
っ
た
者
の
闘
殺
と
方
書
に
も
と
づ
か
な
い
医
療
を
誤
っ
て
施
し
た
こ
と
に
よ
る
殺
害
と
の
関
係
と
の
間
に

軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
行
為
が
共
通
す
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
凡
人
の
方
書
に
も
と
づ
か
な
い
医
療
を
誤
っ

て
施
し
た
こ
と
に
よ
る
殺
害
が
闘
殺
か
ら
三
等
減
に
あ
た
る
徒
二
年
半
と
さ
れ
る
の
な
ら
、
こ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
自
己

の
奴
婢
で
あ
っ
た
者
の
方
書
に
も
と
づ
か
な
い
医
療
を
誤
っ
て
施
し
た
こ
と
に
よ
る
殺
害
は
闘
殺
の
徒
二
年
か
ら
三
等
を
減
じ
た
杖

一
百
と
す
べ
き
で
あ
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
賊
盗
律
一
五
条
問
答
第
四

又
た
問
ふ
。
律
に
依
る
に
、
罪
を
犯
し
、
未
だ
発
せ
ず
し
て
自
首
し
た
れ
ば
、
合
に
原
す
べ
し
、
と
。
蠱
毒
を
造
畜
し
た
る
の

家
、
良
賤
一
人
先
に
首
し
た
れ
ば
、
事
既
に
首
し
訖
る
。
罪
を
免
ず
る
を
得
る
や
以
否
や
。

答
へ
て
曰
く
。
罪
を
犯
す
も
首
す
れ
ば
免
ず
る
は
、
本
と
自
新
を
許
す
。
蠱
毒
已
に
成
れ
ば
、
自
新
す
る
も
雪
ぎ
難
し
。
之
を

赦
に
会
ふ
に
比
し
、
仍
ほ
並
び
に
流
に
従
ふ
。

｢

之
を
赦
に
会
ふ
に
比
し｣

と
い
う
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
秘
伝
的
な
毒
物
の
製
造
・
所
持
で
あ
る
造
畜
蠱
毒
に
関

す
る
賊
盗
律
一
五
条

｢

諸
そ
蠱
毒
を
造
畜
し
、
及
び
教
令
し
た
る
者
は
絞
。
造
畜
し
た
る
者
の
同
居
の
家
口
は
情
を
知
ら
ざ
る
と
雖

も
、
若
し
く
は
里
正

[

坊
正
・
村
正
も
亦
た
同
じ]

、
知
り
て�
さ
ざ
る
者
は
、
皆
な
流
三
千
里
。
造
畜
し
た
る
者
は
赦
に
会
ふ
と

雖
も
、
并
び
に
同
居
の
家
口
、
及
び
教
令
し
た
る
人
は
、
亦
た
流
三
千
里
。
即
し
蠱
毒
を
以
て
同
居
を
毒
し
た
る
者
は
、
毒
せ
ら
る

る
の
人
、
父
母
・
妻
妾
・
子
孫
た
る
も
、
蠱
を
造
る
の
情
を
知
ら
ざ
る
者
は
坐
せ
ず｣

は
、
造
畜
蠱
毒
と
そ
の
教
令
を
絞
、
造
畜
者

の
同
居
の
家
族
を
流
三
千
里
と
す
る
。
名
例
律
六
条
不
道

(

【
事
例
�
】
所
掲)
は
造
畜
蠱
毒
を
十
悪
第
五
の
不
道
に
入
れ
る
。
名
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例
律
三
七
条

｢

諸
そ
罪
を
犯
し
、
未
だ
発
せ
ず
し
て
自
首
し
た
る
者
は
、
其
の
罪
を
原
す
。
…
…
其
れ
人
に
於
い
て
損
傷
し
、
物
に

於
い
て
備
償
す
べ
か
ら
ず
、
即
し
事
発
し
て
逃
亡
し
、
若
し
く
は
関
を
越
度
し
、
及
び
姦
し

[

私
度
も
亦
た
同
じ
。
姦
は
良
人
を
犯

し
た
る
を
謂
ふ]

、
并
び
に
私
に
天
文
を
習
ひ
た
る
者
は
、
並
び
に
自
首
の
例
に
在
ら
ず｣

は
、
自
首
原
免
か
ら
除
外
さ
れ
る
犯
罪

類
型
に
造
畜
蠱
毒
を
入
れ
な
い
か
ら
、
造
畜
蠱
毒
は
自
首
原
免
を
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
不
合
理
を
改
め
る
た
め
に
比
附
が
用
い
ら
れ

る
。
賊
盗
律
一
五
条
は
、
恩
赦
に
会
っ
て
も
蠱
毒
の
造
畜
者
と
教
令
者
は
絞
か
ら
流
三
千
里
へ
の
減
軽
に
と
ど
め
、
造
畜
者
の
同
居

の
家
族
の
流
三
千
里
は
減
軽
し
な
い
。
造
畜
蠱
毒
の
流
刑
が
恩
赦
に
会
っ
て
も
赦
免
さ
れ
な
い
会
赦
猶
流
に
入
る
こ
と
は
、
名
例
律

一
一
条
疏

｢

案
ず
る
に
賊
盗
律
に
云
ふ
、
蠱
毒
を
造
畜
し
た
れ
ば
、
赦
に
会
ふ
と
雖
も
、
并
び
に
同
居
の
家
口
、
及
び
教
令
し
た
る

人
は
、
亦
た
流
三
千
里
、
と
。
断
獄
律
に
云
ふ
、
小
功
の
尊
属
、
従
父
兄�

を
殺
し
、
及
び
謀
反
・
大
逆
し
た
る
者
は
、
身
は
赦
に

会
ふ
と
雖
も
、
猶
ほ
流
二
千
里
、
と
。
此
等
は
並
び
に
是
れ
会
赦
猶
流
た
り
。
其
れ
蠱
毒
を
造
畜
し
た
れ
ば
、
婦
人
は
官
あ
る
も
官

な
き
も
、
並
び
に
下
文
に
依
り
、
配
流
す
る
こ
と
法
の
如
し
。
官
あ
る
者
は
、
仍
ほ
除
名
と
し
、
配
所
に
至
れ
ば
居
作
を
免
ず｣

に

明
示
さ
れ
る
。
断
獄
律
二
一
条

｢

即
し
小
功
の
尊
属
、
従
父
兄�

を
殺
し
、
及
び
謀
反
・
大
逆
し
た
る
者
は
、
身
は
赦
に
会
ふ
と
雖

も
、
猶
ほ
流
二
千
里

(

�)｣

は
会
赦
猶
流
と
し
て
、
賊
盗
律
一
条

｢

諸
そ
反
を
謀
り
、
及
び
大
逆
し
た
る
者
は
、
皆
な
斬｣

の
謀
反
・
大

逆
の
斬
を
恩
赦
に
よ
り
減
軽
し
た
流
二
千
里
、
な
ら
び
に
闘
訟
律
二
六
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

の
小
功
尊
属
・
従
父
兄
姉
の
殺
害

の
斬
を
恩
赦
に
よ
り
減
軽
し
た
流
二
千
里
を
記
す
。
こ
の
う
ち
小
功
尊
属
・
従
父
兄
姉
の
殺
害
は
、
名
例
律
三
七
条
に
い
う

｢

人
に

於
い
て
損
傷｣

す
る
罪
で
あ
る
か
ら
、
自
首
原
免
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
造
畜
蠱
毒
と
小
功
尊
属
・
従
父
兄
姉
の
殺
害
と
の
間
に
は
軽

重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
会
赦
猶
流
に
あ
た
る
罪
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
名
例
律
三
七
条
が
小
功
尊
属
・
従

父
兄
姉
の
殺
害
を
自
首
原
免
か
ら
除
外
す
る
の
な
ら
、
こ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
造
畜
蠱
毒
も
自
首
原
免
か
ら
除
外
す
べ
き
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で
あ
る

(

�)

。

【
事
例
�
】
名
例
律
三
八
条
問
答
第
四

問
ひ
て
曰
く
。
官
戸
等
、
流
を
犯
し
た
れ
ば
、
加
杖
二
百
。
過
致
し
た
る
者
は
、
応
に
幾
等
を
減
じ
て
科
す
べ
き
や
。

答
へ
て
曰
く
。
徒
を
犯
し
応
に
加
杖
と
す
べ
き
者
は
、
一
等
ご
と
に
二
十
を
加
へ
、
加
へ
て
二
百
に
至
り
て
、
徒
三
年
に
当
つ
。

乃
ち
流
刑
に
至
る
も
、
杖
は
亦
た
二
百
た
り
。
即
ち
加
杖
の
流
、
応
に
減
ず
べ
き
は
、
律
に
在
り
て
殊
に
節
文
な
し
。
刑
名
に

比
附
し
、
止
だ
徒
に
依
り
て
一
等
を
減
じ
、
加
杖
一
百
八
十
た
り
。

｢

刑
名
に
比
附
し｣

と
い
う
字
句
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
徒
刑
に
あ
た
る
罪
人
の
家
に
、
当
該
罪
人
以
外
の
成
人
男
性
が

な
い
場
合
、
徒
刑
に
換
え
て
加
杖
を
執
行
し
、
居
作
を
免
除
す
る
。
名
例
律
二
七
条

｢

諸
そ
徒
を
犯
し
て
応
に
役
す
べ
く
し
て
、
家

に
兼
丁
な
き
者
は
、
徒
一
年
は
加
杖
一
百
二
十
、
居
作
せ
し
め
ず
。
一
等
ご
と
に
二
十
を
加
ふ｣

は
、
徒
一
年
を
加
杖
一
百
二
十
、

徒
一
年
半
を
加
杖
一
百
四
十
、
徒
二
年
を
加
杖
一
百
六
十
、
徒
二
年
半
を
加
杖
一
百
八
十
、
徒
三
年
を
加
杖
二
百
に
換
刑
す
る
。
名

例
律
四
七
条

｢

諸
そ
官
戸
、
部
曲
、
官
私
奴
婢
、
…
…
若
し
流
徒
を
犯
し
た
る
者
は
、
加
杖
と
し
、
居
作
を
免
ず｣

は
、
徒
刑
・
流

刑
に
あ
た
る
罪
を
犯
し
た
官
戸
・
部
曲
・
奴
婢
に
つ
い
て
、
徒
刑
は
加
杖
に
換
え
て
居
作
を
免
除
し
、
流
刑
は
加
杖
に
換
え
て
居
作

と
遠
徙
を
免
除
す
る
。
こ
の
場
合
の
加
杖
は
、
名
例
律
四
七
条
疏

｢
徒
を
犯
し
た
る
者
は
、
兼
丁
な
き
の
例
に
准
じ
て
加
杖
と
す
。

徒
一
年
は
加
杖
一
百
二
十
。
一
等
ご
と
に
二
十
を
加
へ
、
徒
三
年
は
加
杖
二
百
。
犯
に
准
じ
て
三
流
た
る
も
、
亦
た
杖
二
百
に
止
む
。

決
し
訖
れ
ば
、
官
・
主
に
付
し
、
居
作
せ
し
め
ず｣

に
よ
れ
ば
、
徒
刑
五
等
は
名
例
律
二
七
条
と
同
じ
、
流
刑
三
等
は
加
杖
二
百
で

あ
る
か
ら
、
徒
三
年
か
ら
流
三
千
里
ま
で
の
四
等
は
す
べ
て
加
杖
二
百
で
あ
る
。
名
例
律
三
八
条

｢

即
し
罪
人
に
因
り
て
以
て
罪
を
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致
し
て
、
罪
人
、
自
ら
死
し
た
る
者
は
、
本
罪
よ
り
二
等
を
減
ず
る
を
聴
す
。
若
し
罪
人
自
首
し
、
及
び
恩
に
遇
ひ
、
原
減
す
る
者

は
、
亦
た
罪
人
の
原
減
の
法
に
準
ず
。
其
れ
応
に
加
杖
と
し
、
及
び
贖
す
べ
き
者
は
、
各
�
杖
・
贖
の
例
に
依
る｣

は
、
罪
人
の
蔵

匿
や
過
致
資
給
す
な
わ
ち
逃
走
の
援
助
と
い
う

｢

罪
人
に
因
り
て
以
て
罪
を
致
す｣

罪
の
処
断
の
通
則
規
定
で
あ
る
。
捕
亡
律
一
八

条

｢

諸
そ
情
を
知
り
て
罪
人
を
蔵
匿
し
、
若
し
く
は
過
致
資
給
し
て

[

事
発
し
て
追
せ
ら
れ
、
及
び
亡
・
叛
し
た
る
の
類
を
謂
ふ]

、

隠
避
す
る
を
得
さ
し
め
た
る
者
は
、
各
�
罪
人
の
罪
よ
り
一
等
を
減
ず｣

に
よ
り
、
徒
三
年
に
あ
た
る
罪
人
へ
の
過
致
資
給
は
罪
人

の
本
罪
で
あ
る
徒
三
年
か
ら
一
等
を
減
じ
た
徒
二
年
半
と
な
る
。
罪
人
が
官
戸
・
部
曲
・
奴
婢
で
あ
れ
ば
名
例
律
三
八
条
に
よ
り
加

杖
一
百
八
十
と
な
る
。
こ
の
加
杖
一
百
八
十
は
徒
三
年
か
ら
一
等
を
減
じ
た
徒
二
年
半
の
換
刑
で
あ
り
、
徒
三
年
の
換
刑
で
あ
る
加

杖
二
百
か
ら
一
等
を
減
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
主
刑
で
な
い
加
杖
を
加
減
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
流
刑
三
等
に
あ
た

る
罪
人
へ
の
過
致
資
給
は
流
刑
三
等
か
ら
一
等
を
減
じ
た
徒
三
年
で
あ
る
。
罪
人
が
官
戸
・
部
曲
・
奴
婢
で
あ
れ
ば
流
刑
三
等
か
ら

一
等
を
減
じ
た
徒
三
年
の
換
刑
の
加
杖
二
百
と
な
る
。
こ
れ
は
流
刑
三
等
の
換
刑
で
あ
る
加
杖
二
百
と
同
じ
で
あ
り
、
一
等
減
の
実

質
が
生
じ
な
い
。
こ
の
不
合
理
を
改
め
る
た
め
に
比
附
が
用
い
ら
れ
る
。
加
杖
と
徒
刑
と
の
間
に
は
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な

い
が
、
五
等
と
い
う
等
級
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
そ
の
対
応
関
係
は
名
例
律
二
七
条
に
よ
り
確
認
さ
れ
、

徒
刑
の
半
年
の
等
差
が
加
杖
の
二
十
の
等
差
に
対
応
す
る
。
徒
三
年
か
ら
一
等
を
減
じ
て
徒
二
年
半
と
な
る
の
な
ら
、
加
杖
二
百
か

ら
一
等
を
減
じ
て
加
杖
一
百
八
十
と
す
べ
き
で
あ
り
、
流
刑
三
等
に
あ
た
る
官
戸
・
部
曲
・
奴
婢
へ
の
過
致
資
給
は
加
杖
二
百
か
ら

一
等
を
減
じ
た
加
杖
一
百
八
十
と
な
る

(

�)

。
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【
事
例
�
】
断
獄
律
二
〇
条
疏

赦
書
、
罪
名
を
定
め
、
合
に
軽
き
に
従
ふ
べ
き
者
と
は
、
假
如
へ
ば
貞
観
九
年
三
月
十
六
日
の
赦
に
、
大
辟
の
罪
以
下
は
並
び

に
免
ず
、
其
れ
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
の
、
十
悪
、�

言
し
て
衆
を
惑
は
す
、
謀
叛
し
て
已
に
上
道
す
等
は
、
並
び
に
赦
す
る
の

例
に
在
ら
ず
、
と
。
赦
に
拠
る
に
、
十
悪
の
罪
は
、
赦
書
は
免
ぜ
ず
。
謀
叛
は
即
ち
十
悪
に
当
た
る
も
、
未
だ
上
道
せ
ざ
る
者

は
、
赦
は
特
に
原
す
に
従
ふ
。
叛
の
罪
は
重
き
と
雖
も
、
赦
書
は
罪
名
を
定
め
た
れ
ば
、
合
に
軽
き
に
従
ふ
べ
し
。
律
を
引
き

て
科
断
し
、
若
し
く
は
比
附
し
て
重
き
に
入
る
る
を
得
ず
。
違
ひ
た
る
者
は
、
故
失
を
以
て
論
ず
。

断
獄
律
二
〇
条

(

第
四
節
所
掲)

は
唐
律
全
五
〇
二
箇
条
の
な
か
で

｢

比
附｣

を
明
記
す
る
唯
一
の
律
条
で
あ
る
。
賊
盗
律
四
条

｢

諸
そ
謀
叛
し
た
る
者
は
絞
。
已
に
上
道
し
た
る
者
は
皆
な
斬｣

は
、
王
朝
か
ら
離
脱
し
て
偽
政
権
・
外
国
勢
力
な
ど
に
加
担
す
る

叛
を
、
絞
に
あ
た
る
予
備
陰
謀
段
階
の
謀
叛
未
上
道
と
、
斬
に
あ
た
る
実
行
着
手
後
の
謀
叛
已
上
道
の
二
段
階
に
分
け
る
。
名
例
律

六
条
謀
叛

｢

三
に
曰
く
謀
叛

[

国
に
背
き
偽
に
従
ふ
を
謀
り
た
る
を
謂
ふ]｣

は
、
謀
叛
未
上
道
の
段
階
か
ら
十
悪
第
三
の
謀
叛
に

入
れ
る
。
断
獄
律
二
〇
条
疏
が
引
用
す
る
貞
観
九
年

(

六
三
五)

三
月
一
六
日
の
赦
書
は
、
十
悪
を
原
免
か
ら
除
外
す
る
一
方
で
、

謀
反
已
上
道
の
不
原
免
を
特
記
し
て
謀
叛
未
上
道
を
原
免
す
る

(

�)

。
赦
書
の
法
的
効
果
は
律
条
に
優
越
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

た
と
え
ば
叛
と
逃
亡
と
の
間
に
存
す
る
近
似
性
に
も
と
づ
き
、
山
沢
へ
の
逃
亡
者
を
追
喚
す
る
将
吏
へ
の
抵
抗
を
定
め
る
賊
盗
律
四

条

｢

即
し
山
沢
に
亡
命
し
、
追
喚
に
従
は
ざ
る
者
は
、
謀
叛
を
以
て
論
ず
。
其
の
将
吏
に
抗
拒
し
た
る
者
は
、
已
に
上
道
し
た
る
を

以
て
論
ず｣

を
援
用
し
て
処
断
す
る

(

�)

な
ど
、
何
ら
か
の
律
条
に
比
附
し
て
処
罰
し
た
官
員
は
、
故
失
入
人
罪
と
し
て
断
獄
律
一
九
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
よ
り
処
断
さ
れ
る
。
断
獄
律
二
〇
条
が
禁
じ
る
比
附
は
、
赦
書
の
条
項
が
甲
行
為
に
つ
い
て
定
め
る
刑
の
減

免
を
不
合
理
な
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
不
合
理
を
改
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
甲
行
為
と
の
間
に
近
似
性
が
存
し
赦
書
が
刑
の
減
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免
を
定
め
な
い
乙
行
為
を
処
罰
す
る
律
条
の
刑
名
を
甲
行
為
に
援
用
す
る
こ
と
で
あ
る

(

�)

。

比
附
の
【
事
例
�
】
か
ら
【
事
例
�
】
は
刑
名
未
定
の
行
為
の
刑
名
を
定
め
、【
事
例
�
】
か
ら
【
事
例
�
】
は
刑
名
の
加
減
を

定
め
る
。【
事
例
�
】
は
当
該
行
為
を
十
悪
に
入
れ
て
、
刑
名
既
定
の
行
為
へ
の
附
加
的
措
置
の
適
用
の
是
非
を
定
め
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、【
事
例
�
】
か
ら
【
事
例
	
】
は
既
存
の
律
条
か
ら
得
ら
れ
る
不
合
理
な
刑
名
を
、【
事
例


】【
事
例
�
】

は
既
存
の
律
条
に
よ
る
不
合
理
な
附
加
的
措
置
を
比
附
の
名
の
も
と
に
改
め
る
も
の
で
あ
る
。【
事
例
�
】
は
赦
文
か
ら
得
ら
れ
る

減
免
を
不
合
理
と
み
な
し
て
比
附
の
名
の
も
と
に
改
め
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
比
附
は

｢

既
存
の
法
条
が
刑
名
や
附
加
的
措
置
を
定
め
な
い
甲
行
為
を
処
断
す
べ
き
と
き
、
法
欠
缺
の
補
充
を
目

的
と
し
て
、
甲
行
為
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
乙
行
為
を
処
断
す
る
法
条
の
刑
名
や
附
加
的
措
置
を
甲
行
為
に
援
用
す
る
技
法｣

で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、｢

既
存
の
法
条
が
甲
行
為
に
つ
い
て
定
め
る
刑
名
や
附
加
的
措
置
が
不
合
理
で
あ
る
と
き
、
そ
の
不
合
理

を
改
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
甲
行
為
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
乙
行
為
を
処
断
す
る
法
条
の
刑
名
や
附
加
的
措
置
を
甲
行
為

に
援
用
す
る
技
法｣

で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
戴
炎
輝
氏
の

｢

あ
る
罪
条
が
凡
犯

(

凡
人
・
常
罪)

を
そ
の
対
象
と
し
て
、
情
状
に
よ

る
加
減
の
明
文
を
缺
く
と
き
は
、
他
の
条
文
に

(

比
較
的
詳
細
で
あ
る
た
め)

比
附
し
て
、
そ
の
刑
を
加
減
す
る
こ
と
も
あ
る｣

と

い
う
主
張
、
あ
る
い
は
清
代
の
事
例
の
分
析
に
も
と
づ
く
中
村
茂
夫
氏
の

｢

細
目
化
さ
れ
た
或
る
条
文
に
比
照
し
て
、
そ
こ
に
定
め

ら
れ
た
刑
を
そ
の
ま
ま
科
し
た
の
で
は
、｢

法
重
く
し
て
情
軽
し｣

(
ま
た
は

｢

情
重
く
し
て
法
軽
し｣)

と
い
う
結
果
を
免
れ
な
い

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
刑
を
加
重
・
減
軽
す
る
操
作
が
求
め
ら
れ
る｣

、
寺
田
浩
明
氏
の

｢

敢
え
て
情
の
違
い
を
言

い
立
て
て
そ
の

｢

情｣

を
現
行
条
文
の
中
か
ら
切
り
取
っ
て
別
置
き
し
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
現
行
法
と
は
違
っ
た
量
刑
判
断
を
下
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す
(

そ
う
し
た
操
作
を
正
文
が
無
い
と
い
う
名
目
下
で
行
う)

作
業｣

と
い
う
指
摘
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る

(

�)

。

六

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
の
再
定
義

律
疏
に
あ
ら
わ
れ
た
事
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
も
比
附
も
、
既
存
の
法
条
が
刑
名
や
附
加
的
措
置
を
定
め

な
い
行
為
に
対
し
て
刑
名
や
附
加
的
措
置
を
定
め
る
欠
缺
補
充
を
目
的
と
す
る
技
法
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
既
存
の
法
条
が
定
め

る
刑
名
や
付
加
的
措
置
が
不
合
理
で
あ
る
行
為
に
対
し
て
よ
り
合
理
的
な
刑
名
や
附
加
的
措
置
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
技
法

で
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
目
的
に
即
し
て
理
解
す
れ
ば
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
と
の
間
に
は
本
質

的
な
差
違
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

刑
名
や
付
加
的
措
置
を
定
め
る
技
法
と
し
て
見
る
と
き
、
甲
行
為
に
対
し
て
刑
名
や
付
加
的
措
置
を
定
め
る
際
に
援
用
す
る
法
条

が
定
め
る
乙
行
為
と
甲
行
為
の
間
に
、
行
為
の
主
体
と
客
体
の
間
の
身
分
的
関
係
、
行
為
の
態
様
や
結
果
、
手
段
の
態
様
、
客
体
の

態
様
、
あ
る
い
は
刑
名
な
ど
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
近
似
性
が
存
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
と
の
間

に
区
別
は
な
い
。
両
者
の
明
確
な
違
い
は
、
近
似
性
の
存
す
る
甲
行
為
と
乙
行
為
の
間
に
、
軽
重
を
は
か
る
何
ら
か
の
比
較
基
準
が

存
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
甲
行
為
と
乙
行
為
の
間
に
近
似
性
が
確
認
さ

れ
る
の
に
加
え
て
、
比
較
基
準
に
も
と
づ
く
軽
重
関
係
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
比
附
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
甲
行
為

と
乙
行
為
の
間
に
は
近
似
性
が
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
、
比
較
基
準
に
も
と
づ
く
軽
重
関
係
は
確
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
戴
炎
輝
氏
に
よ
り
比
附
、
滋
賀
秀
三
氏
に
よ
り
挙
重
明
軽
と
さ
れ
る
事
例

(

�)

を
検
討
す
る
。
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【
事
例
�
】
賊
盗
律
一
九
条
疏

屍
を
水
中
に
棄
て
た
る
も
、
還
た
得
て
失
は
ず
。
髪
を
�
り
た
る
と
は
、
其
の
髪
を
�
り
去
り
た
る
を
謂
ふ
。
傷
つ
け
た
る
と

は
、
謂
ふ
こ
こ
ろ
、
故
ら
に
其
の
屍
を
傷
つ
け
、
傷
に
大
小
な
き
も
、
但
だ
支
解
し
た
る
の
類
に
は
非
ず
。
各
�
又
た
一
等
を

減
ず
と
は
、
謂
ふ
こ
こ
ろ
、
凡
人
は
各
�
闘
殺
の
罪
よ
り
二
等
を
減
じ
、�

麻
以
上
の
尊
長
は
唯
だ
一
等
を
減
ず
。
大
功
以
上

の
尊
長
及
び
小
功
の
尊
属
は
、
仍
ほ
不
睦
に
入
る
。
即
し
子
孫
の
祖
父
母
父
母
に
於
い
て
し
、
部
曲
・
奴
婢
の
主
に
於
い
て
し

た
る
者
は
、
各
�
減
ぜ
ず
。
並
び
に
闘
殺
の
罪
に
同
じ
け
れ
ば
、
子
孫
は
合
に
悪
逆
に
入
る
る
べ
し
。
決
す
る
に
時
を
待
た
ず
。

賊
盗
律
一
九
条

｢

諸
そ
死
屍
を
残
害
し

[

焚
焼
し
、
支
解
し
た
る
の
類
を
謂
ふ]

、
及
び
屍
を
水
中
に
棄
て
た
る
者
は
、
各
�
闘

殺
の
罪
よ
り
一
等
を
減
ず

[
�

麻
以
上
の
尊
長
は
減
ぜ
ず]

。
棄
て
て
失
は
ず
、
及
び
髪
を
�
り
、
若
し
く
は
傷
つ
け
た
る
者
は
、

各
�
又
た
一
等
を
減
ず
。
即
し
子
孫
の
祖
父
母
父
母
に
於
い
て
し
、
部
曲
・
奴
婢
の
主
に
於
い
て
し
た
る
者
は
、
各
�
減
ぜ
ず

[

皆

な
意
の
悪
む
に
在
る
者
を
謂
ふ]｣

は
、
遺
骸
の
損
壊
と
水
中
へ
の
投
棄
を
闘
訟
律
五
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

の
闘
殺
の
絞
か
ら
一

等
を
減
じ
た
流
三
千
里
、
水
中
に
投
棄
し
て
回
収
し
た
場
合
、
な
ら
び
に
遺
骸
の
損
傷
や
頭
髪
の
剃
去
は
二
等
を
減
じ
た
徒
三
年
と

す
る
。�

麻
以
上
の
尊
長
の
遺
骸
で
あ
れ
ば
闘
殺
を
以
て
論
じ
、
闘
訟
律
二
六
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

お
よ
び
闘
訟
律
二
七
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
よ
り
、
損
壊
な
ど
は
斬
、
水
中
へ
の
投
棄
後
の
回
収
な
ど
は
一
等
を
減
じ
た
流
三
千
里
と
さ
れ
る
。
祖
父
母

父
母
の
遺
骸
で
あ
れ
ば
減
等
は
な
さ
れ
な
い
。�

麻
以
上
の
尊
長
の
闘
殺
と�

麻
以
上
の
尊
長
の
遺
骸
の
損
壊
と
の
間
に
は
、
刑
名

が
と
も
に
斬
で
あ
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
し
、
そ
こ
か
ら
殴
傷
と
遺
骸
の
損
傷
と
の
間
の
近
似
性
も
導
き
出
さ
れ
る
。

名
例
律
六
条
不
睦

(

【
事
例
�
】
所
掲)

は
、
小
功
尊
属
・
大
功
尊
長
の
殴
打
を
十
悪
第
八
の
不
睦
に
入
れ
る
が
、
大
功
以
上
の

尊
長
お
よ
び
小
功
尊
属
の
遺
骸
の
損
傷
に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。
小
功
尊
属
・
大
功
長
属
の
殴
打
は
闘
訟
律
二
六
条
に
よ
り
徒
一
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年
半
、
大
功
尊
属
の
殴
打
は
徒
二
年
、
小
功
尊
属
・
大
功
尊
長
の
遺
骸
の
損
傷
は
賊
盗
律
一
九
条
に
よ
り
流
三
千
里
と
さ
れ
る
。
刑

名
か
ら
み
て
、
小
功
尊
属
・
大
功
尊
長
の
殴
打
は
軽
事
で
あ
り
、
小
功
尊
属
・
大
功
尊
長
の
遺
骸
の
損
傷
は
重
事
で
あ
る
。
名
例
律

六
条
不
睦
が
小
功
尊
属
・
大
功
尊
長
の
殴
打
と
い
う
軽
事
を
十
悪
不
睦
に
入
れ
る
か
ら
に
は
、
大
功
以
上
の
尊
長
お
よ
び
小
功
尊
属

の
遺
骸
の
損
傷
と
い
う
重
事
は
規
定
が
な
く
て
も
十
悪
不
睦
に
入
る
。
こ
れ
は
挙
軽
明
重
の
事
例
で
あ
る
。

名
例
律
六
条
悪
逆

｢

四
に
曰
く
悪
逆

[

祖
父
母
父
母
を
殴
り
、
及
び
殺
さ
ん
と
謀
り
、
伯
叔
父
母
、
姑
、
兄�

、
外
祖
父
母
、
夫
、

夫
の
祖
父
母
父
母
を
殺
し
た
る
者
を
謂
ふ]｣

は
、
祖
父
母
父
母
の
殴
打
を
十
悪
第
四
の
悪
逆
に
入
れ
る
が
、
祖
父
母
父
母
の
遺
骸

の
損
壊
・
損
傷
に
つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。
闘
訟
律
二
八
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

は
祖
父
母
父
母
の
殴
打
を
斬
と
し
、
賊
盗
律
一

九
条
は
祖
父
母
父
母
の
遺
骸
の
損
壊
・
損
傷
を
斬
と
す
る
。
祖
父
母
父
母
の
殴
打
と
祖
父
母
父
母
の
遺
骸
の
損
壊
・
損
傷
と
の
間
に

は
軽
重
を
は
か
る
基
準
は
存
し
な
い
が
、
刑
名
を
同
じ
く
す
る
こ
と
で
近
似
性
が
存
す
る
。
祖
父
母
父
母
の
殴
打
を
名
例
律
六
条
悪

逆
が
十
悪
悪
逆
に
入
れ
る
の
な
ら
、
こ
れ
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
祖
父
母
父
母
の
遺
骸
の
損
壊
・
損
傷
も
十
悪
悪
逆
に
入
る
。

こ
れ
は
比
附
の
事
例
で
あ
る

(

�)

。

し
た
が
っ
て

｢

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
が
い
う
な
れ
ば
定
性
的
操
作
で
あ
り
応
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
に
対
し
て
、
比
附
は
定
量

的
操
作
で
あ
っ
て
そ
の
応
用
範
囲
は
頗
る
広
い

(

�)｣

と
い
う
滋
賀
秀
三
氏
の
主
張
は
、
応
用
範
囲
の
広
狭
に
関
す
る
認
識
は
適
切
で
あ

る
け
れ
ど
も
、｢

定
性
的｣

｢

定
量
的｣

と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
は
再
考
を
要
す
る
。
滋
賀
秀
三
氏
の
術
語
を
援
用
す
れ
ば
、
挙
重
明

軽
・
挙
軽
明
重
は
定
性
的
操
作
の
う
え
に
定
量
的
操
作
を
行
う
技
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
応
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
比
附

は
定
性
的
操
作
の
み
を
行
う
技
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
応
用
範
囲
が
頗
る
広
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
比
附
は
挙
重
明
軽
・
挙
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軽
明
重
を
包
摂
す
る
技
法
で
あ
る
と
も
い
い
う
る
。｢

広
義
の
比
附
は
、
狭
義
の

｢

比
附｣

お
よ
び

｢

軽
重
相
挙｣

を
包
括
す
る
と

い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い

(

�)｣

と
い
う
戴
炎
輝
氏
の
主
張
が
妥
当
性
を
も
ち
う
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
も
比
附
も
、
既
存
の
法
条
に
お
け
る
刑
名
や
附
加
的
措
置
の

欠
缺
の
補
充
を
目
的
と
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
既
存
の
法
条
に
お
け
る
不
合
理
な
刑
名
や
附
加
的
措
置
を
改
め
る
こ
と
を
も
目
的
と

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
含
め
て
再
定
義
を
行
え
ば
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
は

｢

甲
行
為
に
対
し
て
既
存
の

法
条
が
定
め
る

(

ま
た
は
定
め
な
い)

効
果
を
、
甲
行
為
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
乙
行
為
と
の
軽
重
を
比
較
し
た
う
え
で
、
乙

行
為
を
処
断
す
る
既
存
の
法
条
の
効
果
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
切
な
も
の
に
改
め
る
技
法｣

で
あ
り
、
比
附
は

｢

甲
行
為
に

対
し
て
既
存
の
法
条
が
定
め
る

(
ま
た
は
定
め
な
い)

効
果
を
、
甲
行
為
と
の
間
に
近
似
性
が
存
す
る
乙
行
為
を
処
断
す
る
既
存
の

法
条
の
効
果
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
切
な
も
の
に
改
め
る
技
法｣

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
に
関
す
る
名
例
律
五
〇
条
の
淵
源
が
隋
開
皇
律
に
あ
る
こ
と
は
、『

通
典』

巻
一
六
七
、
刑
法
五
、
雑
議

下
、
神
龍
元
年

(

七
〇
五)

正
月
趙
冬
曦
上
書
に
も
と
づ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

趙
冬
曦
上
書
し
て
曰
く
。
臣
聞
く
。
夫
れ
今
の
律
な
る
者
は
、
昔
は
乃
ち
千
餘
条
あ
り
。
近
ご
ろ
有
隋
の
姦
臣
、
将
に
其
の
法

を
弄
ば
ん
と
し
、
故
に
律
を
著
し
て
曰
く
、
罪
を
犯
し
て
律
に
正
条
な
き
者
は
、
応
に
罪
を
出
だ
す
べ
け
れ
ば
、
則
ち
重
き
を

挙
げ
て
以
て
軽
き
を
明
ら
か
に
し
、
応
に
罪
を
入
る
る
べ
け
れ
ば
、
則
ち
軽
き
を
挙
げ
て
以
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
、
と
。
夫

の
一
言
を
立
て
て
、
其
の
数
百
条
を
廃
す
。
是
よ
り
今
に
迄
り
、
竟
に
刊
革
す
る
な
く
、
遂
に
死
生
を
し
て
法
律
に
由
る
な
か
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ら
し
む
。
軽
重
は
必
ず
愛
憎
に
因
り
、
賞
罰
な
る
者
は
其
の
然
る
を
知
ら
ず
、
事
を
挙
ぐ
る
者
は
其
の
犯
す
を
知
ら
ず
。
臣
恐

る
ら
く
は
、
賈
誼
、
之
を
見
れ
ば
、
必
ず
為
に
慟
哭
せ
ん
こ
と
を
。
夫
れ
法
を
立
つ
る
者
は
、
下
人
尽
く
知
れ
ば
、
則
ち
天
下

敢
て
犯
さ
ざ
る
を
貴
ぶ
の
み
。
何
ぞ
必
ず
し
も
其
の
文
義
を
飾
り
、
其
の
科
条
を
簡
に
せ
ん
や
。
夫
れ
条
科
省
た
れ
ば
則
ち
下

人
知
り
難
く
、
文
義
深
け
れ
ば
則
ち
法
吏
便
を
得
ん
。
下
人
知
り
難
け
れ
ば
、
則
ち
暗
か
に
機
穽
に
陥
ら
ん
。
安
ん
ぞ
法
を
犯

す
の
人
な
き
を
得
ん
や
。
法
吏
便
を
得
れ
ば
、
則
ち
比
附
し
て
之
を
用
ゐ
ん
。
安
ん
ぞ
法
を
弄
ぶ
の
臣
な
き
を
得
ん
や
。
臣
請

ふ
ら
く
は
、
律
令
格
式
も
て
復
た
更
に
刊
定
し
、
其
の
科
条
の
罪
を
言
ふ
は
、
直
だ
其
の
事
を
書
き
、
文
を
假
飾
す
る
な
き
こ

と
を
。
其
れ
以
、
准
、
加
減
、
比
附
、
情
を
原
ぬ
、
及
び
軽
き
を
挙
げ
て
以
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
、
応
に
為
す
べ
か
ら
ず
し

て
為
す
の
類
は
、
皆
な
之
を
用
ゐ
る
な
き
こ
と
を
。
愚
夫
愚
婦
を
し
て
之
を
聞
き
て
必
ず
悟
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
相
ひ
率
ゐ
て

之
を
遠
ざ
け
ん
。
亦
た
安
ん
ぞ
肯
て
知
り
て
故
ら
に
犯
さ
ん
や
。
苟
も
犯
す
者
あ
れ
ば
、
貴
き
と
雖
も
必
ず
坐
せ
ば
、
則
ち
宇

宙
の
内
、
粛
然
と
し
て
咸
な
服
さ
ん
。
故
に
曰
く
、
法
明
ら
か
な
れ
ば
則
ち
人
信
じ
、
法
一
な
れ
ば
則
ち
主
尊
か
ら
ん
、
と
。

書
に
曰
く
、
刑
は
刑
な
き
を
期
す
、
と
。
誠
な
る
か
な
是
の
言
や
。

趙
冬
曦
の
上
書
は
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
を
法
条
に
も
と
づ
か
な
い
刑
罰
の
適
用
を
も
た
ら
す
舞
文
弄
法
の
要
因
と
し
て
批
判
し
、

比
附
な
ど
と
と
も
に
そ
の
排
除
を
主
張
す
る
。
し
か
し
滋
賀
秀
三
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
の
明
文
化
は

｢

立
法
者
が
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
不
必
要
な
る
逐
一
的
明
文
を
省
い
て
い
る
こ
と
を
意
味｣

し
、
開
皇
律
に
お
い
て
は

｢

北
斉
律

九
四
九
条
、
北
周
律
一
五
三
七
条
で
あ
っ
た
も
の
を
同
律
が
一
挙
に
五
〇
〇
条
に
凝
縮
し
た
、
そ
の
法
文
簡
精
化
の
上
に
大
き
な
作

用
を
も
っ
た｣

の
で
あ
る

(

�)

。
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
の
規
定
が
比
附
を
排
除
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
の
技
法
と

し
て
の
限
定
性
ゆ
え
に
、
舞
文
弄
法
の
可
能
性
は
か
な
り
狭
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
趙
冬
曦
の
上
書
は
唐
初
に
比
附
が
行
わ
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れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
現
実
の
事
案
処
理
に
お
い
て
刑
名
や
附
加
的
措
置
の
補
充
修
正
を
迫
ら
れ
た
と
き
、
技
法
と
し

て
の
限
定
性
の
高
い
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
だ
け
で
は
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
よ
り
限
定
性
の
低
い
比
附
を
活

用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
宋
代
に
は
律
条
に
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
、
勅
条
に
比
附
が
規
定
さ
れ
て
両
者
の
併
存
が

う
か
が
わ
れ
る
が
、
明
律
は
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
を
規
定
せ
ず
に
比
附
の
み
を
規
定
す
る
に
至
る
。
そ
れ
は
技
法
的
に
挙
重
明
軽
・

挙
軽
明
重
が
比
附
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
事
案
処
理
に
お
い
て
は
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
を
用
い
な
く
て
も
比
附
を

用
い
れ
ば
足
り
る
と
い
う
経
験
が
反
映
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
推
論
の
検
証
を
含
め
て
、
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
に
関
す
る
検
討
課
題
は
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
の
解
明
に
向
け
て

の
考
察
が
空
論
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
時
代
を
ひ
ろ
げ
て
史
料
を
求
め
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)

。
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

[

凡
例]

引
用
文
中
の

[
]

内
お
よ
び

(
)

内
は
原
注
、〈

〉
内
は
筆
者
補
注
を
示
す
。
唐
律
の
律
条
と
律
疏
は

『

訳
註
二』

『

訳
註
三』

を

底
本
と
す
る
。

[

文
献]

『

研
究
刑
法』

＝
仁
井
田
陞

『

中
国
法
制
史
研
究
刑
法』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九

(

補
訂
版
、
一
九
八
〇
に
よ
る)

『

国
字
解』

＝
荻
生
徂
徠

『

明
律
国
字
解』

(

徂
徠
物
茂
�
／
内
田
智
雄
・
日
原
利
國
校
訂

『

律
例
対
照
定
本
明
律
国
字
解』

創
文
社
、
一
九

六
六
に
よ
る)

『

拾
遺』

＝
仁
井
田
陞

『

唐
令
拾
遺』

東
方
文
化
学
院
、
一
九
三
三

(

復
刻
版
、
一
九
六
四
に
よ
る)
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『

拾
遺
補』

＝
仁
井
田
陞
／
池
田
温
編
集
代
表

『

唐
令
拾
遺
補

附
唐
日
両
令
対
照
一
覧

』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七

『
訳
註
一』

＝
律
令
研
究
会
編

『

訳
註
日
本
律
令
一
首
巻』

東
京
堂
出
版
、
一
九
七
八

『
訳
註
二』

＝
律
令
研
究
会
編

『

訳
註
日
本
律
令
二
律
本
文
篇
上
巻』

東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五

『

訳
註
三』
＝
律
令
研
究
会
編

『

訳
註
日
本
律
令
三
律
本
文
篇
下
巻』

東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五

『

訳
註
五』
＝
律
令
研
究
会
編

『

訳
註
日
本
律
令
五
唐
律
疏
議
訳
註
篇
一』

東
京
堂
出
版
、
一
九
七
九

『

訳
註
六』

＝
律
令
研
究
会
編

『

訳
註
日
本
律
令
六
唐
律
疏
議
訳
註
篇
二』

東
京
堂
出
版
、
一
九
八
四

『

訳
註
七』

＝
律
令
研
究
会
編

『

訳
註
日
本
律
令
七
唐
律
疏
議
訳
註
篇
三』

東
京
堂
出
版
、
一
九
八
七

『

訳
註
八』

＝
律
令
研
究
会
編

『

訳
註
日
本
律
令
八
唐
律
疏
議
訳
註
篇
四』

東
京
堂
出
版
、
一
九
九
六

T
T

D
I
(

A
)

＝T
atsu

ro
Y
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am

o
to

,
O

n
Ik

e
d

a,
M
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o
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O

k
an

o
(

e
d

s.)
,

T
u

n
-h

u
a

n
g

a
n

d
T

u
rfa

n
D

ocu
m

en
ts

con
cern

in
g

S
ocia

l
a

n
d

E
con

om
ic

H
istory

I
:

L
ega

l
T

exts
(

A
)

In
trod

u
ction

&
T

exts.,
T

h
e

T
o

y
o

B
u

n
k

o
,

1
9

8
0
.

小
野
清
一
郎

[

一
九
三
八]

｢

唐
律
に
於
け
る
刑
法
総
則
的
規
定｣

『

国
家
学
会
雑
誌』

五
二
巻
四
号

(『

刑
罰
の
本
質
に
つ
い
て
・
そ
の
他』

有
斐
閣
、
一
九
五
五
に
よ
る)

川
村
康

[

一
九
九
五]

｢
『

東
坡
烏
台
詩
案』
中
の
律
・
勅
・
刑
統
遺
文｣

『

東
洋
法
制
史
研
究
会
通
信』

九
号

川
村
康

[

二
〇
一
四]

｢

律
疏
比
附
箚
記

断
獄
律
二
〇
条
の
比
附
は
特
殊
か

｣

中
村
正
人
研
究
代
表

『

唐
代
を
中
心
と
す
る
中
国

裁
判
制
度
の
基
礎
的
研
究』

平
成
二
二
年
度
〜
平
成
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

(

基
盤
研
究

(

Ｃ)

一
般)

研
究
成
果
報
告
書

川
村
康

[

二
〇
一
六]

｢

宋
代
比
附
箚
記｣

『

宋
代
史
か
ら
考
え
る』

編
集
委
員
会
編

『

宋
代
史
か
ら
考
え
る』

汲
古
書
院

川
村
康

[

二
〇
一
八]

｢

律
疏
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
箚
記｣

『
法
史
学
研
究
会
会
報』

二
一
号

黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

｢

唐
律
軽
重
相
挙
条
的
法
理
及
其
運
用｣

林
文
雄
教
授
祝
寿
論
文
集
編
輯
委
員
会
編

『

当
代
基
礎
法
学
理
論

林

文
雄
教
授
祝
寿
論
文
集

』

学
林
文
化
事
業
有
限
公
司

(『

漢
唐
法
制
与
儒
家
伝
統』

元
照
出
版
有
限
公
司
、
二
〇
〇
九
に
よ
る)

小
林
宏

[

一
九
九
一]

｢

因
准
ノ
文
ヲ
以
テ
折
中
ノ
理
ヲ
案
ズ
ベ
シ

明
法
家
の
法
解
釈
理
論

｣
『

國
學
院
法
学』

二
八
巻
四
号

(『

日
本
に
お
け
る
立
法
と
法
解
釈
の
史
的
研
究
第
一
巻
古
代
・
中
世』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
に
よ
る)
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蔡�

銘

[

一
九
六
八]

『

唐
律
与
近
世
刑
事
立
法
之
比
較
研
究』

中
国
学
術
著
作
奨
助
委
員
会

滋
賀
秀
三

[

一
九
六
〇]

｢

清
朝
時
代
の
刑
事
裁
判

そ
の
行
政
的
性
格
。
若
干
の
沿
革
的
考
察
を
含
め
て

｣

法
制
史
学
会
編

『

刑

罰
と
国
家
権
力

法
制
史
学
会
創
立
十
周
年
記
念

』

創
文
社

(『

清
代
中
国
の
法
と
裁
判』

創
文
社
、
一
九
八
四
に
よ
る)

滋
賀
秀
三

[

二
〇
〇
六]

｢

比
附
と
類
推｣

『

東
洋
法
制
史
研
究
会
通
信』

一
五
号

周
東
平

[
二
〇
一
二]

｢

�挙
重
以
明
軽
、
挙
軽
以
明
重
�
之
法
理
補
論

兼
論
隋
律
立
法
技
術
的
重
要
性

｣
『

東
方
学
報』

京
都
八

七
冊

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

『
唐
律
通
論』

国
立
編
訳
館
・
正
中
書
局

戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

『
唐
律
各
論』

国
立
台
湾
大
学
法
学
院
事
務
組
・
三
民
書
店

戴
建
国
点
校

[

二
〇
〇
二]

『
慶
元
条
法
事
類』

楊
一
凡
・
田
濤
主
編

『

中
国
珍
稀
法
律
典
籍
続
編
第
一
冊』

黒
龍
江
人
民
出
版
社

陳
新
宇

[

二
〇
一
五]

『

帝
制
中
国
的
法
源
与
適
用

以
比
附
問
題
為
中
心
的
展
開

』

上
海
人
民
出
版
社

寺
田
浩
明

[

二
〇
一
三]

｢

裁
判
制
度
に
お
け
る

｢

基
礎
付
け｣

と

｢

事
例
参
照｣

伝
統
中
国
法
を
手
掛
か
り
と
し
て

｣
『

法
学
論

叢』

一
七
二
巻
四
・
五
・
六
号

陶
安

[

二
〇
〇
五]

｢

�比
附
�
与

�類
推
�

超
越
沈
家
本
的
時
代
約
束

｣

�沈
家
本
与
中
国
法
律
文
化
国
際
学
術
研
討
会
�
組
委

会
編

『

沈
家
本
与
中
国
法
律
文
化
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集

(

下
冊)』

中
国
法
制
出
版
社

中
村
茂
夫

[

一
九
六
八]

｢

中
国
旧
律
に
お
け
る
比
附
の
機
能｣

『

法
政
理
論』

一
巻
一
号

(｢

比
附
の
機
能｣

『

清
代
刑
法
研
究』

東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
七
三
に
よ
る)

仁
井
田
陞

[

一
九
四
〇]

｢

唐
律
に
於
け
る
通
則
的
規
定
の
来
源｣

『
東
方
学
報』

東
京
一
一
冊
ノ
二

(｢

唐
律
に
お
け
る
通
則
的
規
定
と
そ

の
来
源｣

『

研
究
刑
法』

に
よ
る)

仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

｢

宋
代
以
後
に
お
け
る
刑
法
上
の
基
本
問
題

法
の
類
推
解
釈
と
遡
及
処
罰

｣
『

研
究
刑
法』

仁
井
田
陞
・
牧
野
巽

[

一
九
三
一]

｢

故
唐
律
疏
議
製
作
年
代
考

(

下)｣
『

東
方
学
報』

東
京
二
冊

(『

訳
註
一』

に
よ
る)

兪
栄
根

[

二
〇
〇
二]

｢

罪
刑
法
定
与
非
法
定
的
和
合

中
華
法
系
的
一
箇
特
点

｣

倪
正
茂
主
編

『

批
判
与
重
建

中
国
法
律
史
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研
究
反
撥

』

法
律
出
版
社

劉
俊
文

[

一
九
八
九]

『

敦
煌
吐
魯
番
唐
代
法
制
文
書
考
釈』

中
華
書
局

劉
俊
文

[

一
九
九
六]

『

唐
律
疏
議
箋
解』

中
華
書
局

[

注]

(

１)

挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
の
簡
称
と
し
て

｢

軽
重
相
挙｣

や

｢

軽
重
相
明｣

が
用
い
ら
れ
る

(

た
と
え
ば
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
九

二
頁)

。｢

軽
重
相
挙｣

は
賊
盗
律
一
六
条
問
答

｢

律
条
は
簡
要
に
し
て
、
止
だ
凡
人
の
為
に
文
を
生
ず
。
其
れ
尊
卑
貴
賤
あ
れ
ば
、
例
は

軽
重
相
挙
に
従
ふ
。
若
し
尊
長
及
び
貴
を
犯
し
た
る
者
は
、
各
�
謀
殺
已
殺
の
法
に
依
る
。
如
し
其
れ
卑
賤
に
施
し
た
れ
ば
、
亦
た
謀
殺

已
殺
に
準
じ
て
論
ず
。
如
し
其
れ
薬
し
て
死
さ
ざ
る
者
は
、
並
び
に
謀
殺
已
傷
の
法
に
同
じ｣

に
見
ら
れ
る
。
中
村
茂
夫
氏
は

｢｢

例
軽

重
相
ヒ
挙
グ
ル
ニ
従
フ｣

と
は
、
賊
�
〜
�
に
載
ら
な
い
身
分
関
係
に
お
け
る
毒
薬
薬
人
は
、
闘
訟
律
各
処
に
出
る
規
定
と
比
べ
て
、
名

�
の
挙
重
以
明
軽
・
挙
軽
以
明
重
の
操
作
に
依
っ
て
刑
を
導
き
出
す
の
意
で
あ
ろ
う｣

(『

訳
註
七』

一
二
九
頁
注
�)

と
す
る
が
、
こ
れ

は
加
害
者
・
被
害
者
間
の
身
分
関
係
の
軽
重
に
応
じ
て
賊
盗
律
五
条
か
ら
八
条
が
設
定
し
た
謀
殺
の
加
重
規
定
の
適
用
を
意
味
す
る
。

｢

軽
重
相
明｣

は
、
名
例
律
六
条
不
睦
疏

(
【
事
例
�
】)

お
よ
び
雑
律
六
二
条
疏

(

第
一
節
所
掲)

に
見
ら
れ
る
も
の
は
た
し
か
に
挙
重

明
軽
・
挙
軽
明
重
を
意
味
す
る
が
、
闘
訟
律
二
一
条
問
答

(

【
事
例
�
】)

に
見
ら
れ
る
も
の
は
加
害
者
・
被
害
者
間
の
身
分
関
係
の
軽
重

に
応
じ
て
設
定
さ
れ
た
減
軽
規
定
の
適
用
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
律
疏
に
お
い
て
は
、｢

軽
重
相
挙｣

も

｢

軽
重
相
明｣

も
、
挙

重
明
軽
・
挙
軽
明
重
の
簡
称
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
引
用
文
に
お
け
る
も
の
を
除
い
て
、
本
稿
で
は
用
い

な
い
。

(

	)

比
附
を
主
題
と
す
る
研
究
に
は
中
村
茂
夫

[

一
九
六
八]

、
陶
安

[
二
〇
〇
五]

、
滋
賀
秀
三

[

二
〇
〇
六]

、
陳
新
宇

[

二
〇
一
五]

な
ど
が
あ
り
、
主
要
な
見
解
は
中
村
茂
夫

[

一
九
六
八]

一
五
二
頁
注

(

)

、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
五
│
三
八
三
頁
、
陳
新
宇

[

二
〇
一
五]

四
│
一
〇
頁
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
を
主
題
と
す
る
研
究
に
は
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

、
周
東
平

[

二

〇
一
二]

な
ど
が
あ
り
、
主
要
な
見
解
は
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
二
〇
│
三
二
六
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
九
│
三
八
八
頁
、
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三
八
八
頁
注
�
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

(
�)

川
村
康

[

二
〇
一
四]

、
川
村
康

[

二
〇
一
八]

。

(
�)

『

訳
註
五』

三
〇
四
頁
。

(

�)
小
野
清
一
郎

[

一
九
三
八]

三
二
七
頁
、
仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
六
頁
、
劉
俊
文

[

一
九
九
六]

上
冊
四
八
八
頁
。

(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
二
頁
。
兪
栄
根
氏
が
唐
律
に
よ
る
比
附
と
類
推
の
許
容
を
指
摘
し
て

｢

比
附
・
類
推
は
罪
刑
非
法
定
の
明

証
で
あ
る
。
唐
律
に
は
疑
い
も
な
く
非
法
定
主
義
の
一
面
が
存
し
て
い
る｣

と
し
つ
つ
、
名
例
律
五
〇
条
疏
の
挙
例
を

｢

こ
の
よ
う
な
類

推
は
、
唐
律
の
条
文
の
含
意
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
…
…

�軽
重
相
挙
�
は
行
為
者
お
よ
び
そ
の
他
の
行
為
能
力
を
有
す

る
者
が
予
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
拡
張
解
釈
と
す
る
の
が
よ
り
適
当
で
あ
り
、
拡
張
解
釈
は
罪
刑
法
定
主
義
に
違
背
し
な
い｣

と
す
る
の
も
同
様
の
観
点
に
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る

(

兪
栄
根

[

二
〇
〇
二]

一
三
九
│
一
四
〇
頁)

。

(

	)

蔡�

銘

[

一
九
六
八]
二
一
頁
、『

訳
註
五』

三
〇
四
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
二
九
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
〇
頁
。

(


)

た
だ
し
、
雑
律
六
二
条
疏
に
つ
い
て
、
周
東
平
氏
は

｢

軽
重
相
明
が
比
附
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る｣

と
し
、
陳
新
宇
氏
は

｢

比
附
は
、
古
典
的
法
制
の
特
殊
な
条
項
で
あ
る

�不
応
為
�
と
関
係
が
あ
る
。
…
…
正
条
の
な
い
軽
罪
と
い
う
情
況
に
お
い
て
、
�不
応

得
為
�
律
は
軽
重
の
両
種
を
標
準
と
し
て
、
比
附
の
根
拠
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
比
附
は
重
罪
を
対
象
と
し

う
る
だ
け
で
は
な
く
、
�不
応
為
�
の
よ
う
な
雑
犯
軽
罪
を
も
対
象
と
し
う
る
こ
と
で
あ
る｣

と
す
る

(

周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
六

頁
、
陳
新
宇

[

二
〇
一
五]

三
五
頁)

。

(

�)

川
村
康

[

一
九
九
五]

八
│
九
頁
。

(

�)

仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
九
頁
、
二
八
三
頁
注

(
)
。『

慶
元
条
法
事
類』

巻
七
三
、
刑
獄
門
三
、
検
断
は
本
条
を
一
箇
条
目

と
す
る
五
箇
条
を

｢

断
獄
令｣

と
し
て
掲
げ
、
仁
井
田
陞
氏
も
本
条
を

｢

断
獄
令｣

と
す
る
が
、
本
条
を
含
む
五
箇
条
は

｢

断
獄
勅｣

で

あ
る

(

戴
建
国
点
校

[

二
〇
〇
二]

七
六
二
頁
校
勘
記

[

一]

を
参
照)
。

(

�)

周
東
平
氏
は

｢

宋
人
も
軽
重
相
挙
を
ほ
ぼ
比
附
と
等
し
い
も
の
と
し
て
い
た｣

こ
と
を
示
す
ふ
た
つ
の
史
料
を
掲
げ
る

(

周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
六
頁)

。
第
一
の
傅
霖

『

刑
統
賦
解』

巻
下
、
五
韻
、
条
不
必
正
也
挙
類
而
可
明

｢

解
に
曰
く
。
按
ず
る
に
名
例
に
云
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ふ
、
若
し
罪
を
断
ず
る
に
し
て
正
条
な
け
れ
ば
、
其
の
応
に
罪
を
出
だ
す
べ
き
者
は
、
則
ち
重
き
を
挙
げ
て
以
て
軽
き
を
明
ら
か
に
す
、

と
。
假
有
へ
ば
父
亡
じ
、
母
卻
て
人
に
適
き
、
身
死
す
。
合
に
後
家
に
葬
る
べ
き
に
、
其
の
前
子
、
母
の
尸
霊
を
盗
み
、
事
発
し
て
官
に

到
る
。
例
に
正
条
な
け
れ
ば
比
附
す
べ
し
。
賊
盗
律
に
、
諸
そ
仏
像
・
天
尊
を
盗
み
て
崇
敬
し
た
る
者
は
徒
三
年
、
と
。
仏
像
・
天
尊
は

然
れ
ば
僧
道
の
父
母
に
同
じ
。
別
箇
の
寺
観
に
見
れ
ば
合
に
盗
み
て
崇
奉
す
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
是
れ
、
親
母
、
既
已
に
人
に
改
嫁
与
し
、

前
夫
と
義
絶
へ
た
れ
ば
、
合
に
伊
の
墳
よ
り
盗
み
て
葬
埋
す
べ
か
ら
ず
。
仏
像
・
天
尊
を
盗
む
と
、
情
由
頗
る
同
じ
け
れ
ば
、
合
に
比
附

し
て
情
を
量
り
、
之
を
減
じ
て
科
罪
す
べ
し
。
其
の
応
に
罪
を
入
る
る
べ
き
者
は
、
則
ち
軽
き
を
挙
げ
て
以
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
。
假

有
へ
ば
奴
婢
、
火
を
放
ち
て
主
を
焼
き
た
れ
ば
、
罪
に
正
条
な
け
れ
ば
比
附
す
べ
し
。
闘
訟
律
に
、
若
し
奴
婢
、
主
を
詈
る
あ
り
た
る
者

は
絞
、
と
。
其
れ
火
を
放
ち
て
主
を
焼
く
あ
り
た
る
者
は
、
詈
り
た
る
よ
り
重
き
や
、
亦
た
合
に
死
に
処
す
べ
し
。
歌
に
曰
く
。
十
二
章

内
千
条
の
罪
例
、
斯
の
如
く
詳
細
な
る
も
未
だ
理
を
尽
く
す
能
は
ず
、
若
し
正
条
な
け
れ
ば
律
義
を
捜
窮
し
、
類
を
挙
げ
て
相
ひ
明
ら
か

に
し
比
例
し
て
罪
を
定
む
。
増
註
す
ら
く
。
律
に
例
な
け
れ
ば
之
を
疏
議
に
総
め
、
至
ら
ざ
る
者
は
類
を
以
て
之
を
挙
ぐ
れ
ば
、
法
は
廃

す
る
な
か
ら
ん｣

は
、
た
し
か
に
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と
比
附
と
を
同
視
す
る
が
、『

刑
統
賦
解』

が

｢

宋
律
に
非
ず
し
て
金
律
を
引

い
て
ゐ
る｣

こ
と
は
仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
両
氏
に
よ
り
論
証
さ
れ
て
い
る

(

仁
井
田
陞
・
牧
野
巽

[

一
九
三
一]

四
六
八
―
四
九
四
頁
を

参
照)

。
第
二
は
呂
祖
謙

『

増
修
東
�
書
説』
巻
三
四
、
周
書
、
呂
刑
に
お
け
る

『

尚
書』

周
書
、
呂
刑

｢

上
下
比
罪｣

に
つ
い
て
の
注

釈

｢

刑
な
る
者
は
律
な
り
。
比
な
る
者
は
例
な
り
。
罪
に
正
条
な
け
れ
ば
、
軽
き
を
挙
げ
て
以
て
重
き
を
明
ら
か
に
し
、
重
き
を
挙
げ
て

以
て
軽
き
を
明
ら
か
に
す
。
所
謂
上
下
比
罪
な
り｣
で
あ
る
が
、
文
中
の

｢

比｣

字
は
、
そ
の
後
文

｢

三
千
の
刑
は
衆
き
と
謂
ふ
べ
き
も
、

猶
ほ
天
下
の
罪
を
尽
く
す
能
は
ず
。
上
下
以
て
其
の
比
を
求
む
る
を
免
れ
ず
。
是
を
以
て
知
る
、
天
下
の
情
は
窮
ま
り
な
く
し
て
、
法
は

独
り
任
ず
べ
か
ら
ざ
る
を｣

か
ら
み
て

｢

前
例｣

と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
も
と
に
宋
人
が
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
と

比
附
と
を
同
視
し
て
い
た
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(

�)

周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
四
│
三
八
三
頁
。

(

�)

仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
六
頁
、
劉
俊
文

[

一
九
九
六]

上
冊
四
八
八
頁
、
兪
栄
根

[

二
〇
〇
二]

一
三
九
頁
。
兪
栄
根
氏
は

｢

拡
張
解
釈
と
す
る
の
が
よ
り
適
当｣

と
も
す
る

(

兪
栄
根

[

二
〇
〇
二]

一
四
〇
頁)

。
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(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
二
頁
、
蔡�

銘

[

一
九
六
八]

二
一
頁
、『

訳
註
五』

三
〇
二
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
二
九
頁
。

(
�)

小
野
清
一
郎

[

一
九
三
八]

三
二
七
│
三
二
八
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
〇
頁
。

(
�)
小
野
清
一
郎

[

一
九
三
八]

三
二
七
頁
、
仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
六
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
二
│
四
五
三
頁
、
蔡

�
銘

[
一
九
六
八]

二
一
頁
、『

訳
註
五』

三
〇
二
頁
、
劉
俊
文

[

一
九
九
六]

上
冊
四
八
七
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
〇
│
三

一
一
頁
。

(

�)

名
例
律
五
〇
条
疏
以
外
の
挙
重
明
軽
・
挙
軽
明
重
を
示
す
律
疏
と
し
て
、
仁
井
田
陞
氏
は
挙
軽
明
重
と
し
て
名
例
律
六
条
不
孝
問
答

(

本
稿
【
事
例
�
】)
を
掲
げ
る

(

仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
七
頁)

。
戴
炎
輝
氏
は
挙
重
明
軽
と
し
て
闘
訟
律
四
六
条
疏

(

本
稿

【
事
例
�
】)

、
戸
婚
律
一
六
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
断
獄
律
一
九
条
問
答

(

本
稿
【
事
例
	
】)

、
挙
軽
明
重
と
し
て
擅
興
律
二
〇
条

問
答

(

本
稿
【
事
例


】)
、
闘
訟
律
二
八
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
詐
偽
律
二
四
条
問
答

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
名
例
律
六
条
不
孝
問

答

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
名
例
律
六
条
不
睦
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
一
七
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
雑
律
三
七
条
疏

(

本
稿

【
事
例
�
】)

、
雑
律
四
七
条
疏

(
本
稿
【
事
例

】)

を
指
摘
す
る

(

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
二
―
四
五
五
頁)

。
滋
賀
秀
三
氏
は
挙

重
明
軽
と
し
て
名
例
律
三
〇
条
問
答
第
三

(
本
稿
【
事
例
�
】)

、
断
獄
律
一
九
条
問
答

(

本
稿
【
事
例
	
】)

、
挙
軽
明
重
と
し
て
闘
訟
律

二
八
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
名
例
律
六
条
不
孝
問
答

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
名
例
律
六
条
不
睦
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
名
例
律
一

八
条
問
答
第
二

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
一
七
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
一
九
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
擅
興
律
二
〇

条
問
答

(

本
稿
【
事
例


】)

を
示
す

(『

訳
註
五』
三
〇
三
―
三
〇
四
頁)

。
黄
源
盛
氏
は
挙
重
明
軽
と
し
て
名
例
律
三
〇
条
問
答
第
三

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
闘
訟
律
四
六
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)
、
挙
軽
明
重
と
し
て
名
例
律
六
条
不
孝
問
答

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
名
例

律
六
条
不
睦
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
名
例
律
一
八
条
問
答
第
二

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
詐
偽
律
二
四
条
問
答

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
擅

興
律
二
〇
条
問
答

(

本
稿
【
事
例


】)

、
闘
訟
律
二
八
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

を
検
討
す
る

(

黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
一
│
三

一
七
頁)

。
周
東
平
氏
は
戴
炎
輝
、
滋
賀
秀
三
、
黄
源
盛
の
三
氏
が
指
摘
し
た
事
例
を
表
示
す
る

(

周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
九
│
三

八
七
頁
、
三
八
九
頁
注
)

。
川
村
康

[

二
〇
一
八]

は
、
本
稿
で
扱
う
も
の
の
ほ
か
、
挙
重
明
軽
と
し
て
名
例
律
一
五
条
疏
、
戸
婚
律

一
一
条
問
答
第
一
、
廐
庫
律
八
条
疏
、
廐
庫
律
一
〇
条
問
答
、
賊
盗
律
三
九
条
問
答
第
一
、
闘
訟
律
三
六
条
問
答
第
二
、
挙
軽
明
重
と
し
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て
闘
訟
律
二
七
条
疏
、
闘
訟
律
七
条
問
答
第
一
、
闘
訟
律
一
九
条
疏
、
闘
訟
律
五
三
条
問
答
を
示
す
。
唐
代
の
出
土
資
料
に
お
け
る
挙
重

明
軽
の
事
例
と
し
て
、
劉
俊
文
、
黄
源
盛
の
両
氏
は
、
敦
煌
出
土｢

判
集
残
巻｣

第
一
六
道(

T
T

D
I
(

A
)

p
.5

4

、
劉
俊
文[

一
九
八
九]

四
四
七
―
四
四
八
頁)

を
提
示
す
る(

劉
俊
文[

一
九
九
六]

上
冊
四
九
〇
―
四
九
一
頁
、
黄
源
盛[

二
〇
〇
一]

三
一
七
│
三
一
九
頁)

。

(

�)
折
傷
は
、
闘
訟
律
一
一
条
註
に

｢

折
傷
と
は
、
歯
を
折
り
た
る
以
上
を
謂
ふ｣

と
あ
る
よ
う
に
、
闘
訟
律
二
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
法
定
刑
が
徒
一
年
と
規
定
さ
れ
る
も
の
よ
り
重
い
傷
害
を
意
味
す
る
。

(

�)

小
野
清
一
郎

[

一
九
三
八]

三
二
七
頁
、
仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
六
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
三
頁
、
小
林
宏

[

一

九
九
一]

一
〇
二
頁
、
劉
俊
文

[

一
九
九
六]

上
冊
四
八
八
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
〇
頁
、
兪
栄
根

[

二
〇
〇
二]

一
四
〇
頁
、

周
東
平

[

二
〇
一
二]
三
九
二
│
三
九
一
頁
を
参
照
。

(

�)

窃
盗
に
関
す
る
規
定
を

｢
準
盗
論｣

と
し
て
準
用
す
る
場
合
、
刑
の
上
限
は
流
三
千
里
と
な
る
。｢

準
論｣

と

｢

以
論｣

は
と
も
に

｢

特
定
の
他
の
罪
名
を
引
拠
す
る
と
き
に
用
い
る
言
葉｣

で
あ
る
が
、｢

以
論｣

が

｢

科
刑
上
完
全
に
真
犯
と
同
視
す
る
意
味
で
あ
り
、
附

加
刑
そ
の
他
す
べ
て
の
法
的
効
果
に
お
い
て
本
罪
と
同
等
と
す
る｣

の
に
対
し
、｢

準
論｣

は

｢

準
拠
と
な
る
本
罪
に
つ
い
て
定
ま
る
主

刑
だ
け
を
取
来
っ
て
当
該
犯
罪
に
対
す
る
刑
と
す
る
こ
と
を
意
味｣

し

｢

当
該
犯
罪
と
本
罪
と
を
同
視
す
る
意
味
を
も
た
な
い｣

う
え
に

｢

主
刑
の
最
高
限
を
流
三
千
里
と
す
る｣

(『
訳
註
五』

三
一
七
│
三
一
八
頁)

。

(

�)

贓
罪
の
類
型
と
し
て
は
、
名
例
律
三
二
条
疏

｢
受
財
枉
法
、
不
枉
法
、
及
び
受
所
監
臨
財
物
、
并
び
に
坐
贓
は
、
法
に
依
り
財
を
与

へ
た
る
者
も
亦
た
各
�
罪
を
得
。
此
れ
彼
此
倶
罪
の
贓
と
名
づ
く
。
…
…
取
与
不
和
と
は
、
恐
喝
、
詐
欺
、
強
市
し
て
剰
利
あ
り
、
強
率

歛
の
類
を
謂
ふ｣

に
よ
り
、
詐
欺
は
取
与
不
和
の
贓
、
坐
贓
は
彼
此
倶
罪
の
贓
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

(

�)

小
野
清
一
郎

[

一
九
三
八]

三
二
七
│
三
二
八
頁
、
仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
六
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
三
頁
、
劉

俊
文

[

一
九
九
六]

上
冊
四
八
八
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
〇
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
九
一
頁
を
参
照
。

(

	)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
三
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

二
一
三
頁
上
段
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
二
頁
、
周
東
平

[

二
〇

一
二]

三
八
八
頁
を
参
照
。

(


)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

三
〇
九
―
三
一
〇
頁

(

註
二)

、『

訳
註
五』

一
七
六
、
三
〇
三
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
一
│
三
一
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二
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
八
頁
を
参
照
。
黄
源
盛
氏
は

｢

事
実
上
、
こ
こ
の

｢

挙
重
明
軽｣

は
、
や
や
本
来
の
法
意
か
ら
離
れ

て
い
る｣

と
す
る

(

黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
二
頁
注
�)

。

(
�)
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
四
四
頁
、『

訳
註
五』

二
九
四
頁
を
参
照
。

(

�)
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
三
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

七
六
頁
下
段
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
八
頁
を
参
照
。
滋
賀
秀
三

氏
は

｢
論
理
必
然
の
こ
と
で
な
く
、
疏
の
創
造
的
な
立
言｣

と
す
る

(『

訳
註
六』

二
四
六
頁
注
�)

。

(

�)
｢

徒
三
年｣
を

『

訳
註
三』

八
六
〇
頁
は

｢

徒
五
年｣

と
す
る
が
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
三
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

三

一
五
頁
下
段

(
註
四)
、『

訳
註
八』

三
一
〇
頁
、
三
一
二
頁
注
�
に
よ
り
改
め
る
。

(

�)

断
獄
律
一
九
条
註

｢
徒
よ
り
流
に
入
れ
た
る
者
は
、
三
流
は
同
に
徒
一
年
に
比
し
て
剰
と
為
す
。
…
…
若
し
加
役
流
に
入
れ
た
る
者

は
、
各
	
加
役
の
年
を
計
り
て
剰
と
為
す｣

に
よ
り
、
剰
罪
の
算
出
に
際
し
て
、
加
役
流
は
徒
六
年
と
み
な
さ
れ
る
。

(


)

断
獄
律
一
九
条
註

｢

若
し
近
流
よ
り
し
て
遠
流
に
入
れ
た
る
者
は
、
同
に
徒
半
年
に
比
し
て
剰
と
為
す｣

。

(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
三
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

三
一
五
頁
上
│
下
段
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
八
頁
、『

訳
註
八』

三
一
〇
頁
、
三
一
二
―
三
一
三
頁
注
�
を
参
照
。
滋
賀
秀
三
氏
は

｢

や
や
本
来
的
意
味
を
離
れ
て
、
非
常
に
技
術
的
な
刑
の
計
算
法
の
上

に
お
い
て
挙
重
明
軽
を
言
っ
て
い
る
例｣
と
す
る

(『

訳
註
五』

三
〇
三
頁)

。

(

)

通
常
の
共
犯
で
は
名
例
律
四
二
条

｢

諸
そ
共
に
罪
を
犯
し
た
る
者
は
、
造
意
を
以
て
首
と
為
し
、
随
従
し
た
る
者
は
一
等
を
減
ず｣

に
よ
り
従
犯
は
法
定
刑
か
ら
一
等
を
減
じ
ら
れ
る
が
、
法
定
刑
の
規
定
に

｢

皆
な｣

が
冠
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
名
例
律
四
三
条

｢

若
し

本
条
に
皆
な
と
言
ふ
者
は
、
罪
に
首
従
な
し｣

に
よ
り
従
犯
の
一
等
減
は
な
さ
れ
な
い
。
法
定
刑
の
規
定
が

｢

斬｣

で
あ
れ
ば
従
犯
は
一

等
を
減
じ
て
流
三
千
里
と
な
る
が
、｢

皆
な
斬｣

で
あ
れ
ば
減
等
は
な
さ
れ
ず
に
斬
と
な
る
。
従
犯
の
刑
か
ら
み
て
、｢

皆
な
斬｣

は
重
事
、

｢

斬｣

は
軽
事
で
あ
る
。

(

�)

小
野
清
一
郎

[

一
九
三
八]

三
二
八
頁
、
仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]
二
六
六
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
三
頁
、『

訳
註
七』

八
六
頁
、
小
林
宏

[

一
九
九
一]

一
〇
二
頁
、
劉
俊
文

[

一
九
九
六]

上
冊
四
八
八
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
一
頁
、
兪
栄
根

[

二
〇
〇
二]

一
四
〇
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
九
一
頁
を
参
照
。
滋
賀
秀
三
氏
は

｢

軽
い
犯
行
が
す
で
に
極
刑
に
達
す
る
と
き
律
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は
そ
れ
以
上
重
い
犯
行
に
つ
い
て
規
定
せ
ず
、
挙
軽
明
重
に
任
せ
て
い
る｣

も
の
と
し
、
闘
訟
律
二
八
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

を
同

類
と
す
る

(『

訳
註
五』

三
〇
三
頁)

。

(
�)

小
野
清
一
郎

[

一
九
三
八]

三
二
八
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
三
頁
、『

訳
註
五』

九
〇
―
九
一
頁
注
�
、
劉
俊
文

[

一
九

九
六]
上
冊
四
八
八
―
四
八
九
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
一
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
九
一
頁
を
参
照
。
滋
賀
秀
三
氏
は

｢

主
刑
を
め
ぐ
っ
て
で
な
く
、
或
る
行
為
が
特
殊
悪
質
な
犯
罪
の
扱
い
を
受
け
る
や
否
や
を
め
ぐ
っ
て｣

の
も
の
と
し
、
名
例
律
六
条
不

孝
問
答

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
名
例
律
六
条
不
睦
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
名
例
律
一
八
条
問
答
第
二

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
一

七
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
一
九
条
疏

(

本
稿
【
事
例
	
】)

を
同
類
と
す
る

(『

訳
註
五』

三
〇
三
│
三
〇
四
頁)

。

(


)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
五
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

二
七
四
頁
下
段
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
七
頁
を
参
照
。

(

�)

厭
魅
は

｢

例
え
ば
人
の
形

恐
ら
く
は
憎
悪
す
る
相
手
方
に
見
立
て
た
も
の

を
画
き
或
は
彫
っ
て
、
心
臓
に
針
を
刺
し
た
り
、

眼
に
釘
を
打
つ
な
ど
し
た
り
、
手
足
を
縛
る
な
ど
に
よ
る
の
を
初
め
と
し
て
、
そ
の
他
、
人
を
己
が
意
に
従
わ
し
め
る
た
め
の
邪
道
を
行

う
こ
と｣

、
呪
詛
は

｢

ま
じ
な
い
の
お
ふ
だ
を
書
い
た
り
、
相
手
方
の
名
前
を
画
い
た
り
し
て
、
或
は
そ
の
書
き
も
の
を
埋
め
て
、
邪
神

の
祟
り
を
求
め
、
或
は
焼
い
て
物
の
怪
に
頼
る
な
ど
、
又
は
、
殺
そ
う
と
す
る
人
の
生
年
月
日
を
書
い
て
呪
詛
す
る
な
ど
の
類
が
考
え
ら

れ
る｣

(『

訳
註
七』

一
三
三
頁)

。

(

	)

仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
七
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

二
〇
四
―
二
〇
五
、
四
五
四
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
四
七
頁

上
段
、『

訳
註
五』

四
八
、
三
〇
三
頁
、『

訳
註
七』
一
三
四
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
三
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
八
頁

を
参
照
。

(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

二
〇
六
、
四
五
四
頁
、『

訳
註
五』
五
一
、
三
〇
三
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
三
│
三
一
四
頁
、
周

東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
八
頁
を
参
照
。

(

)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
四
―
四
五
五
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]
一
四
七
頁
上
段
、『

訳
註
五』

三
〇
三
―
三
〇
四
頁
、『

訳
註

七』

一
三
二
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
八
頁
を
参
照
。
戴
炎
輝
氏
は
比
附
と
も
解
す
る

(

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
五
頁)

。

(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

二
七
六
頁

(

註
一
九)

、『

訳
註
五』

三
〇
三
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
四
│
三
一
五
頁
、
周
東
平
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[

二
〇
一
二]

三
八
八
頁
を
参
照
。
戴
炎
輝
氏
は
比
附
と
も
解
す
る

(

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

二
五
六
頁)

。

(
�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
五
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

二
七
〇
頁
上
段
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
八
頁
を
参
照
。

(
�)
詐
偽
律
二
四
条
問
答
に
つ
い
て
、
戴
炎
輝
氏
は

｢

挙
重
明
軽
条
を
根
拠
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
合
理
解
釈
で
あ
る｣

と
述
べ
、｢

理
法

(

軽
重
相
挙
も
そ
の
一
種
で
あ
る)

を
用
い
る｣

解
釈
と
も
す
る

(

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
四
頁
、
戴
炎
輝

[

一

九
六
五]
二
四
五
頁
上
段)

。
黄
源
盛
氏
が

｢

人
を
騙
す
こ
と
、
お
よ
び
人
を
殴
る
こ
と
は
、
行
為
を
達
成
し
た
あ
と
の
結
果
お
よ
び
処

さ
れ
る
刑
罰
に
お
い
て
は
相
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
法
律
上
の
性
質
は
同
じ
で
は
な
い
。
こ
の
事
例
が

｢

不
応
得
為
条｣

を
以
て
論

ず
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、『

疏』

議
が
そ
れ
を

｢

挙
重
明
軽｣

と
し
て

｢

殴
人
不
傷
罪｣

を
以
て
処
断
す
る
こ
と
は
、
法
理

に
お
い
て
い
え
ば
適
当
で
は
な
い
。
こ
れ
は｢

入
罪｣

で
あ
っ
て｢

出
罪｣

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る｣

と
主
張
し
、
周
東
平
氏
が｢

存
疑｣

と
す
る

(

黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一
五
│
三
一
六
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
七
頁)

の
は
、
こ
こ
の

｢

重
き
を
挙
げ
て
軽
き
を

明
ら
か
に
す｣

と
い
う
字
句
が
挙
重
明
軽
の
み
を
意
味
す
る
と
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

二
四
五
頁
上
段
、『

訳
註
八』

八
三
―
八
四
頁
注
�
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
七
頁
を
参
照
。

(

�)

本
稿
注

(

�)

を
参
照
。

(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
四
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
九
八
頁
下
段
、『

訳
註
五』

三
〇
三
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三

一
六
│
三
一
七
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
八
頁
を
参
照
。

(

	)

唐
律
に
お
け
る
併
合
罪
の
処
断
法
に
つ
い
て
は

『
訳
註
五』

二
八
四
―
二
八
九
頁
を
参
照
。

(


)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

四
五
四
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
二
七
頁
下
段
、『

訳
註
七』

四
九
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
一

六
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
八
頁
を
参
照
。
滋
賀
秀
三
氏
は

｢

異
色
な
例｣

で

｢

そ
の
論
拠
は
一
事
分
為
二
罪

(

名
	)

で
な
く

し
て
挙
軽
明
重
な
の
だ
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
や
は
り
私
有
禁
兵
器
を
一
事
と
し
て
と
ら
え
る
が
ゆ
え
に
成
立
つ
解
釈
な

の
で
あ
っ
て
、
論
理
の
実
質
は
一
事
分
為
二
罪
と
異
な
ら
な
い｣

と
す
る

(『

訳
註
五』

三
〇
四
頁)

。

(

�)

小
野
清
一
郎

[

一
九
三
八]

三
二
七
頁
。

(

�)

仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
七
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
四
頁
。
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(

�)

中
村
茂
夫

[

一
九
六
八]

一
七
七
│
一
七
八
頁
、
滋
賀
秀
三

[

二
〇
〇
六]

三
頁
、
陳
新
宇

[

二
〇
一
五]

五
六
頁
。

(
�)

『

国
字
解』

一
一
五
頁
、
中
村
茂
夫

[

一
九
六
八]

一
五
六
頁
、『

訳
註
五』

三
〇
四
頁
、
劉
俊
文

[

一
九
九
六]

上
冊
四
八
八
頁
、

黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
〇
二
頁
、
陳
新
宇

[

二
〇
一
五]

三
五
頁
。

(

�)
｢

中
国
に
お
い
て
、
刑
罰
法
規
に
つ
い
て
一
貫
し
て
絶
対
的
法
定
刑
主
義
が
と
ら
れ
て
い
た
。
…
…
他
面
、
中
国
の
刑
事
司
法
は
犯

罪
と
刑
罰
と
の
均
衡

す
な
わ
ち
量
刑
の
妥
当
性

を
期
す
る
こ
と
に
極
め
て
敏
感
で
あ
っ
た
。
…
…
構
成
要
件
を
通
じ
て
量
刑
が

議
さ
れ
た

量
刑
に
影
響
を
及
す
べ
き
諸
�
の
与
件
は
す
べ
て
構
成
要
件
化
せ
ず
に
は
お
か
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当

然
、
構
成
要
件
の
と
め
ど
も
な
き
細
目
化
・
特
殊
化
を
促
す
。
…
…
し
か
し
、
い
か
に
構
成
要
件
が
細
目
化
し
て
も
、
否
む
し
ろ
細
目
化

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
既
存
の
い
か
な
る
構
成
要
件
に
も
正
確
に
は
該
当
し
な
い
よ
う
な
事
件
の
起
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

…
…
し
た
が
っ
て
、
或
る
あ
き
ら
か
に
人
倫
に
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
た
ま
た
ま
正
確
に
該
当
す
る
条
文
が
欠
け
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
、
法
が
さ
よ
う
な
行
為
を
罰
し
な
い
こ
と
を
欲
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
罪
の
軽
重
に
影
響
を
及
す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
与
件
を
予

め
法
に
記
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
法
の
空
隙
を
埋
め
る
機
能
を
果
し
て
い

た
の
が
比
附
で
あ
り
、
ま
た
極
く
軽
微
な
罪
に
つ
い
て
は
不
応
為
律
で
あ
っ
た
の
で
あ
る｣

(

滋
賀
秀
三

[

一
九
六
〇]

七
五
│
七
六
頁)

、

｢

罪
名
の
規
定
に
は
限
り
が
あ
り
、
世
事
は
複
雑
で
一
切
を
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
比
附
の
必
要
が
あ
る｣

｢

律
が
罪
条
を
設

け
る
と
き
、
…
…
具
体
主
義
と
客
観
主
義
を
採
用
し
た
。
本
来
は
罪
刑
法
定
主
義
を
貫
徹
す
る
た
め
に
設
け
た
の
で
あ
る
が
、
事
実
上
、

そ
の
実
現
は
困
難
で
あ
る

(

そ
う
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
条
文
を
増
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い)

。
そ
の
た
め
も
し
比
附
援
引
を
し
な
け
れ

ば
、
狡
猾
な
者
が
法
外
へ
と
逍
遙
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
軽
く
処
罰
す
べ
き
者
を
減
軽
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
比
附
は
律
条
の
硬
直
性

を
補
い
、
弾
力
性
を
与
え
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
理
由
が
あ
る｣

(

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
六
│
一
七
頁)

、

｢

比
附
が
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
理
由
は
、
…
…
旧
律
の
法
の
規
範
そ
の
も
の
が
抽
象
的
で
な
し
に
、
細
分
化
さ
れ
た
構
成
要
件
か
ら

成
り
、
一
定
の
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
の
種
類
・
分
量
を
、
裁
判
官
の
裁
量
の
余
地
を
残
す
こ
と
な
く
法
定
す
る
絶
対
的
法
定
刑
を
と
っ
た

法
の
構
造
に
由
来
す
る
。
構
成
要
件
が
如
何
に
細
分
化
さ
れ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
事
件
を
覆
い
尽
す
こ
と
は
も
と
よ
り
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る｣
(

中
村
茂
夫

[

一
九
六
八]

一
七
八
頁)

。
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(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
四
頁
、
中
村
茂
夫

[

一
九
六
八]

一
七
六
、
一
七
八
頁
、
寺
田
浩
明

[

二
〇
一
三]

六
七
頁
、
陳
新
宇

[

二
〇
一
五]

六
三
頁
。

(
�)
比
附
を
示
す
律
疏
と
し
て
、
仁
井
田
陞
氏
は
賊
盗
律
一
三
条
問
答
第
二

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
三
〇
条
問
答

(

本
稿
【
事
例

�
】)
、
賊
盗
律
四
五
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
闘
訟
律
一
条
疏

(

本
稿
注

(

�)

所
掲)

、
闘
訟
律
二
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】、
本
稿

注

(

�)
所
掲)

を
掲
げ
る

(

仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
八
│
二
六
九
頁)

。
戴
炎
輝
氏
は

｢

罪
名
の
比
附｣

と
し
て
廐
庫
律
一
三

条
疏

(

本
稿
【
事
例
	

)

、
賊
盗
律
二
四
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
一
〇
条
問
答
第
一

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、｢

加
減
等
の
比

附｣

と
し
て
雑
律
七
条
疏

(

本
稿
【
事
例

】)

、
衛
禁
律
一
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
衛
禁
律
一
六
条
問
答

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
闘

訟
律
五
九
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、｢

通
例
の
比
附｣

と
し
て
賊
盗
律
一
七
条
問
答

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
一
七
条
疏

(

本
稿

【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
一
九
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
一
五
条
問
答
第
四

(

本
稿
【
事
例
�
】)

を
示
し
、
ほ
か
に
賊
盗
律
四

五
条
疏

(

本
稿
注

(

�)

所
掲)
、
賊
盗
律
一
三
条
問
答
第
二

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
三
〇
条
問
答

(

本
稿
【
事
例
�
】)

を
検
討

す
る

(

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
四
│
一
七
頁)

。
小
林
宏
氏
は
賊
盗
律
一
三
条
問
答
第
二

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
四
五
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
三
〇
条
問
答

(

本
稿
【
事
例
�
】)

を
分
析
す
る

(

小
林
宏

[

一
九
九
一]

一
〇
二
│
一
〇
五
、
一
〇
七
│

一
〇
八
頁)

。
黄
源
盛
氏
は

｢

通
例
に
関
す
る
比
附｣

と
し
て
賊
盗
律
一
五
条
問
答
第
四

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
一
七
条
問
答

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、｢

罪
名
に
関
す
る
比
附｣
と
し
て
廐
庫
律
一
三
条
疏

(

本
稿
【
事
例
	
】)

、｢

刑
罰
の
加
減
に
関
す
る
比
附｣

と
し

て
賊
盗
律
四
五
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

を
検
討
す
る

(

黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
〇
五
―
三
〇
七
頁)

。
陳
新
宇
氏
は
名
例
律
三
八
条

問
答
第
四(

本
稿
�事
例
�

)

、
賊
盗
律
一
三
条
問
答
第
二

(
本
稿
【
事
例
�
】)

、
賊
盗
律
三
〇
条
問
答

(

本
稿
【
事
例
�
】)

、
雑
律
六

二
条
疏

(

本
稿
第
一
節
所
掲)

、
断
獄
律
二
〇
条
疏

(

本
稿
【
事
例
�
】)

を
提
示
す
る

(

陳
新
宇

[

二
〇
一
五]

三
三
―
三
六
頁)

。

(

�)
『

訳
註
七』

一
一
五
│
一
一
六
頁
。

(

�)

仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
八
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
六
│
一
七
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
四
二
頁
上
段
、
小
林
宏

[

一
九
九
一]

一
〇
二
│
一
〇
三
頁
、『

訳
註
七』

一
一
五
頁
注
	
、
陳
新
宇

[
二
〇
一
五]

三
四
│
三
五
頁
を
参
照
。

(

�)

借
は

｢

使
用
貸
借｣

で
あ
り

｢

�か
り
る
�
�か
す
�
い
ず
れ
の
意
味
に
も
用
い
る｣

(『

訳
註
五』

二
一
三
頁
注
�)

。
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(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
四
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
〇
七
頁
下
段
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
〇
六
―
三
〇
七
頁
を
参
照
。

(
�)

名
例
律
五
三
条

｢

諸
そ
反
坐
、
及
び
之
を
罪
す
、
之
を
坐
す
、
与
に
罪
を
同
じ
く
す
と
称
す
る
者
は
、
止
だ
其
の
罪
を
坐
す

[

死
た

る
者
は
、
絞
に
止
む
る
の
み]｣

に
よ
り
、
囚
の
本
罪
が
斬
で
も
劫
囚
犯
は
絞
と
な
る
。

(

�)
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
四
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
四
〇
頁
上
段

(

註
一)

(

註
二)

、『

訳
註
七』

一
〇
二
頁
註
�
を
参
照
。

(

�)

仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
八
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
六
六
頁
上
段
、『

訳
註
七』

二
三
二
―
二
三
三
頁
注
�
、
小
林
宏

[

一
九
九
一]
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
〇
七
頁
を
参
照
。
戴
炎
輝
氏
は
、
賊
盗
律
四
五
条
疏

｢

其
れ�

麻
以
上

の
親
の
部
曲
・
客
女
を
略
し
、
和
誘
し
た
る
者
は
、
律
に
文
な
き
と
雖
も
、
令
に
、
転
事
し
た
れ
ば
量
り
て
衣
食
の
直
を
酬
す
、
と
あ
れ

ば
、
凡
人
に
同
じ
く
す
べ
か
ら
ず
。
亦
た
須
ら
く
盗
法
に
依
り
て
減
ず
べ
し
。�

麻
・
小
功
の
部
曲
は
凡
人
の
部
曲
よ
り
一
等
を
減
ず
。

大
功
は
二
等
を
減
ず
。
期
親
は
三
等
を
減
ず｣

を
比
附
の
事
例
と
す
る
。
戸
令
復
旧
四
五
条

(『

拾
遺』

二
六
二
頁
、『

拾
遺
補』

五
四
八

頁)
｢

部
曲
を
転
易
し
て
人
に
事
へ
し
め
た
れ
ば
、
量
り
て
衣
食
の
直
を
酬
す
る
を
聴
す｣

に
よ
り
部
曲
・
客
女
と
財
物
と
の
間
の
近
似

性
を
確
認
し
、
親
属
間
の
財
物
の
盗
取
を
凡
人
間
の
財
物
の
盗
取
か
ら
減
等
す
る
賊
盗
律
四
〇
条

(

【
事
例
２
】
所
掲)

に
よ
る
減
等
を
、

親
属
間
の
部
曲
・
客
女
の
略
取
・
和
誘
に
援
用
す
る
も
の
で
あ
る

(

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
六
頁
。
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

七
七
頁
、

九
一
頁

(

註
一
四)

、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]
一
六
六
頁
下
段
│
一
六
七
頁
上
段
、『

訳
註
七』

二
三
三
│
二
三
四
頁
注
�
を
参
照)

。

(

	)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
五
頁
を
参
照
。

(


)
｢

太
廟
室｣

を

『

訳
註
二』

二
二
七
頁
は

｢

太
室｣
と
す
る
が
、『

訳
註
二』

二
二
八
頁
唐
律
校
勘
�
所
掲
の
諸
本
に
よ
り

｢

廟｣

を

補
う
。

(

�)
｢

上
閤
内｣

を

『

訳
註
二』

二
三
二
頁
は

｢

上
閣
内｣

と
す
る
が
、『

訳
註
二』

二
三
四
頁
唐
律
校
勘

所
掲
の
諸
本
、『

訳
註
六』

一
二
頁
に
よ
り
改
め
る
。

(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
五
、
一
七
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]
四
頁
上
段
を
参
照
。

(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
五
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
四
頁
上
段
、『
訳
註
六』

五
五
頁
注
�
を
参
照
。

(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
五
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
四
六
頁
下
段
、
黄
源
盛

[

二
〇
〇
一]

三
〇
六
頁
を
参
照
。
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(

�)

名
例
律
五
六
条

｢

唯
だ
二
死
・
三
流
は
、
各
�
同
に
一
と
為
し
て
減
ず｣

、
名
例
律
五
六
条
疏

｢

假
有
へ
ば
罪
を
犯
し
て
合
に
斬
た

る
べ
く
、
従
た
る
者
は
一
等
を
減
ず
れ
ば
、
即
ち
に
流
三
千
里
に
至
る｣

に
よ
れ
ば
、
絞
か
ら
の
一
等
減
は
流
三
千
里
で
あ
り
加
役
流
で

は
な
い
。
し
か
し
、
賊
盗
律
三
〇
条
問
答
は

｢

卑
幼
に
対
す
る
刑
の
減
等
方
法
の
準
拠
と
す
る
た
め
に
、
加
役
流
は
死
刑
よ
り
も
一
段
階

刑
が
軽
い
こ
と
を
指
し
て
、｢

殺
罪
ヨ
リ
一
等
ヲ
減
ズ｣

と
言
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る｣

(『

訳
註
七』

一
八
二
頁
注
�)

。

(

�)

仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
八
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
七
、
四
八
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
五
六
頁
上
│
下
段
、

『

訳
註
七』
一
八
二
頁
注
�
、
小
林
宏

[

一
九
九
一]

一
〇
七
│
一
〇
八
頁
、
陳
新
宇

[

二
〇
一
五]

三
四
│
三
五
頁
を
参
照
。

(

�)

仁
井
田
陞

[
一
九
五
九]

二
六
九
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
七
八
頁
上
段
を
参
照
。
闘
訟
律
二
条
疏
が

｢

比｣

字
に
よ
り
比
附

を
明
示
す
る
以
上
、
滋
賀
秀
三
氏
に
よ
る

｢

類
推
に
お
い
て

�類
似
性
	
は
、
…
…
法
の
適
用
の
対
象
と
な
る
事
物
相
互
間
の
類
似
性
と

し
て
観
念
さ
れ
機
能
す
る
に
対
し
て
、
比
附
に
お
い
て

�類
似
性
	
は
、
犯
罪
構
成
要
件
相
互
間
の
類
似
性
と
し
て
観
念
さ
れ
機
能
す
る｣

(

滋
賀
秀
三

[

二
〇
〇
六]

三
頁)
と
い
う
比
附
と
類
推
の
区
別
は
再
考
を
迫
ら
れ
る
。
仁
井
田
陞
氏
は
闘
訟
律
一
条
疏

｢

註
に
云
ふ
、

手
足
を
以
て
人
を
撃
ち
た
る
者
を
謂
ふ
、
と
。
手
足
を
挙
げ
て
例
と
為
す
。
頭
を
用
て
之
を
撃
ち
た
る
の
類
も
亦
た
是
な
り｣

、
闘
訟
律

二
条
疏

｢

若
し
闘
に
因
り
て
髪
を


り
、
遂
に
将
て
入
己
し
た
る
者
は
、
賊
盗
に
依
る
に
、
本
と
他
故
を
以
て
人
を
殴
撃
し
、
因
り
て
其

の
財
物
を
奪
ひ
た
れ
ば
、
贓
を
計
り
て
強
盗
を
以
て
論
ず
、
と｣

な
ら
び
に

｢

如
し
其
れ
蛇
蜂
蝎
を
以
て
人
を
螫
し
た
れ
ば
、
他
物
も
て

人
を
殴
り
た
る
の
法
に
同
じ｣

を
比
附
の
例
に
含
む

(

仁
井
田
陞

[

一
九
五
九]

二
六
八
│
二
六
九
頁)

。
し
か
し
闘
訟
律
一
条
疏
は
闘

訟
律
一
条
註

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
い
う

｢

手
足｣
に
頭
を
含
む
こ
と
を
、
闘
訟
律
二
条
疏
前
例
は
賊
盗
律
三
九
条

｢

諸
そ
本
と
他
故

を
以
て
人
を
殴
撃
し
、
因
り
て
其
の
財
物
を
奪
ひ
た
る
者
は
、
贓
を
計
り
て
強
盗
を
以
て
論
ず
。
死
に
至
る
者
は
加
役
流｣

に
い
う

｢

財

物｣

に
頭
髪
を
含
む
こ
と
を
、
闘
訟
律
二
条
疏
後
例
は
闘
訟
律
一
条

(

【
事
例
�
】
所
掲)

に
い
う

｢

他
物｣

に
昆
虫
類
を
含
む
こ
と
を

例
示
す
る
も
の
で
あ
り
、｢

比｣
｢

類｣

な
ど
比
附
を
示
す
字
句
も
記
さ
れ
な
い
。

(

�)
『

訳
註
七』

八
九
頁
注

。

(

�)
『

訳
註
五』

二
〇
頁
注
�
。

(

�)

戴
炎
輝
氏
は

｢

比
附
の
理
由
は
、
妾
の
地
位
が
父
の
他
の
妾
の
子
よ
り
や
や
高
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
妾
の
地
位
が
部
曲
よ
り
や
や
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高
い
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る｣

と
す
る

(

戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
九
三
頁
下
段)

。

(
�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
九
三
頁
下
段
を
参
照
。

(
�)
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
四
、
一
七
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
五
二
頁
下
段
、『

訳
註
五』

三
〇
六
頁
、『

訳
註
七』

一
六
〇
頁

注
�
、
一
六
一
頁
注
�
を
参
照
。

(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
四
│
一
五
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

二
五
〇
頁
下
段
│
二
五
一
頁
上
段
を
参
照
。

(

�)
｢

流
二
千
里｣

を

『

訳
註
三』

八
六
四
頁
は

｢

流
三
千
里｣

と
す
る
が
、『

訳
註
三』

八
六
五
頁
唐
律
校
勘
�
所
掲
の
諸
本
、『

訳
註

八』

三
二
〇
頁
に
よ
り
改
め
る
。

(

	)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
五
│
一
六
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
四
四
頁
上
段
、
一
四
五
頁
上
段

(

註
五)

、
黄
源
盛

[

二
〇
〇

一]

三
〇
五
―
三
〇
六
頁
を
参
照
。

(


)

陳
新
宇

[

二
〇
一
五]
三
三
、
三
五
頁
を
参
照
。
名
例
律
三
八
条
問
答
第
四
が
流
刑
三
等
に
あ
た
る
官
戸
・
部
曲
・
奴
婢
へ
の
過
致

資
給
の
刑
と
す
る
加
杖
一
百
八
十
は
、
徒
三
年
に
あ
た
る
官
戸
・
部
曲
・
奴
婢
へ
の
過
致
資
給
の
徒
二
年
半
の
換
刑
の
加
杖
一
百
八
十
と

同
じ
に
な
る
。

(

�)
『

訳
註
八』

三
一
九
頁
注
�
を
参
照
。
貞
観
九
年
三
月
一
六
日
赦
書
は
、『

唐
大
詔
令
集』

巻
八
三
、
政
事
、
恩
宥
一
、
貞
観
九
年
三

月
大
赦

｢

天
下
に
大
赦
す
べ
し
。
貞
観
九
年
三
月
十
六
日
昧
爽
よ
り
以
前
の
、
大
辟
の
罪
よ
り
已
下
、
皆
な
之
を
赦
除
す
。
其
れ
常
赦
の

免
ぜ
ざ
る
者
は
、
赦
す
る
の
例
に
在
ら
ず｣

で
は
十
悪
、�

言
惑
衆
、
謀
叛
已
上
道
な
ど
に
言
及
し
な
い
が
、『

全
唐
文』

巻
五
、
太
宗

二
、
水
潦
大
赦
詔

｢

天
下
に
大
赦
す
べ
し
。
貞
観
九
年
三
月
十
六
日
昧
爽
よ
り
以
前
の
、
大
辟
の
罪
よ
り
已
下
、
已
に
発
覚
し
た
る
も
未

だ
発
覚
せ
ざ
る
も
、
已
に
結
正
し
た
る
も
未
だ
結
正
せ
ざ
る
も
、
繋
囚
も
見
徒
も
、
罪
に
軽
重
な
く
、
皆
な
之
を
赦
除
す
。
其
れ
常
赦
の

免
ぜ
ざ
る
所
、
十
悪
、
妖
言
し
て

を
惑
は
す
、
語
、
国
家
に
及
び
情
理
切
害
た
り
、
劫
賊
し
て
人
を
傷
つ
く
、
故
ら
に
人
を
殺
す
、
謀

□
□
□
、
□
叛
し
て
已
に
上
道
す
、
及
び
死
よ
り
降
し
て
流
に
従
ふ
、
并
び
に
流
配
し
て
上
道
し
た
る
者
は
、
並
び
に
赦
す
る
の
例
に
在

ら
ず｣

で
は
十
悪
、�

言
惑
衆
、
謀
叛
已
上
道
な
ど
に
言
及
し
て
い
る

(
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

三
一
六
頁
下
段

(

註)

、『

訳
註
八』

三

一
八
│
三
一
九
頁
注
�
を
参
照)

。
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(

�)

滋
賀
秀
三
氏
の

｢

叛
と
亡

(

逃
亡)

と
の
間
に
は
近
似
性
が
あ
る

(

名
�
自
首
に
お
い
て
両
者
扱
い
を
同
じ
く
す
る
こ
と
、
賊
�

｢

即
亡
命
山
沢
。
不
従
追
喚
者
。
以
謀
叛
論｣

な
ど)｣

(『

訳
註
五』

三
六
頁)

と
い
う
指
摘
に
よ
る
。
戴
炎
輝
氏
は

｢

謀
叛
は
十
悪
に
入

る
が
、
赦
書
に
よ
れ
ば
謀
叛
已
上
道
は
は
じ
め
か
ら
赦
の
例
に
な
く
、
謀
叛
未
上
道
は
赦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
謀
叛
未
上
道

が
十
悪
に
入
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず

(

名
例
律
六
条
謀
叛
参
照)

、｢

十
悪
は
赦
す
る
の
例
に
在
ら
ず｣

と
い
う
文
言
に
比

附
し
て
赦
原
を
与
え
な
い
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る｣

と
す
る

(

戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

三
一
六
頁
下
段)

。

(

�)

仁
井
田
陞

[
一
九
五
九]

二
六
七
頁
、
二
八
二
│
二
八
三
頁
注

(

�)

、
戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
七
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

三
一
六
頁
下
段
、
陳
新
宇

[

二
〇
一
五]

三
四
、
三
六
頁
を
参
照
。
滋
賀
秀
三
氏
は

｢

断
�
に
見
え
る
比
附
の
語
は
少
し
意
味
が
違
う
よ

う
で
あ
り
、
か
つ
赦
書
を
め
ぐ
っ
て
比
附
を
禁
止
す
る
と
い
う
大
へ
ん
特
殊
な
内
容
で
あ
っ
て
一
般
的
な
意
味
を
も
た
な
い｣

、
中
村
正

人
氏
は

｢

本
条
に
い
う
比
附
は
、
通
常
の
意
味
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
後
の
文
脈
か
ら
そ
の
意
味
を
推
測
す
る

に
、
恩
赦
の
対
象
と
な
る
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
、(

重
い
刑
罰
を
科
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、)

恩
赦
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
別
種
の

罪
名
を

(

半
ば
強
引
に)

適
用
す
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か｣

と
し
て
、
断
獄
律
二
〇
条
の
い
う
比
附
は
一
般
的
な
意
味
で
の
比

附
と
は
異
な
る
意
義
を
も
つ
と
す
る

(『
訳
註
五』

三
〇
四
頁
、『

訳
註
八』

三
一
九
頁
注
�)

。
蔡�

銘
氏
は
断
獄
律
二
〇
条
疏
に
も
と

づ
い
て

｢

こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
比
附
に
よ
り
重
き
に
入
れ
る
こ
と
を
唐
律
は
採
ら
な
い｣

と
す
る

(

蔡�

銘

[

一
九
六
八]

一
八
頁)

。

(

	)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
四
頁
、
中
村
茂
夫

[
一
九
六
八]

一
七
八
頁
、
寺
田
浩
明

[

二
〇
一
三]

六
七
頁
。

(


)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
五
頁
、『

訳
註
五』
三
〇
四
頁
。

(

�)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
五
頁
、
戴
炎
輝

[

一
九
六
五]

一
四
八
頁
上
│
下
段
、『

訳
註
五』

三
〇
四
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
八
八
、
三
八
一
│
三
八
〇
頁
を
参
照
。

(

�)
『

訳
註
五』

三
〇
四
頁
。

(

)

戴
炎
輝

[

一
九
六
四]

一
二
頁
。

(

�)

趙
冬
曦
上
書
は

『

唐
会
要』

巻
三
九
、
議
刑
軽
重
、
神
龍
元
年
正
月
趙
冬
曦
上
書
、『

新
唐
書』

巻
二
〇
〇
、
列
伝
一
二
五
、
儒
学

下
、
趙
冬
曦
、
神
龍
初
、『

太
平
御
覧』

巻
六
三
八
、
刑
法
部
四
、
律
令
下
、
唐
書
、
神
龍
元
年
趙
冬
曦
上
書
、『

全
唐
文』

巻
二
九
六
、
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趙
冬
曦
、
請
明
律
例
奉
に
も
記
事
が
あ
る
。
仁
井
田
陞

[

一
九
四
〇]

一
八
九
│
一
九
〇
頁
、
一
九
八
頁
注

(

�)

、
戴
炎
輝

[

一
九
六

四]

一
七
頁
、
三
〇
│
三
一
頁

(

註
二
〇)

、『

訳
註
五』

三
〇
二
│
三
〇
三
頁
、
劉
俊
文

[

一
九
九
六]

上
冊
四
八
九
頁
、
黄
源
盛

[

二

〇
〇
一]

三
二
〇
│
三
二
一
頁
、
周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
九
一
―
三
八
九
頁
を
参
照
。

(

�)
『

訳
註
五』

三
〇
二
│
三
〇
三
頁
。
周
東
平
氏
は
、
隋
律
が
律
条
の
簡
省
化
に
果
し
た
功
績
を
肯
定
的
に
と
ら
え
た
も
の
と
し
て
、

『

旧
唐
書』
巻
五
〇
、
志
三
〇
、
刑
法
志
、
永
徽
六
年

(

六
五
五)

七
月

｢

上
、
侍
臣
に
謂
ひ
て
曰
く
。
律
、
比
附
に
通
じ
、
条
例
太
だ

多
し
、
と
。
左
僕
射

�于
�
志
寧
等
、
対
ふ
ら
く
。
旧
律
は
比
附
し
て
事
を
断
ず
る
こ
と
多
き
も
、
乃
て
稍
�
解
し
難
し
。
科
条
極
め
て

衆
く
、
数
へ
て
三
千
に
至
る
。
隋
日
、
再
定
し
て
、
惟
だ
五
百
を
留
む
。
事
類
の
相
ひ
似
る
者
を
以
て
、
比
附
し
て
科
断
す
。
今
日
、
停

む
る
所
は
、
即
ち
是
れ
隋
律
を
参
取
し
て
修
易
す
。
条
章
既
に
少
く
、
極
め
て
省
便
を
成
す
、
と｣

を
掲
げ
る

(

周
東
平

[

二
〇
一
二]

三
七
八
頁
注
�)

。

(

�)

宋
代
に
お
け
る
挙
重
明
軽
の
事
例
と
し
て
、
周
東
平
氏
は

『

続
資
治
通
鑑
長
編』

巻
二
九
九
、
神
宗
、
元
豊
二
年

(

一
〇
七
九)

八

月
戊
戌

(

三
日)

｢

権
提
点
梓
州
路
刑
獄
穆
	
言
へ
ら
く
。
資
州
・
広
安
軍
に
、
子
、
人
の
殺
す
所
と
為
り
て
、
父
母
、
財
を
受
け
て
私

和
し
た
る
者
あ
り
。
皆
な
決
す
る
に
、
親
属
、
殺
さ
れ
て
私
和
し
た
れ
ば
、
期
親
は
徒
二
年
半
の
律
を
以
て
す
。
刑
統
を
案
ず
る
に
、
子

孫
の
祖
父
母
に
於
い
て
す
と
称
す
る
は
、
皆
な
父
祖
子
孫
の
名
あ
り
。
其
れ
相
ひ
犯
し
た
る
あ
れ
ば
、
服
に
拠
ら
ず
し
て
断
ず
る
こ
と
多

し
。
賊
盗
律
に
、
規
求
す
る
所
あ
り
て
故
ら
に
期
以
下
の
卑
幼
を
殺
し
た
る
者
は
絞
、
と
。
闘
訟
律
に
、
子
孫
、
教
令
に
違
反
し
て
、
祖

父
母
、
殴
殺
し
た
る
者
は
徒
一
年
半
、
故
ら
に
殺
し
た
る
者
は
一
等
を
加
ふ
、
と
。
今
、
子
孫
、
殺
さ
れ
、
父
母
は
乃
て
私
和
に
坐
し
て

徒
二
年
半
た
れ
ば
、
則
ち
是
れ
私
和
の
罪
は
自
ら
殺
す
よ
り
重
し
。
重
き
を
挙
げ
て
軽
き
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
旁
期
の
法
に
従
ひ
難
し
。

止
だ
当
に
不
応
得
為
軽
重
の
法
を
用
ゆ
べ
し
。
乞
ふ
ら
く
は
、
有
司
に
下
し
天
下
に
申
諭
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
、
と
。
之
に
従
ふ｣

を
掲
げ
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A Note on the Cases of Qingzhong-xiangju and

Bifu in �������	
��

Yasushi KAWAMURA

The students on legal history of China always refer to Qingzhong-xiangju

and Bifu, when the matter is discussed whether the principle of legality ex-

isted in traditional China or not. But their definitions as the craft of legal in-

terpretation are not clarified enough. As a first step to solve this situation,

this paper tries to examine the cases of Qingzhong-xiangju and Bifu in

�������	
��, the Subcommentary of Tang Code.

Qingzhong-xiangju consists of Juzhong-mingjing and Jujing-mingzhong.

The former is the way to decrease the punishment by bringing up a heavier

offense in order to make clear a lighter punishment, and the later is the way

to increase the punishment by bringing up a lighter offense in order to make

clear a heavier punishment. Bifu is a craft of legal interpretation, something

similar to analogy. It has been said that both Qingzhong-xiangju and Bifu are

used when the case involving sentencing of crimes has no formal article.

It has been cleared in this paper, that both Qingzhong-xiangju and Bifu are

also used when the case involving sentencing of crimes has formal articles

obviously. In such cases, they are used in order to change the unreasonable

punishment brought by formal articles for reasonable one.

Now we have alternative definitions. Both Qingzhong-xiangju and Bifu are

crafts of legal interpretation in order to change the unreasonable result

brought by formal articles for reasonable one. The difference between them

is the way to bring the reasonable result. The former brings the reasonable

result, by finding one fact prescribed in formal articles similar to the other

fact discussed in the case, and comparing the values between the facts. The

later brings the reasonable result, only by finding one fact prescribed in for-

mal articles similar to the other fact discussed in the case. So, in a sense,

Qingzhong-xiangju is included in Bifu.


