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一

裁
判
の
定
義

兼
子
一
『
裁
判
法
』（
有
斐
閣
、
昭
和
三
十
四
年
。
頁
数
は
新
版
（
昭
和
五
十
三
年
）
の
も
の
。）
は
裁
判
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い

る
。「
裁
判
と
は
、
社
会
関
係
に
お
け
る
利
害
の
衝
突
、
紛
争
を
解
決
し
調
整
す
る
規
律
を
定
め
る
、
法
的
な
権
威
を
有
す
る
第
三
者
の

判
定
で
あ
る
。」（
一
頁
）
こ
の
定
義
に
従
っ
て
、
裁
判
を
「
第
三
者
の
判
定
」
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
次
に
掲
げ
る
記
事
に
見
ら
れ
る
県

旧
中
国
に
は
裁
判
が
無
か
っ
た
と
い
う
説
に
対
す
る
論
評

一
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知
事
の
行
為
を
裁
判
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

【和
訳
】

江
公
、
諱
は
鎬
、
が
陵
州
仁
寿
県
（
現
在
の
四
川
省
仁
寿
県
）
の
知
事
で
あ
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
洪
氏
は
以
前
、
税
を
徴
収
す
る
村

役
人
に
充
て
ら
れ
て
い
た
時
に
、
隣
人
の
田
が
欲
し
く
な
っ
て
、
隣
人
を
だ
ま
し
て
、「
私
が
あ
な
た
の
分
の
税
を
納
め
て
、
あ
な
た
の

役え
き

を
免
れ
さ
せ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。」
と
言
い
ま
し
た
（
納
税
額
が
少
な
く
な
る
と
戸
の
等
級
が
下
が
り
、
役
を
負
担
す
る
義
務
が
軽
く

な
る
。）。
隣
人
は
喜
び
、
税
簿
の
名
義
を
洪
氏
の
名
義
に
書
き
換
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
二
十
年
が
過
ぎ
、
洪
氏
は
さ
ら
に
契
約
書
を
偽

造
し
て
、
茶
で
紙
を
染
め
て
、
年
月
を
経
た
物
に
見
せ
か
け
て
、
県
に
訴
え
ま
し
た
。
江
公
は
契
約
書
の
紙
を
手
に
取
っ
て
伸
ば
し
て
言

い
ま
し
た
。「
も
し
年
月
を
経
た
紙
な
ら
ば
、
裏
は
白
い
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
紙
は
表
も
裏
も
同
じ
色
で
す
。
偽
物
で
す
。」
洪
氏

を
訊
問
す
る
と
、
す
ぐ
に
罪
を
認
め
ま
し
た
。

【原
文
】

（
江
）
公
、
諱
鎬
。（
中
略
）
知
陵
州
仁
寿
。（
中
略
）
洪
氏
嘗
為
里
胥
。
利
鄰
人
田
、
紿
之
曰
、
我
為
若
税
、
免
若
役
。
鄰
喜
、
剗
其

税
、
帰
之
名
於
公
上
（「
公
上
」
を
「
洪
氏
」
に
改
め
て
訳
し
た
。）。

二
十
年
、
且
偽
為
券
、
茶
染
紙
、
類
遠
年
者
以
訟
。
公
取
紙
、

即
伸
之
曰
、
若
遠
年
紙
、
裏
当
白
。
今
表
裏
一
色
、
偽
也
。
訊
之
即
服
。

こ
の
文
章
は
『
李
覯
集
』（
中
華
書
局
点
校
本
を
見
た
。）
巻
三
十
、
墓
碑
、
宋
故
朝
散
大
夫
・
守
尚
書
屯
田
郎
中
・
上
軽
車
都
尉
・
賜

緋
魚
袋
江
公
墓
碑
銘
并
序
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
『
折
獄
亀
鑑
』
を
経
由
し
て
『
棠
陰
比
事
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の

関
法
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記
事
は
江
戸
時
代
以
来
の
日
本
人
に
と
っ
て
な
じ
み
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
江
鎬
は
、
墓
碑
銘
の
序
文
に
拠
れ
ば
、
北
宋
の
大
中
祥
符
五

年
（
一
〇
一
二
）
に
進
士
に
及
第
し
、
慶
暦
六
年
（
一
〇
四
六
）
に
七
十
歳
で
歿
し
た
。

こ
の
記
事
の
中
で
県
知
事
の
江
鎬
は
、
原
告
の
洪
氏
が
提
出
し
た
契
約
書
に
対
し
て
証
拠
調
べ
を
行
い
、
契
約
書
が
偽
物
で
あ
る
と
判

断
し
た
。
そ
し
て
、
誰
が
契
約
書
を
偽
造
し
た
の
か
洪
氏
を
尋
問
し
た
と
こ
ろ
、
自
分
が
偽
造
し
た
と
洪
氏
が
自
白
し
た
の
で
あ
る
。
記

事
に
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
後
、
江
鎬
は
、
被
告
が
現
に
耕
作
し
て
い
る
田
は
洪
氏
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
及
び
契
約
書
を
偽

造
し
て
誣
告
し
た
罪
に
対
応
す
る
刑
を
洪
氏
に
科
す
る
こ
と
を
宣
告
す
る
判
決
を
下
し
た
は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
、
江
鎬
は
第
三
者
の
立

場
か
ら
、
契
約
書
が
偽
物
で
あ
る
こ
と
と
洪
氏
の
自
白
と
を
根
拠
に
し
て
判
定
を
行
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
記
事

に
見
ら
れ
る
江
鎬
の
行
為
は
裁
判
で
あ
る
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
次
の
記
事
に
見
ら
れ
る
州
の
長
官
の
行
為
を
裁
判
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

【和
訳
】

李
恵
が
雍
州
（
治
所
は
長
安
。）
の
刺
史
で
あ
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
塩
を
担
う
人
と
薪
を
担
う
人
が
い
て
、
二
人
は
同
時
に
重
い
荷

物
を
降
ろ
し
て
、
樹
陰
で
休
み
ま
し
た
。
二
人
は
出
発
し
よ
う
と
し
た
時
に
、
一
枚
の
羊
の
皮
が
自
分
の
物
だ
と
争
い
ま
し
た
。
背
中
に

敷
い
て
い
た
物
で
あ
る
と
李
恵
の
前
で
そ
れ
ぞ
れ
が
主
張
し
ま
し
た
。
李
恵
は
争
う
二
人
に
そ
の
場
を
は
ず
さ
せ
て
、
州
の
綱
紀
（
主
簿

の
別
名
）
を
顧
み
て
、「
こ
の
羊
の
皮
を
拷
問
し
て
持
ち
主
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。」
と
言
い
ま
し
た
。
部
下
の
官
吏
た
ち

は
誰
も
答
え
る
者
が
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
李
恵
は
命
じ
て
羊
の
皮
を
む
し
ろ
の
上
に
置
か
せ
、
杖
で
撃
た
せ
ま
し
た
。
す
る
と
少
量
の
塩

の
粉
末
が
出
て
き
ま
し
た
。
李
恵
は
「
事
実
が
わ
か
り
ま
し
た
。」
と
言
っ
て
、
争
う
二
人
に
そ
れ
を
見
せ
ま
し
た
。
薪
を
担
う
者
は
や

旧
中
国
に
は
裁
判
が
無
か
っ
た
と
い
う
説
に
対
す
る
論
評
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む
な
く
自
白
し
て
罪
を
認
め
ま
し
た
。

【原
文
】

李
恵
（
中
略
）
転
雍
州
刺
史
。（
中
略
）
人
有
負
塩
負
薪
者
、
同
釈
重
檐
息
樹
陰
。
二
人
将
行
、
争
一
羊
皮
。
各
言
藉
背
之
物
。
恵
遣

争
者
出
、
顧
州
綱
紀
曰
、
此
羊
皮
可
拷
知
主
乎
。
群
下
咸
無
答
者
。
恵
令
人
置
羊
皮
席
上
、
以
杖
撃
之
。
見
少
塩
屑
。
曰
、
得
其
実
矣
。

使
争
者
視
之
。
負
薪
者
乃
伏
而
就
罪
。

こ
の
文
章
は
『
北
史
』
巻
八
十
、
外
戚
伝
、
李
恵
の
項
の
一
節
で
あ
る
。『
疑
獄
集
』『
折
獄
亀
鑑
』
を
経
由
し
て
『
棠
陰
比
事
』
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。
李
恵
は
、
北
魏
献
文
帝
の
思
皇
后
の
父
。
孝
文
帝
の
太
和
二
年
（
四
七
八
）
に
誅
殺
さ
れ
た
。
献
文
帝
の
皇
興
二
年

（
四
六
八
）
に
雍
州
刺
史
に
任
じ
ら
れ
た
。

こ
の
記
事
の
中
で
州
の
長
官
の
李
恵
が
羊
の
皮
を
杖
で
撃
た
せ
て
塩
の
粉
末
を
出
さ
せ
た
行
為
は
、
現
代
の
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
「
微

物
同
定
」
の
「
捜
査
」
行
為
で
あ
る
。
日
本
の
現
行
の
刑
事
訴
訟
法
で
は
、
捜
査
は
検
察
官
と
警
察
官
と
が
互
い
に
協
力
し
て
行
う
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
検
察
官
が
公
訴
を
行
う
定
め
で
あ
る
か
ら
、
捜
査
を
第
三
者
の
行
為
と
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に

対
し
て
、
旧
中
国
で
は
、
地
方
官
及
び
そ
の
手
下
の
者
が
第
三
者
の
立
場
で
捜
査
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
州
の
長
官
が
羊
の
皮
を
捜
査
し

た
か
ら
と
言
っ
て
、
第
三
者
の
立
場
を
失
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

李
恵
は
、
第
三
者
の
立
場
で
羊
の
皮
を
捜
査
し
、
争
い
の
両
当
事
者
に
塩
の
粉
末
と
い
う
証
拠
を
見
せ
て
、
一
方
を
自
白
に
導
い
た
の

で
あ
る
。
記
事
に
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
後
、
李
恵
は
、
羊
の
皮
が
塩
を
荷
う
人
の
物
で
あ
る
こ
と
、
及
び
他
人
の
物
を
自
分
の

物
で
あ
る
と
妄
認
し
た
罪
に
対
応
す
る
刑
を
薪
を
担
う
者
に
科
す
る
こ
と
を
宣
告
す
る
判
決
を
下
し
た
は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
、
李
恵
は

関
法
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第
三
者
の
立
場
か
ら
、
塩
の
粉
末
と
薪
を
担
う
者
の
自
白
と
を
根
拠
に
し
て
判
定
を
行
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
記

事
に
見
ら
れ
る
李
恵
の
行
為
は
裁
判
で
あ
る
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
兼
子
『
裁
判
法
』
の
定
義
に
従
っ
て
、
裁
判
を
「
第
三
者
の
判
定
」
と
理
解
す
る
限
り
、
旧
中
国
に
裁
判
が
存
在
し
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
旧
中
国
に
は
裁
判
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
説
が
現
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体

ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。

二

旧
中
国
の
裁
判
は
判
定
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
説
に
対
し
て

こ
こ
に
取
り
上
げ
る
滋
賀
秀
三
「
清
朝
時
代
の
刑
事
裁
判
」（『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
所
収
、
創
文
社
、
昭
和
五
十
九
年
。
初
出
は

一
九
六
〇
年
。）
の
説
は
、
旧
中
国
に
は
裁
判
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
は
言
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
旧
中
国
の
裁
判
は
判
定
と
い
う
性

格
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
の
で
、
裁
判
を
「
第
三
者
の
判
定
」
と
定
義
す
る
限
り
、
滋
賀
説
が
正
し
い
な
ら
ば
、
旧
中
国
に

は
裁
判
が
無
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

滋
賀
論
文
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
旧
中
国
の
「
裁
判
は
自
白
を
基
礎
と
し
、
法
廷
は
罪
状
自
認
書
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
裁
判
と
い
う
も
の
の
本
質
と
考
え
る
と
こ
ろ
の
、
相
争
う
主
張
に
対
し
て
公
権
的
に
下
さ
れ
る
判
定
と
い
う

性
格
を
、
中
国
の
刑
事
裁
判
（
旧
中
国
の
裁
判
は
す
べ
て
刑
事
裁
判
で
あ
る
。
佐
立
注
）
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。」「
事
実
の
認
定
も
決
し
て
判
定
と
い
う
形
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。」「
判
定
と
は
、
真
実
そ
の
も
の
は
誰
も
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
真
実
を
知
る
べ
き
差
迫
っ
た
実
際
的
必
要
が
あ
る
た
め
に
、
特
定
人
の
判
断
を
以
て
真
実
に
代

置
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」（
以
上
、
七
十
一
頁
）「
中
国
の
裁
判
官
は
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
判
定
を
委
ね
ら
れ
た
者
で
は
な

旧
中
国
に
は
裁
判
が
無
か
っ
た
と
い
う
説
に
対
す
る
論
評

五
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か
っ
た
。
彼
が
任
と
し
た
の
は
、
む
し
ろ
真
実
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
行
為
を
め
ぐ
る
真
実
は
、
行
為
者
本
人
が

最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
そ
の
本
人
の
心
服
を
か
ち
と
っ
て
、
そ
の
口
か
ら
真
実
を
語
ら
せ
る
こ
と
、
そ
れ
が
裁
判
官
の
任
務
で
あ
っ

た
。」（
七
十
一
頁
か
ら
二
頁
）

「
法
廷
は
罪
状
自
認
書
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
っ
た
」
と
述
べ
る
が
、
罪
状
自
認
書
が
そ
の
ま
ま
判
決
文
と
し
て
用
い
ら
れ
た
わ
け

で
は
な
い
。
別
の
箇
所
で
「
あ
と
は
、
自
認
内
容
を
も
と
に
し
て
ま
と
め
上
げ
た
事
件
の
い
ち
ぶ
始
終
の
叙
述
と
、
そ
れ
に
対
す
る
法
の

適
用
と
を
記
し
た
文
書
を
作
製
し
」（
六
十
九
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
裁
判
官
は
罪
状
自
認
書
に
依
拠
し
て
別
に
判
決
文
を

作
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
罪
状
自
認
書
は
「
裁
判
官
の
胸
に
一
つ
の
心
像
が
固
ま
り
、
犯
人
も
真
相
を
吐
き
尽
し
た
と
判
断

さ
れ
る
状
態
に
至
っ
た
と
こ
ろ
で
、
改
め
て
罪
状
を
、
一
定
の
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
た
整
っ
た
文
章
に
し
た
た
め
、
こ
れ
を
本
人
に
読
み
聞

か
せ
て
そ
の
画
押
を
と
る
」（
六
十
九
頁
）
も
の
で
あ
る
か
ら
、
判
決
文
の
前
提
と
な
る
罪
状
自
認
書
を
作
成
す
る
時
に
裁
判
官
は
、
容

疑
者
が
真
実
を
語
っ
た
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
の
で
あ
る
。
証
言
や
証
拠
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
容
疑
者
の
自
白
の
内
容
が
真
実
で
あ
る

と
判
定
す
れ
ば
、
罪
状
自
認
書
を
作
成
し
て
判
決
を
下
し
、
真
実
で
は
な
い
と
判
定
す
れ
ば
、
尋
問
を
や
り
直
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

旧
中
国
の
裁
判
官
は
、
容
疑
者
の
自
白
の
内
容
に
対
し
て
判
定
を
行
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
南
宋
の
鄭
克
が
編
集
し
た
『
折
獄
亀
鑑
』

（
四
庫
全
書
本
を
見
た
。）
の
巻
六
、
覈
姦
、
范
純
仁
に
『
范
忠
宣
公
言
行
録
』
の
次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

【和
訳
】

范
純
仁
丞
相
が
河
中
府
（
治
所
は
現
在
の
山
西
省
永
済
県
の
西
）
の
知
事
で
あ
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
録
事
参
軍
（
府
の
属
官
）
の
宋

儋
年
が
、
客
を
集
め
て
宴
会
を
し
た
後
、
病
気
を
訴
え
、
そ
の
夜
に
急
死
し
ま
し
た
。
実
は
、
彼
の
妾
と
小
吏
と
が
姦
通
し
て
い
た
の
で
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す
。
范
純
仁
は
、
宋
儋
年
の
死
が
不
自
然
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
容
疑
者
を
係
官
に
預
け
て
取
り
調
べ
さ
せ
ま
し
た
。
た
ま
た

ま
宋
儋
年
の
子
が
ひ
つ
ぎ
を
運
ん
で
帰
郷
し
た
の
で
、
そ
の
地
の
官
司
に
連
絡
し
て
宋
儋
年
の
遺
体
を
検
験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
す
る

と
、
体
の
九
つ
の
穴
か
ら
流
血
し
、
ひ
と
み
が
ひ
か
ら
び
、
舌
が
た
だ
れ
、
全
身
が
漆
を
塗
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
係
官
が
容

疑
者
を
訊
問
し
ま
す
と
、
毒
を
す
っ
ぽ
ん
の
切
り
肉
の
中
に
入
れ
た
、
と
自
白
し
ま
し
た
。
范
純
仁
は
「
す
っ
ぽ
ん
の
切
り
肉
は
何
番
目

に
食
卓
に
出
さ
れ
ま
し
た
か
。
毒
に
あ
た
っ
て
か
ら
宴
会
の
終
わ
り
ま
で
居
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
必
ず
本
当
の
事
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。」
と
言
っ
て
、
も
う
一
度
取
り
調
べ
る
よ
う
命
じ
ま
し
た
。
す
る
と
、
宴
会
が
終
わ
っ
て
、
宋
儋
年
が
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
帰

宅
し
た
時
に
、
毒
を
酒
盃
の
中
に
入
れ
て
殺
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
犯
人
は
、
宋
儋
年
が
す
っ
ぽ
ん
を
好
ま
ず
、

そ
の
こ
と
を
宴
会
の
客
が
皆
知
っ
て
お
り
、
か
つ
、
す
っ
ぽ
ん
の
肉
の
後
に
出
さ
れ
た
料
理
の
数
が
多
か
っ
た
の
で
、
後
日
に
自
白
を
翻

し
て
死
刑
を
免
れ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

【原
文
】

范
純
仁
丞
相
、
知
河
中
府
時
、
録
事
参
軍
宋
儋
年
、
会
客
罷
、
以
疾
告
、
是
夜
暴
卒
。
蓋
其
妾
与
小
吏
為
姦
也
。
純
仁
知
其
死
不
以
理
、

遂
付
有
司
案
治
。
会
儋
年
子
以
喪
柩
帰
。
移
文
追
験
。
其
尸
、
九
竅
流
血
、
晴
枯
舌
爛
、
挙
体
如
漆
。
有
司
訊
囚
、
言
寘
毒
鼈
胾
中
。
純

仁
問
、
鼈
胾
在
第
幾
巡
。
豈
有
中
毒
而
能
終
席
耶
。
必
非
実
情
。
命
再
劾
之
。
乃
因
客
散
酔
帰
、
寘
毒
酒
盃
中
而
殺
之
。
此
蓋
罪
人
以
儋

年
不
嗜
鼈
、
而
為
坐
客
所
共
知
（
も
と
「
知
」
字
な
し
。
劉
俊
文
『
折
獄
亀
鑑
訳
註
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
三
三
一
頁

注
五
に
従
っ
て
補
っ
た
。）、
且
其
後
巡
数
尚
多
、
欲
為
他
日
飜
異
逃
死
之
計
爾
。

こ
の
『
折
獄
亀
鑑
』
の
記
事
は
『
棠
陰
比
事
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
范
純
仁
（
一
〇
二
七
～
一
一
〇
一
）
は
、
范
仲
淹
の
子
。
北
宋

旧
中
国
に
は
裁
判
が
無
か
っ
た
と
い
う
説
に
対
す
る
論
評

七

(三
九
二
)



の
仁
宗
の
皇
祐
元
年
（
一
〇
四
九
）
に
進
士
に
及
第
し
、
哲
宗
の
元
祐
三
年
（
一
〇
八
八
）
に
尚
書
右
僕
射
（
宰
相
）
兼
中
書
侍
郎
に
任

じ
ら
れ
た
。『
宋
史
』
巻
三
一
四
に
伝
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
旧
中
国
の
制
度
で
は
、
容
疑
者
の
自
白
な
し
で
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
唐
律
の
断

獄
律
に
「
諸す

べ

て
応ま

さ

に
議
・
請
・
減
す
べ
き
、
も
し
く
は
年
七
十
以
上
、
十
五
以
下
、
及
び
廃
疾
の
者
は
、
並
び
に
合ま

さ

に
拷
訊
す
べ
か
ら
ず
。

皆
、
衆
証
に
拠
り
て
罪
を
定
む
。」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
特
別
な
身
分
の
者
、
七
十
歳
以
上
、
十
五
歳
以
下
の
者
、「
廃
疾
」
に
当
た
る

身
体
障
碍
者
が
容
疑
者
で
あ
る
と
き
は
、
自
発
的
に
自
白
し
て
く
れ
れ
ば
よ
い
が
、
自
白
し
な
い
と
き
は
、
拷
問
に
か
け
る
こ
と
が
許
さ

れ
ず
、
三
人
以
上
の
証
言
を
根
拠
に
し
て
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
、
裁
判
官
は
、「
本
人
の
心
服

を
か
ち
と
っ
て
、
そ
の
口
か
ら
真
実
を
語
ら
せ
る
こ
と
」
な
し
に
、
何
が
真
実
で
あ
る
か
を
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
唐
律
の
断
獄
律
、
訊
囚
察
辞
理
条
に
「
も
し
贓
状
露
験
し
、
理
と
し
て
疑
う
可
か
ら
ざ
れ
ば
、
承
引
せ
ず
と
雖
も
、
即た

だ

ち
に
状

に
拠
り
て
之
れ
を
断
ず
。」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
盗
品
が
容
疑
者
の
家
で
見
つ
か
っ
た
り
、
凶
器
を
容
疑
者
が
所
持
し
て
い
た
り
し
て
、

容
疑
者
が
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
拷
問
に
か
け
て
も
自
白
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
た
だ
ち
に
証
拠
を
根
拠

に
し
て
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

滋
賀
前
掲
論
文
は
、「
裁
判
は
、
原
則
と
し
て
自
白
に
基
い
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
ご
く
例
外
的
な
場
合
に
の
み
、
証
拠
だ
け
に

よ
っ
て
裁
判
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。」（
六
十
九
頁
）
と
述
べ
、
唐
律
の
今
挙
げ
た
二
つ
の
規
定
を
紹
介
し
て
、「
清
律
に
は

か
よ
う
な
規
定
が
な
い
。」（
七
十
三
頁
注
二
一
四
）
と
す
る
が
、
唐
律
の
後
者
の
規
定
に
当
た
る
規
定
は
な
い
け
れ
ど
も
、
前
者
の
規
定

に
当
た
る
規
定
は
あ
る
。
清
律
の
刑
律
、
断
獄
、
老
幼
不
拷
訊
条
に
「
応ま

さ

に
八
議
た
る
べ
き
の
人
、
及
び
年
七
十
以
上
、
十
五
以
下
、
も

し
く
は
廃
疾
の
者
は
、
並
び
に
合ま

さ

に
拷
訊
す
べ
か
ら
ず
。
皆
、
衆
証
に
拠
り
て
罪
を
定
む
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
明
律
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の
規
定
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
従
っ
て
、
七
十
歳
以
上
の
者
の
犯
罪
事
実
を
衆
証
に
依
拠
し
て
認
定
し
た
裁
判
例
と

し
て
、
前
稿
「
裁
判
官
が
法
廷
に
幽
霊
を
出
現
さ
せ
た
話
」（
本
誌
第
六
十
八
巻
第
四
号
掲
載
、
二
〇
一
八
年
）
で
紹
介
し
た
『
鹿
洲
公

案
』
巻
上
「
幽
魂
対
質
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
清
律
の
名
例
律
、
犯
罪
事
発
在
逃
条
に
「
も
し
罪
を
犯
し
、
事
発
し
て
逃
に
在
る
者
は
、
衆
証
明
白
な
れ
ば
、
即
ち
獄
成
に
同

じ
。
対
問
を
須ま

た
ず
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
犯
罪
が
発
覚
し
て
逃
亡
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
三
人
以
上
の
証
言
に
疑
い
が
な
け

れ
ば
、
証
人
と
対
決
さ
せ
て
尋
問
す
る
こ
と
な
く
、
事
実
が
認
定
さ
れ
た
（「
獄
成
」）
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

こ
の
場
合
、
裁
判
官
は
、
三
人
以
上
の
証
言
と
物
的
証
拠
と
だ
け
を
根
拠
に
し
て
、
何
が
真
実
で
あ
る
か
を
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
清
律
の
こ
の
規
定
は
明
律
の
規
定
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
規
定
に
当
た
る
規
定
は
唐
律
に
は
存
在
し
な

い
。滋

賀
論
文
は
「
判
定
」
と
い
う
行
為
を
「
特
定
人
の
判
断
を
以
て
真
実
に
代
置
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
、「
真
実
そ
の
も
の
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
」
と
区
別
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
定
義
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
が
国
の
現
行
の
刑
事
訴
訟

法
の
第
一
条
に
は
「
こ
の
法
律
は
、
刑
事
事
件
に
つ
き
、（
中
略
）
事
案
の
真
相
を
明
ら
か
に
（
中
略
）
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」
と

定
め
ら
れ
て
お
り
、
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
判
定
と
が
相
容
れ
な
い
と
す
る
と
、
裁
判
を
「
第
三
者
の
判
定
」
と
定
義
す
る
限
り
、

我
が
国
の
刑
事
裁
判
も
裁
判
で
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。「
判
定
」
と
は
、
何
が
真
実
で
あ
る
か
、
ど
の
程
度
の
刑

罰
を
科
す
る
か
、
ど
の
よ
う
に
権
利
義
務
を
配
分
す
る
か
を
判
断
し
決
定
す
る
行
為
で
あ
る
、
と
常
識
的
に
定
義
し
た
い
。

滋
賀
論
文
は
さ
ら
に
、「
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
帝
制
中
国
（
中
略
）
の
長
い
歴
史
を
通
じ
て
、
国
家
の
法
廷
に
お
い
て
、
神
判
は
絶

え
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
、
特
記
す
べ
き
現
象
を
思
い
起
す
。
そ
れ
は
、（
中
略
）
そ
も
そ
も
裁
判
な
る
も
の
が
判
定
の
仕
事

旧
中
国
に
は
裁
判
が
無
か
っ
た
と
い
う
説
に
対
す
る
論
評
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で
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
判
決
の
確
定
力
と
い
う
観
念
が
育
た
な
か
っ
た
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。」

（
前
掲
、
七
十
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
で
は
、
早
く
も
紀
元
前
三
世
紀
の
秦
代
に
高
度
な
法
医
学
が
発
達
し
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、
神
頼
み
の
裁
判
で
あ
る
神
判
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
中
国
の
裁
判
が
「
判
定
の
仕
事
で
な
か
っ
た
」
か

ら
神
判
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
他
の
国
で
神
判
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
何
が
真
実
で
あ
る
か
を
証
拠
に
基
い
て
判
定
す
る

能
力
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
裁
判
が
「
判
定
の
仕
事
」
で
あ
っ
た
か
ら
神
判
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。

そ
れ
か
ら
、
旧
中
国
の
裁
判
で
判
決
の
確
定
力
と
い
う
観
念
が
な
か
っ
た
の
は
、
旧
中
国
の
裁
判
官
が
法
的
安
定
性
よ
り
も
真
実
の
究

明
を
重
視
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
旧
中
国
の
裁
判
が
「
判
定
の
仕
事
」
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
旧
中
国
の
裁
判
官
は
、
一

度
、
判
決
を
下
し
て
も
、
新
た
な
証
拠
や
証
人
が
出
現
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
同
じ
事
件
に
つ
い
て
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
る
と
、
そ
の
た

び
に
新
た
な
証
拠
や
証
言
に
依
拠
し
て
、
何
が
真
実
で
あ
る
か
を
判
定
し
直
す
の
で
あ
る
。

三

旧
中
国
に
は
裁
判
が
無
か
っ
た
と
い
う
説
に
対
し
て

小
口
彦
太
「
清
代
中
国
に
お
け
る
刑
事
事
件
・
民
事
紛
争
の
処
理
」（『
現
代
中
国
の
裁
判
と
法
』
所
収
、
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
。
初

出
は
一
九
九
一
年
。）
は
、
あ
る
紛
争
解
決
方
法
を
裁
判
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
条
件
と
し
て
次
の
五
つ
を
挙
げ
る
（
六
十
三
頁

か
ら
四
頁
）。

一
．
裁
判
の
前
提
と
し
て
争
い
や
事
件
が
現
実
に
存
在
す
る
。

二
．
そ
れ
ら
の
紛
争
・
事
件
に
対
す
る
訴
え
が
当
事
者
か
ら
な
さ
れ
る
。

三
．
裁
判
は
あ
い
争
う
当
事
者
に
対
す
る
第
三
者
の
立
場
か
ら
の
判
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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四
．
こ
の
第
三
者
に
よ
る
判
定
は
当
事
者
の
主
張
と
反
論
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
．
決
定
の
主
体
は
他
人
に
業
務
の
一
部
な
い
し
全
部
を
委
譲
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
手
で
独
立
し
て
決
定
を
下
す
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
小
口
論
文
は
、
旧
中
国
の
刑
事
事
件
の
処
理
方
法
を
裁
判
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。「
中
国
の
国
家
機
関
の
手
に
な
る
刑
事
事
件
の
処
理
（
中
略
）
の
過
程
、
す
な
わ
ち
、
事
件
の
発
生
か
ら
量
刑
の
確
定
・
執
行
に

至
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
顕
著
な
特
徴
を
な
す
の
は
、
中
国
で
は
法
廷
に
お
け
る
審
理
の
段
階
が
全
く
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
事
件
が
発
生
し
、
被
疑
者
を
逮
捕
し
自
白
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
警
察
的
業
務
と
し
て
の
捜
査
の
段
階
に
と
ど
ま
り
、

本
来
で
あ
れ
ば
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
第
三
者
に
よ
る
審
理
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
中
国
で
は
、
自
白
を
得
る
こ
と
に
よ
り
被

疑
者
の
有
罪
は
確
定
し
、
以
後
は
量
刑
の
段
階
に
入
っ
て
し
ま
う
。」（
六
十
四
頁
か
ら
五
頁
）
旧
中
国
の
事
件
処
理
方
法
は
前
掲
第
四
の

条
件
を
満
た
さ
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
中
国
で
は
法
廷
に
お
け
る
審
理
の
段
階
が
全
く
欠
如
し
て
い
る
」
と
い
う
認
識
は
誤
り
で
あ
る
。
旧
中
国
の
裁
判
で
は
、

法
廷
で
訴
訟
当
事
者
及
び
証
人
に
対
す
る
尋
問
、
証
拠
調
べ
が
行
わ
れ
、
訴
訟
当
事
者
及
び
証
人
の
供
述
が
記
録
さ
れ
る
。
こ
れ
は
周
知

の
事
実
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
一
々
史
料
を
掲
げ
て
説
明
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
し
て
、
被
告
人
の
自
白
が
得
ら
れ
る
と
、
裁
判
官
は
、
証

言
及
び
証
拠
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
自
白
が
信
用
で
き
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
信
用
で
き
る
と
判
断
す
れ
ば
、
自
白
と
証
言
及
び
証
拠
と

に
依
拠
し
て
判
決
文
を
作
成
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
前
節
に
書
い
た
よ
う
に
、
自
白
な
し
で
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
審
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
判
決
の
下
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

小
口
論
文
は
ま
た
、
旧
中
国
の
事
件
処
理
方
法
で
は
「
捜
査
の
主
体
か
ら
判
定
の
主
体
が
分
離
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も

旧
中
国
に
は
裁
判
が
無
か
っ
た
と
い
う
説
に
対
す
る
論
評
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な
お
さ
ず
自
己
裁
判
に
よ
っ
て
事
件
の
処
理
が
は
か
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
裁
判
と
い
う
概
念
に
含
め
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。」（
六
十
五
頁
）
と
述
べ
る
。
旧
中
国
の
事
件
処
理
方
法
は
前
掲
第
三
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
兼
子
『
裁
判
法
』
が
「
裁
判
は
対
立
す
る
関
係
当
事
者
双
方
を
名
宛
人
と
し
て
さ
れ
る
第
三
者
の
判
定
で
あ
る
。
こ
の
点
か

ら
、
自
己
裁
判
は
裁
判
で
は
な
い
。」（
前
掲
、
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
自
己
裁
判
」
と
は
訴
訟
当
事
者
の
一
方
が
裁
判
官
を

兼
ね
る
裁
判
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、「
捜
査
の
主
体
か
ら
判
定
の
主
体
が
分
離
し
て
い
な
い
」
裁
判
を
言
う
の
で
は
な
い
。
第
一
節
に
書

い
た
よ
う
に
、
日
本
の
現
行
の
刑
事
訴
訟
法
で
は
、
捜
査
を
第
三
者
の
行
為
と
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
旧
中
国
で
は
、
地
方
官

及
び
そ
の
手
下
の
者
が
第
三
者
の
立
場
で
捜
査
を
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
捜
査
の
主
体
か
ら
判
定
の
主
体
が
分
離
し
て
い
な
い
」
か

ら
と
言
っ
て
、
裁
判
官
が
第
三
者
性
を
失
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

小
口
論
文
は
さ
ら
に
、
旧
中
国
の
事
件
処
理
方
法
の
特
徴
は
、「
事
件
処
理
の
決
定
（
中
略
）
が
地
方
・
中
央
の
国
家
機
関
の
長
い
連

鎖
の
中
で
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
下
級
機
関
は
つ
ね
に
上
級
機
関
の
、
ま
た
同
一
機
関
内
に
お
い
て
も
下

位
者
は
上
位
者
の
審
査
を
経
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
下
位
者
は
上
位
者
の
指
示
、
命
令
を
仰
ぐ
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
決

定
の
主
体
が
自
ら
の
手
で
独
立
し
て
決
定
を
下
す
と
い
う
裁
判
に
お
け
る
決
定
の
方
式
と
は
異
質
で
あ
っ
た
。」（
六
十
五
頁
）
と
述
べ
る
。

旧
中
国
の
事
件
処
理
方
法
は
前
掲
第
五
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
上
級
機
関
と
下
級
機
関
と
を
合
わ
せ
て
、
ま
た
同
一
機
関
内
の
上
位
者
と
下
位
者
と
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
合
議
体
で
あ
る
と

受
け
取
る
な
ら
ば
、
下
級
機
関
が
判
決
文
を
上
級
機
関
に
送
っ
て
審
査
を
仰
ぎ
、
一
つ
の
機
関
内
の
下
位
者
が
判
決
原
案
を
上
位
者
に
提

出
し
て
訂
正
を
仰
ぐ
手
続
を
、
一
つ
の
合
議
体
の
中
で
下
位
者
が
先
に
意
見
を
述
べ
て
、
上
位
者
が
そ
れ
を
参
考
に
し
て
決
定
を
下
す
手

続
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
合
議
体
は
、「
自
ら
の
手
で
独
立
し
て
決
定
を
下
す
」
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き

関
法
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る
。こ

の
よ
う
に
、
旧
中
国
の
国
家
機
関
の
事
件
処
理
方
法
は
、
小
口
論
文
が
挙
げ
る
五
つ
の
条
件
を
満
た
し
て
お
り
、
裁
判
と
呼
ぶ
こ
と

に
妨
げ
は
な
い
の
で
あ
る
。
小
口
論
文
は
そ
の
末
尾
で
「
現
代
中
国
に
お
け
る
裁
判
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
実
は
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で

の
伝
統
中
国
の
国
家
権
力
の
中
に
は
裁
判
と
い
う
独
特
の
判
定
機
能
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
銘
記
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。」（
六
十
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
現
代
中
国
の
裁
判
に
何
か
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
旧
中
国
に
裁
判
が
存
在
し

な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
旧
中
国
の
裁
判
の
良
い
所
を
十
分
に
引
き
継
い
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
『
棠
陰
比
事
』
の
効
用
と
注
意
点

小
口
前
掲
論
文
は
「
あ
る
行
為
が
言
語
で
表
現
さ
れ
た
法
文
の
枠
組
に
包
摂
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
有
罪
・
無

罪
を
認
定
す
る
う
え
で
決
定
的
意
義
を
有
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
中
国
（
伝
統
中
国
を
指
す
。
佐
立
注
）
の
刑
事
事
件
処
理
に
お
い
て
は

こ
の
レ
ベ
ル
で
の
議
論
は
絶
え
て
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
中
国
で
は
有
罪
か
無
罪
か
の
判
断
は
捜
査
段
階
で
の
被

疑
者
の
自
白
を
得
る
こ
と
で
決
定
し
（「
捜
査
段
階
」
は
「
審
理
段
階
」
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
前
節
参
照
。
佐
立
注
）、
以
後
の
段
階

に
お
け
る
法
の
適
用
と
い
う
操
作
は
、
そ
の
有
罪
を
前
提
と
し
た
う
え
で
の
量
刑
論
に
終
始
し
た
か
ら
で
あ
る
。
量
刑
こ
そ
が
主
た
る
関

心
を
占
め
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の
刑
罰
規
定
は
一
応
の
目
安
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。」（
六
十
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、
旧
中
国
の
律
に
は
不
応
為
条
（
法
律
に
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
道
理
か
ら
見
て
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
す
る
と
、
笞

四
十
を
科
す
る
。
比
較
的
悪
質
な
と
き
は
杖
八
十
を
科
す
る
。）
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
裁
判
沙
汰
に
な
る
程
の
行
為
は
、
た
と
え
他

の
条
文
に
該
当
し
な
く
て
も
、
不
応
為
条
に
は
該
当
す
る
場
合
が
多
か
ろ
う
か
ら
、
旧
中
国
の
裁
判
で
は
、
あ
る
行
為
が
あ
る
条
文
に
該

旧
中
国
に
は
裁
判
が
無
か
っ
た
と
い
う
説
に
対
す
る
論
評
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当
し
な
い
か
ら
無
罪
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
は
起
こ
り
に
く
い
。
け
れ
ど
も
、
旧
中
国
で
は
、
律
の
各
条
文
に
犯
罪
類
型
と
そ
れ
に
対
応

す
る
刑
罰
と
が
定
め
ら
れ
て
い
て
、
あ
る
行
為
が
ど
の
条
文
に
該
当
す
る
か
に
よ
っ
て
刑
罰
の
重
さ
が
決
ま
る
制
度
で
あ
っ
た
か
ら
、
旧

中
国
の
裁
判
で
は
、
裁
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
行
為
が
ど
の
条
文
に
該
当
す
る
か
と
い
う
問
題
は
厳
密
に
検
討
さ
れ
て
い
た
。
個
々
の

刑
罰
規
定
は
「
一
応
の
目
安
」
で
は
な
く
、
厳
格
な
基
準
で
あ
っ
て
、「
あ
る
行
為
が
言
語
で
表
現
さ
れ
た
法
文
の
枠
組
に
包
摂
さ
れ
る

か
ど
う
か
」
と
い
う
議
論
は
絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
折
獄
亀
鑑
』
巻
四
、
議
罪
、
湯
仲
堪
に
『
晋
書
』
巻
八
十

四
、
殷
仲
堪
伝
の
次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

【和
訳
】

晋
の
湯
仲
堪
が
荊
州
刺
史
（
荊
州
の
治
所
は
現
在
の
湖
北
省
江
陵
県
の
西
。）
で
あ
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
桂
陽
県
（
現
在
の
広
東
省

連
県
）
の
人
、
黄
欽
生
は
、
両
親
が
随
分
前
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
に
、
父
親
が
死
ん
だ
と
き
に
着
る
喪
服
を
詐
っ
て
着
て
、「
父
の
ひ

つ
ぎ
を
迎
え
ま
す
。」
と
言
い
ま
し
た
。
府
曹
（
州
の
属
官
）
が
「
律
の
条
文
に
従
っ
て
棄
市
（
市
場
で
斬
首
す
る
刑
）
に
処
す
る
べ
き

で
す
。」
と
言
い
ま
し
た
が
、
仲
堪
は
「
こ
の
律
の
趣
旨
を
考
え
ま
す
と
、
両
親
が
生
き
て
い
る
の
に
、
死
ん
だ
と
で
た
ら
め
を
言
う
ふ

る
ま
い
は
、
人
情
に
背
き
、
道
理
に
反
し
、
語
る
に
忍
び
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
は
、
両
親
を
殴
り
詈
る
罪
と
同

じ
罪
で
あ
る
と
定
め
、
死
刑
を
科
し
て
正
す
べ
き
な
の
で
す
。
欽
生
は
た
だ
誕
妄
（
い
つ
わ
り
）
の
罪
が
あ
る
だ
け
で
す
。」
と
言
っ
て
、

欽
生
に
死
刑
を
科
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

【原
文
】

晋
湯
仲
堪
、
為
荊
州
刺
史
。
有
桂
陽
人
黄
欽
生
、
二
親
久
没
、
詐
服
衰
麻
、
言
迎
父
喪
。
府
曹
、
依
律
棄
市
。
仲
堪
曰
、
原
此
法
意
、

関
法
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当
以
二
親
生
存
而
横
言
死
没
、
情
理
悖
逆
、
所
不
忍
言
。
故
同
於
殴
詈
之
科
、
正
以
大
辟
之
刑
。
欽
生
徒
有
誕
妄
之
過
耳
。
遂
活
之
。

こ
の
『
折
獄
亀
鑑
』
の
記
事
は
『
棠
陰
比
事
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
湯
仲
堪
は
殷
仲
堪
で
あ
る
。『
折
獄
亀
鑑
』
は
宋
代
に
編
集
さ

れ
た
書
物
で
あ
る
の
で
、
宋
の
太
祖
の
父
の
諱
「
弘
殷
」
を
避
け
て
、「
殷
」
が
「
湯
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
殷
仲
堪
は
、
東
晋
孝
武

帝
の
太
元
十
七
年
（
三
九
二
）
に
荊
州
刺
史
に
任
じ
ら
れ
、
安
帝
の
隆
安
三
年
（
三
九
九
）
に
殺
害
さ
れ
た
。
詐
っ
て
父
親
の
喪
に
服
し

た
黄
欽
生
の
行
為
は
、「
父
母
が
亡
く
な
っ
た
と
詐
れ
ば
、
父
母
を
殴
詈
し
た
罪
と
同
じ
罪
と
し
、
棄
市
の
刑
を
科
す
る
。」
と
い
う
律
文

に
当
て
は
ま
る
と
す
る
府
曹
の
意
見
に
対
し
て
、
殷
仲
堪
は
、
そ
の
律
文
は
、
父
母
が
生
き
て
い
る
の
に
亡
く
な
っ
た
と
詐
称
す
る
、
と

い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
随
分
前
に
亡
く
な
っ
た
父
親
の
喪
を
詐
る
行
為
は
そ
の
律
文
に
当
て
は
ま
ら
な
い
、
と
論
じ
て
、
黄
欽
生
に

「
誕
妄
」
の
罪
を
当
て
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
滋
賀
説
及
び
小
口
説
に
反
論
す
る
根
拠
と
し
て
、『
棠
陰
比
事
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
裁
判
例
ば
か
り
挙
げ
た
が
、
こ
れ

に
は
理
由
が
あ
る
。
旧
中
国
の
裁
判
に
興
味
を
抱
く
専
門
外
の
有
識
者
が
、
自
分
な
り
の
評
価
基
準
を
持
た
な
い
ま
ま
で
、
先
に
引
用
し

た
中
国
法
制
史
専
門
家
の
荘
重
な
文
章
を
読
め
ば
、
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
も
の
か
と
感
心
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
現
に
高
島
俊
男
『
本

と
中
国
と
日
本
人
と
』（
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
小
口
前
掲
論
文
末
尾
の
「
現
代
中
国
に
お
け
る
裁
判
の
問
題
を
考
え
る
と

き
云
々
」（
前
節
に
引
用
）
の
文
を
掲
げ
て
、「
次
の
結
び
の
言
葉
は
ズ
シ
リ
と
重
い
。」（
三
六
八
頁
）
と
い
う
感
想
を
記
し
て
い
る
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
中
国
法
制
史
に
最
も
近
い
研
究
分
野
で
あ
る
現
代
中
国
法
の
専
門
家
で
さ
え
、
小
口
前
掲
論
文
の
記
述
に
つ
い
て
、「
是

ま
で
に
紹
介
し
た
論
者
（
小
口
論
文
を
指
す
。
佐
立
注
）
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
、
別
段
目
新
し
い
こ
と
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
既
に

先
学
に
よ
り
同
様
な
点
の
指
摘
は
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、（
中
略
）
た
だ
問
題
は
、
そ
う
し
た
事
態
は
克
服
さ
れ
た
の
で
あ

旧
中
国
に
は
裁
判
が
無
か
っ
た
と
い
う
説
に
対
す
る
論
評

一
五

(三
八
四
)



る
か
、
克
服
さ
れ
た
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
過
程
で
な
さ
れ
た
の
か
、
或
い
は
、
今
な
お
遺
さ
れ
て
い
る
の
か
で
あ
ろ
う
。」（
宮
坂
宏

「
小
口
彦
太
・
木
間
正
道
・
田
中
信
行
・
国
谷
知
史
著
『
中
国
法
入
門
』」『
法
制
史
研
究
』
四
十
二
掲
載
、
平
成
五
年
。
二
七
八
頁
）
と

述
べ
、「
伝
統
中
国
の
国
家
権
力
の
中
に
は
裁
判
と
い
う
独
特
の
判
定
機
能
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
す
る
小
口
説
を
是
認
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
ず
か
に
『
棠
陰
比
事
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
裁
判
実
話
を
読
ん
だ
だ
け
で
も
、
滋
賀
説
や
小
口
説
に
反
論
す
る
根
拠
が
見

つ
か
る
の
で
あ
る
。『
棠
陰
比
事
』
は
、
南
宋
の
桂
万
栄
が
జ
克
の
『
折
獄
亀
鑑
』
の
中
か
ら
百
四
十
四
話
を
選
ん
で
編
集
し
た
も
の
で

あ
り
、
春
秋
時
代
か
ら
北
宋
時
代
ま
で
の
様
々
な
内
容
の
裁
判
実
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
訓
読
を
踏
ま
え
て
現
代
語
訳
し

た
駒
田
信
二
訳
『
棠
陰
比
事
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
五
年
。
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
訳
は
玄
耳
庵
支
那
叢
書
『
法
家
・
刑
獄
』

（
大
正
十
四
年
）
に
「
明
断
録
」
と
題
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
渋
川
柳
次
郎
訳
を
参
考
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。）
が
あ
り
、
誤
訳
が
散
見
す

る
け
れ
ど
も
、
大
意
を
受
け
取
る
に
は
十
分
で
あ
る
。
旧
中
国
の
裁
判
に
興
味
を
抱
く
専
門
外
の
有
識
者
が
こ
の
訳
を
一
通
り
読
め
ば
、

中
国
法
制
史
専
門
家
の
論
文
に
対
す
る
評
価
基
準
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、『
棠
陰
比
事
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
記
事
の
多
く
は
、
法
廷
で

の
審
理
の
経
過
を
記
し
て
い
な
い
の
で
、
知
ら
な
い
人
が
読
め
ば
、
旧
中
国
の
裁
判
で
は
法
廷
で
審
理
を
行
う
こ
と
な
く
、
容
疑
者
を
密

室
で
取
調
べ
て
自
白
さ
せ
、
そ
の
自
白
だ
け
を
根
拠
に
判
決
を
下
し
た
、
と
誤
解
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
小
口
前
掲
論
文
が

「
中
国
で
は
法
廷
に
お
け
る
審
理
の
段
階
が
全
く
欠
如
し
て
い
る
」
と
誤
解
し
た
の
は
、『
棠
陰
比
事
』
の
記
述
に
影
響
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
し
か
し
、『
棠
陰
比
事
』
を
よ
く
読
め
ば
、
旧
中
国
の
裁
判
で
は
法
廷
で
審
理
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
を
見
出
だ
す

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
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五

旧
中
国
の
裁
判
は
密
室
司
法
で
あ
っ
た
と
い
う
説
に
対
し
て

本
稿
で
は
裁
判
の
定
義
と
し
て
兼
子
『
裁
判
法
』（
前
掲
）
の
定
義
を
採
用
し
た
が
、
そ
の
『
裁
判
法
』
の
中
に
見
過
ご
す
こ
と
が
で

き
な
い
記
述
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
反
論
し
て
お
き
た
い
。

『
裁
判
法
』
第
二
章
「
国
家
形
態
と
司
法
の
地
位
」
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
専
制
国
家
に
お
い
て
は
、
法
律
は
主
権
者

の
一
方
的
な
命
令
で
あ
り
、
裁
判
は
そ
の
要
求
を
貫
徹
す
る
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
法
も
裁
判
も
、
統
治
を
容
易
に
し
そ
の
効
能
を
上
げ
る

手
段
で
し
か
な
か
っ
た
。
中
国
の
古
典
思
想
の
一
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
韓
非
子
や
管
仲
等
の
い
わ
ゆ
る
法
家
の
説
く
法
治
は
こ
の
意
味

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
（
中
略
）
天
下
国
家
を
治
め
る
に
は
、
法
を
以
て
信
賞
必
罰
を
明
か
に
し
、
こ
れ
を
裁
判
に
よ
っ
て
実
行
す
れ
ば
、

官
紀
を
維
持
し
人
民
を
威
服
さ
せ
る
点
で
（
中
略
）
効
果
的
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
専
制
国
家
に
お
い
て
は
、

法
律
に
よ
る
保
障
の
な
い
専
断
司
法
で
あ
り
、
司
法
と
行
政
の
分
離
が
な
い
た
め
国
王
、
政
府
の
干
渉
を
受
け
、
審
判
も
公
衆
の
目
の
と

ど
か
な
い
と
こ
ろ
で
秘
密
に
行
わ
れ
る
密
室
司
法
（
中
略
）
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。」（
十
五
頁
）

し
か
し
、「
法
を
以
て
信
賞
必
罰
を
明
か
に
し
、
こ
れ
を
裁
判
に
よ
っ
て
実
行
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
を
人
民
に
公
開
し
て
、

こ
う
い
う
良
い
事
を
す
れ
ば
必
ず
賞
が
与
え
ら
れ
、
こ
う
い
う
悪
い
事
を
す
れ
ば
必
ず
刑
罰
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
、
公
開
さ
れ
た

法
律
に
従
っ
て
裁
判
を
行
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
法
治
」
の
下
で
は
、「
法
律
に
よ
る
保
障
の
な
い
専
断
司
法
」
は
存
在
せ
ず
、

裁
判
が
「
国
王
、
政
府
の
干
渉
を
受
け
」
る
こ
と
も
な
く
、
人
民
は
、
法
律
違
反
を
し
な
い
限
り
刑
罰
を
加
え
ら
れ
な
い
と
い
う
権
利
が

保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
旧
中
国
で
は
こ
の
よ
う
な
「
法
治
」
が
秦
朝
以
来
、
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
上
記
の
兼
子
説
は
、
論
理
が

矛
盾
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
事
実
認
識
も
誤
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

旧
中
国
に
は
裁
判
が
無
か
っ
た
と
い
う
説
に
対
す
る
論
評

一
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ま
た
、「
審
判
も
公
衆
の
目
の
と
ど
か
な
い
と
こ
ろ
で
秘
密
に
行
わ
れ
る
密
室
司
法
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
滋

賀
前
掲
論
文
が
「（
州
県
の
）
法
廷
は
通
常
、
ほ
ぼ
公
開
と
い
い
う
る
状
態
に
お
い
て
開
か
れ
た
。
公
開
が
明
文
を
以
て
保
障
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
と
さ
ら
に
秘
密
に
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」（
五
十
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
旧
中

国
で
は
、
中
央
官
庁
で
行
わ
れ
る
裁
判
は
別
に
し
て
、
地
方
裁
判
は
「
密
室
司
法
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
元
の
張
養
浩
が
著
し
た

『
牧
民
忠
告
』
の
上
任
篇
に
、「
預
め
任
地
の
実
情
を
調
べ
る
こ
と
な
く
、
あ
わ
て
て
任
地
に
赴
き
ま
す
と
、
裁
判
の
際
に
は
、
管
内
の
人

民
が
集
ま
っ
て
見
て
い
ま
す
の
で
、
一
言
で
も
と
ん
ち
ん
か
ん
な
こ
と
を
言
え
ば
、
必
ず
管
内
全
土
に
笑
い
の
タ
ネ
を
提
供
し
て
し
ま
い

ま
す
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
前
稿
「
元
朝
の
立
法
・
刑
罰
・
裁
判
」
本
誌
第
六
十
六
巻
第
四
号
掲
載
、
二
〇
一
六
年
。
三
七
九
頁
）。
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