
前

聴
断
は
法
を
以
て
し
、
調
処
は
情
を
以
て
す

戸

目

次

は

じ

め

に

滋
賀
説
の
あ
ら
ま
し

本
稿
は
、

二
0
0
二
年
六
月
二
十
二
日
に
北
海
道
大
学
で
開
催
さ
れ
た
法
制
史
学
会
第
五
十
四
回
総
会
で
、
「
清
代
の
民
事
裁
判
を
め
ぐ
る
最
近

の
議
論
に
寄
せ
て
ー
ー
＇
中
国
古
代
法
研
究
の
立
場
か
ら
—
|
」
と
題
し
て
報
告
し
た
時
に
読
み
上
げ
た
原
稿
の
字
旬
を
多
少
手
直
し
し
た
も
の
で
あ

る
。
内
容
は
全
く
変
え
て
い
な
い
。
当
日
に
配
っ
た
レ
ジ
ュ
メ
に
挙
げ
た
参
考
文
献
は
注
に
入
れ
た
。
新
た
に
補
っ
た
説
明
も
注
に
記
し
た
。

報
告
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
小
川
浩
三
先
生
、
田
口
正
樹
先
生
、
御
推
薦
下
さ
っ
た
高
橋
芳
郎
先
生
、
司
会
を
し
て
下
さ
っ
た
高
見
澤
磨
先

生
、
討
論
を
受
け
て
立
っ
て
下
さ
っ
た
寺
田
浩
明
先
生
、
賛
成
意
見
を
述
べ
て
下
さ
っ
た
森
田
成
満
先
生
、
報
告
を
聞
い
て
下
さ
っ
た
す
べ
て
の
先

生
方
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

聴
断
は
法
を
以
て
し
、

佐

調
処
は
情
を
以
て
す

立

（八
四
二
）

治

清
代
の
民
事
裁
判
の
性
格
に
つ
い
て
の
滋
賀
・
寺
田
説
に
対
す
る
反
論

人



近
年
（
注
。

二
0
0
二
年
六
月
当
時
か
ら
見
て
）
、
清
代
中
国
の
民
事
裁
判
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
中
国
の
法
律
や

裁
判
の
特
色
、

ひ
い
て
は
旧
中
国
の
社
会
秩
序
の
特
色
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
研
究
が
、
寺
田
浩
明
先
生
を
は
じ
め
と
し

ま
す
諸
先
生
方
に
よ
っ
て
精
力
的
に
推
し
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で

案
件
を
除
い
た
案
件
の
う
ち
、
徒
刑
以
上
の
刑
罰
を
も
た
ら
さ
な
い
案
件
に
対
す
る
、
州
県
の
長
官
に
よ
る
裁
判
の
こ
と
で
す
。
こ
の
種

の
案
件
は
、
州
県
の
裁
判
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
「
州
県
自
理
の
案
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
裁
判
は
「
聴
訟
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
し
た
。

寺
田
先
生
は
御
論
文
「
権
利
と
冤
抑
清
代
聴
訟
世
界
の
全
体
像
」
（
『
法
学
』
第
六
十
一
巻
第
五
号
掲
載
。
平
成
九
年
）

四

は

じ

め

に
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「
民
事
裁
判
」
と
言
い
ま
す
の
は
、
人
死
や
泥
棒
が
か
ら
む

疑
問
点
と
論
点

裁
判
の
性
格
を
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
に
対
し
て

制
定
法
の
性
質
に
つ
い
て

知
州
知
県
の
体
罰
権
に
つ
い
て

徒
刑
以
上
の
案
件
を
上
級
審
に
送
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

民
事
裁
判
の
本
質
が
調
停
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
対
し
て

遵
依
結
状
に
つ
い
て

民
事
規
範
不
存
在
説
に
対
し
て

私

見清
代
の
民
事
裁
判
で
も
制
度
上
は
、
関
係
す
る
法
律
が
あ
る
限
り
、

そ
の
法
律
に
従
っ
て
判
決
を
下
す
べ
き
で
あ
っ
た

『学
治
臆
説
」
の
「
聴
断
以
法
」
の
意
味
に
つ
い
て

関
法
第
六
四
巻

二
号

（
八
四
一
）

の
中
で
、



聴
断
は
法
を
以
て
し
、
調
処
は
情
を
以
て
す

制
史
の
西
川
洋
一
先
生
が
、
「
寺
田
報
告
は
、

二
0
0
一
年
に
創
文
社
か
ら
出
ま
し
た

と
こ
ろ
が
、

清
代
の
聴
訟
即
ち
民
事
裁
判
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
官
憲
が
民
の
訴
訟
を
受
け
付
け
て
い
た
と
言
っ
て
も
、
そ

の
裁
き
は
何
ら
か
の
客
観
的
な
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
両
者
主
張
の
当
否
を
判
定
す
る
作
業
と
し
て
で
は
な
く
、

（中
略
）

を
提
示
し
て
両
者
の
争
い
を
鎮
め
、
更
に
は
相
互
の
互
譲
と
融
和
を
図
る
作
業
と
し
て
存
在
し
た
。
高
く
謳
わ
れ
る
の
は
「
情
理
」
と

い
っ
た
修
辞
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
当
事
者
間
の
人
間
関
係
に
対
す
る
配
慮
や
衡
平
感
覚
の
重
要
性
で
あ
り
、
予
め
あ
る
何
ら
か
の
客
観

的
ル
ー
ル
ヘ
の
準
拠
で
は
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
民
事
的
な
利
益
争
い
に
対
す
る
裁
き
に
当
た
っ
て
裁
判
官
が
そ
の
判
断
を
基
づ
か

せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
具
体
的
で
実
定
化
さ
れ
た
硬
い
実
体
規
範
の
セ
ッ
ト
自
体
が
、
こ
こ
で
は
国
家
に
も
民
間
に
も
存
在
し
な

こ
れ
を
読
み
ま
し
て
、
「
民
事
的
な
利
益
争
い
に
対
す
る
裁
き
に
当
た
っ
て
裁
判
官
が
そ
の
判
断
を
基
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
実
体
規
範
の
セ
ッ
ト
自
体
が
国
家
に
存
在
し
な
か
っ
た
。」
と
は
、
何
と
根
拠
の
な
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
の
か
、
確
か
に
民
法
典
は

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
寺
田
先
生
御
自
身
、
清
代
の
土
地
法
に
つ
い
て
の
御
論
文
（
注
。
例
え
ば
「
清
代
中
期
の
典
規
制
に
み
え
る
期
限

の
意
味
に
つ
い
て
」
島
田
正
郎
博
士
頌
寿
記
念
論
集

『東
洋
法
史
の
探
究
』
所
収
、
汲
古
書
院
、
昭
和
六
十
二
年）

事
法
規
を
引
用
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
で
は
な
い
か
、
と
び
っ
く
り
い
た
し
ま
し
た
。

で
、
い
く
つ
か
の
民

一
九
九
九
年
秋
に
開
か
れ
た
法
制
史
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
近
代
法
の
再
定
位
」
で
の
寺
田
先
生
の

御
報
告
（
注
。
「
近
代
法
秩
序
と
清
代
民
事
法
秩
序
ー
ー
＇
も
う
―
つ
の
近
代
法
史
論
」
後
掲
『
近
代
法
の
再
定
位
』
所
収
）
に
対
し
て
、

か
っ
た
。
」
（
四
頁
）

『
近
代
法
の
再
定
位
』
（
石
井
三
記
・
寺
田
浩
明
・
西
川
洋

一
・
水
林
彪
編
）

一
定
の
裁
定
案

の
中
で
、
西
洋
法

（
中
略
）
新
し
い
研
究
史
的
段
階
に
あ
る
と
言
え
る
。」（
ニ
ニ
五
頁
）
と
評
さ
れ
、

制
史
の
水
林
彪
先
生
が
、
「
伝
統
的
通
念
は
、
西
欧
近
代
を
過
大
に
評
価
し
、
中
国
古
代
（
原
注
。
帝
政
中
国

一
般
）
を
過
度
に
低
級
・

（八
四

0
)

日
本
法



矮
小
な
も
の
と
観
念
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
寺
田
浩
明
氏
の
報
告
（
中
略
）

を
克
服
す
る
た
め
に
、
き
わ
め
て
有
意
義
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
（
二
九
三
頁
。
注
。
水
林
先
生
の
い
わ
ゆ
る
「
伝
統
的
通
念
」

を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
は
私
も
賛
成
で
あ
る
。
）
と
評
価
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
を
目
に
し
ま
し
て
、
こ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
気
に
か
け
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
今
回
の
準
備
委
員
の
小
川
先
生
か
ら
、
最

近
、
寺
田
先
生
の
御
説
が
隣
接
分
野
の
研
究
者
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
東
洋
法
制
史
の
研
究
者
の
間
で
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と

め
ら
れ
て
い
る
の
か
報
告
し
て
ほ
し
い
、
と
の
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
よ
い
機
会
と
思
い
ま
し
て
ひ
き
う
け
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
次
第
で
す
。

寺
田
先
生
の
御
議
論
は
、
基
本
的
に
は
滋
賀
秀
三
先
生
の
御
説
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
す
か
ら
、
ま
ず
は
滋
賀
先
生
の
御
説
明
の
文
章

に
即
し
て
、
疑
問
点
を
挙
げ
て
い
き
ま
す
。
な
お
、
今
回
は
、
滋
賀
先
生
及
び
寺
田
先
生
の
御
見
解
に
賛
成
で
き
か
ね
ま
す
点
に
問
題
を

し
ぼ
り
ま
す
た
め
、
森
田
成
満
先
生
（
注
。
「
清
代
に
於
け
る
民
事
法
秩
序
の
構
造
」

『星
薬
科
大
学

一
般
教
育
論
集
』
第
十
二
輯
掲
載
、

一
九
九
五
年
）

や
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ホ
ア
ン
先
生
（
注
。
唐
澤
靖
彦
訳
「
『
中
国
に
お
け
る
法
廷
裁
判
と
民
間
調
停
こ
渭
代
の
公
定
表
現
と

お
り
ま
す
の
で
、
今
回
は
触
れ
な
い
こ
と
に
い
た
し
ま
す
（
注
。
民
事
紛
争
は
地
方
官
の
自
由
裁
量
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
、
と
い
う
ホ
ア
ン
論
文

（唐
澤
訳
）

九
七
年
）

一
九
九
八
年
）

（八
三
九
）

一
九

は
、
そ
の
よ
う
な
通
念

の
御
見
解
に
は
、
大
ざ
っ
ぱ
な
レ
ベ
ル
で
賛
成
い
た
し
て

の
見
解
に
は
反
対
す
る
。）
。
ま
た
、
滋
賀
先
生
や
寺
田
先
生
の
御
説
の
強
い
影
響
下
に
あ
り

ま
す
岸
本
美
緒
先
生
の
御
見
解
（
注
。
「
明
清
時
代
に
お
け
る
「
技
価
回
贖
」
問
題
」

『中

国

社

会

と

文

化

』
第
十
二
号
掲
載
、

や
松
田
恵
美
子
先
生
の
御
見
解
（
注
。
「
伝
統
中
国
の
法
と
社
会
へ
の

一
試
論
」

『名
城
法
学
』
第
四
十
七
巻
第
三
号
掲
載
、

九
九
七
年
）
に
も
触
れ
ま
せ
ん
こ
と
を
お
断
り
い
た
し
ま
す
（
注
。
岸
本
論
文
の
、
地
方
官
が
訴
状
を
受
理
す
る
と
、
「
殆
ど
の
場
合
、

実
践
』
序
論
」
『
中
国
社
会
と
文
化
』
第
十
三
号
掲
載
、

関
法
第
六
四
巻

二
号

四



聴
断
は
法
を
以
て
し
、
調
処
は
情
を
以
て
す

対
し
て
徒
以
上
の
刑
罰
の
問
題
を
含
ま
な
い

ま
ず
調
査
に
基
づ
い
て
、
訴
状
に
述
べ
ら
れ
た
被
告
の
罪
状
は
事
実
か
否
か
、
と
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
判
断
が
示
さ
れ
る
の
が
普
通
で

あ
る
。」
（
二
八
0
頁
）
「
殆
ど
の
判
語
の
な
か
に
は
、
事
実
経
過
を
述
べ
る
と
い
う
形
で
、
基
本
的
に
ど
ち
ら
に
非
が
あ
る
か
と
い
う
点

に
関
す
る
地
方
官
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。」（
二
八

一
頁）

滋
賀
説
の
あ
ら
ま
し

と
い
う
観
察
に
賛
成
す
る
。
）。

ま
ず
、
滋
賀
先
生
の
御
見
解
で
す
が
、
御
著
書

『清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
（
創
文
社
、
昭
和
五
十
九
年
）

清
代
の
裁
判
制
度
は
、
「
徒
以
上
の
刑
罰
を
課
そ
う
と
す
る
手
続
と
そ
う
で
な
い
手
続
」
に
分
け
ら
れ
、
両
者
は
「
は
っ
き
り
性
格
を
異

に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
者
に
お
い
て
は
州
県
段
階
で
は
判
決
立
案
を
す
る
の
み
で
、

五

か
ら
抜
き
出
し
ま
す
と
、

関
に
送
り
、
所
定
の
覆
審
を
経
た
上
で
判
決
が
定
ま
る
。
判
決
は
厳
格
に
法
律
に
依
拠
し
先
例
を
参
照
し
て
割
り
出
さ
れ
る
。」
「
こ
れ
に

（中
略
）
案
件
は
州
県
限
り
の
裁
判
に
委
ね
ら
れ
る
ゆ
え
、
こ
れ
を

称
し
、
上
級
機
関
は
当
事
者
の
上
訴
が
あ
っ
た
と
き
に
だ
け
介
入
し
た
。」
（
以
上
、

二
六
四
頁
）

こ
の
「
州
県
限
り
の
裁
判
」
が
民
事
裁
判
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
手
続
で
は
、
「
各
当
事
者
が
「
遵
依
結
状
」
と
称
す
る
誓
約
書
を
提

出
し
て
裁
定
を
受
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て

一
件
は

一
応
落
着
す
る
。」（
二
六
四
頁
か
ら
五
頁
）

た
だ
し
、
遵
依
結
状
は
、
「
そ
の

形
式
の
力
に
よ
っ
て
実
質
論
議
を
封
じ
こ
め
、
将
来
に
向
か
っ
て
む
し
返
し
の
道
を
と
ざ
す
ま
で
の
絶
対
的
な
力
を
も
つ
も
の
で
は
な

か
っ
た
。」
(
-
八
七
頁
）
「
争
訟
は
手
続
上
の
手
段
を
使
い
果
し
て
も
は
や
争
い
得
な
く
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
は
な
し
に
、
手
続
の
積

重
ね
の
あ
げ
く
、
結
局
ど
の
当
事
者
も
事
実
上
も
は
や
争
わ
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
落
着
し
た
。
」
こ
の
よ
う
な
「
紛
争
処
理
の
方
式

は
、
（
中
略
）
本
質
的
に
は
調
停
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
（
以
上
、

二
五
二
頁
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
民
事
裁
判

（八
三
八
）

〔
州
県
〕
自
理
詞
訟
と

一
件
書
類
を
被
告
人
の
身
柄
と
と
も
に
上
級
機



「
法
の
文
言
の
一
っ
―
つ
が
厳
し
く
判
断
を
規
制
す
べ
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
（
前
掲
）
結
果
、
具
体
的
に
法
律
は

ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
「
法
に
照
ら
せ
ば
徒
以
上
の
刑
に
当
た
る
事
件
で
あ
っ
て
も
、

上
級
へ
送
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
州
県
限
り
の
裁
量
に
よ
っ
て
軽
い
懲
ら
し
め
で
済
ま
せ
た
り
、
将
来
を
戒
め
た
上
で
放
免
し
た
り
す
る

こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
」
ま
た
、
「
律
例
の
刑
罰
規
定
の
う
ち
、
笞
杖
枷
号
ま
で
の
刑
は
判
語
（
地
方
官
の
裁
き
の
文
章
。
佐
立
注
）

の
な
か
で
正
確
に
擬
律
さ
れ
て
い
る
例
を
極
め
て
僅
か
し
か
見
か
け
な
い
。
」
（
以
上
、

二
七
三
頁
）

民
事
的
側
面
を
見
て
も
」
、
ど
の
よ
う
に
適
用
す
る
か
は
「
裁
判
官
た
る
地
方
長
官
の
裁
量
次
第
で
あ
っ
た
。」
（
以
上
、

二
七
四
頁
）
と

の
こ
と
で
す
。

に
受
け
取
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

き
る
。」（
二
八
八
頁
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

（八
三
七）

（
中
略
）

で
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
「
「
情
理
」
す
な
わ
ち
中
国
的
良
識
（
中
略
）
こ
そ
が
最
も
遍
在
的
な
裁
判
基
準
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で

そ
れ
で
は
民
事
裁
判
で
法
律
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
と
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
、
「
聴
訟
の
場
に
お
い
て
も
裁
判
官

は
国
法
の
な
か
に
何
か
判
断
の
基
礎
に
な
る
条
項
が
あ
り
は
す
ま
い
か
と

一
応
は
思
い
め
ぐ
ら
す
の
を
常
と
し
た
。
し
か
し
、
す
べ
て
の

判
断
は
国
法
の
解
釈
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
で
は
も
と
よ
り
な
か
っ
た
し
、
ま
た
法
の
文
言
の

一
っ
―
つ
が

厳
し
く
判
断
を
規
制
す
べ
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。」（
二
七
六
頁
）
な
ぜ
な
ら
「
国
家
の
法
律
は
情
理
を
部
分
的
に
実
定

化
し
た
も
の
で
あ
り
、
情
理

一
般
の
働
ら
き
に
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
法
律

の
文
言
は
情
理
に
よ
っ
て
解
釈
も
さ
れ
変
通
も
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
」
（
二
九
0
頁
）
と
説
明
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
「
変

通
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
易
経
に
出
て
く
る
言
葉
で
、
変
化
し
て
状
況
を
打
開
す
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味

関
法
第
六
四
巻

二
号

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
国
法
の

__,__ 
ノ‘
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を
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（八
三
六
）

そ
し
て
、
「
漢
代
以
後
二
千
年
の
現
実
」
（
三
六
六
頁
）
に
視
野
を
拡
げ
て
、
「
民
事
的
紛
争
は
聴
訟
と
い
う
教
諭
的
調
停
関
連
す

る
法
律
の
条
項
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
そ
れ
に
も
手
掛
り
を
求
め
な
が
ら
、
そ
し
て
公
的
威
信
と
公
権
力
を
背
景
と
し
な
が
ら
、

ヽ

し
カ

し
主
と
し
て
は
情
理
に
基
い
て
両
当
事
者
を
納
得
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
を
落
着
さ
せ
る
手
続
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
の
で
、

固
い
準
則
と
し
て
の
法
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。

お
け
る
法
で
あ
る
か
が
宣
言
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
故
に
、

そ
も
発
生
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」
（
三
六
八
頁
）
と
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

以
上
が
、
清
代
ひ
い
て
は
旧
中
国
の
民
事
裁
判
の
性
格
に
つ
い
て
の
滋
賀
先
生
の
お
考
え
の
あ
ら
ま
し
で
す
が
、

疑
問
点
と
論
点

い
っ
そ
う
根
本
的
に
言
う
な
ら
ば
、
聴
訟
と
い
う
手
続
に
お
い
て
は
何
が
当
該
案
件
に

や
が
て
実
定
私
法
体
系
に
育
っ
て
行
く
素
材
と
な
る
べ
き
も
の
が
そ
も

ま
ず
、
「
徒
以
上
の
刑
罰
を
課
そ
う
と
す
る
手
続
と
そ
う
で
な
い
手
続
」
と
の
両
者
は
「
は
っ
き
り
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」

と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
で
す
。
制
定
法
の
性
格
に
つ
い
て
滋
賀
先
生
は
、
「
国
家
の
法
律
は
情
理
を
部
分
的
に
実
定
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

情
理

一
般
の
働
ら
き
に
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
と
い
う
性
格
を
も

っ
て
い
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
性
格
は
、
清
朝
の
制

定
法
全
体
、
少
な
く
と
も
大
清
律
例
全
体
を
貰
く
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
大
清
律
例
の
条
文
の
う
ち
、
徒
刑
以
上

の
刑
を
定
め
た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
両
者
を
貰
く
性
格
な
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
し
ま
す
と
、
徒
刑
以
上
の
刑
罰
を

科
そ
う
と
す
る
手
続
と
そ
う
で
な
い
手
続
、
即
ち
州
県
自
理
の
案
件
に
対
す
る
裁
判
と
で
は
法
律
の
扱
わ
れ
方
が
違
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ

l

裁
判
の
性
格
を
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
に
対
し
て

ご
ざ
い
ま
す
。

い
く
つ
か
の
疑
問
が



2

制
定
法
の
性
質
に
つ
い
て

摘
さ
れ
る
事
実
の
説
明
が
つ
き
ま
せ
ん
。

一
頁）

（八
三
五）

こ
の
問
題
は
既
に
寺
田
先
生
が
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
、
御
論
文
「
清
代
司
法
制
度
研
究
に
お
け
る
「
法
」
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
」

（
中
略
）
個
別
事
案
に
出
会
う
毎
に
人
々
が
繰
り
返
し
繰
り
返
し
行
な
う
べ
き
「
情
理
」
判
断
の
際
の

一
種
の
「
手

が
か
り
」
、
お
手
本
と
し
て
の
位
置
に
止
ま
っ
た
。
た
だ
そ
の
「
手
が
か
り
」
と
し
て
の
機
能
の
仕
方
•
そ
れ
ゆ
え
変
通
の
主
体
は
、

究
極
的
な
判
断
者
た
る
皇
帝
が
下
位
者
に
何
を
何
処
ま
で
任
せ
る
か
、
即
ち
官
僚
制
の
制
度
設
計
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
来
る
。
清
代

の
制
度
で
は
、
笞
杖
以
下
の
刑
罰
で
済
む
事
案
に
つ
い
て
は
、
（
中
略
）
そ
の
変
通
は
地
方
官
の
見
識
に

一
任
さ
れ
た

（
中
略
）
。
そ

れ
故
そ
こ
で
は
地
方
官
が
行
な
う
「
情
理
」
判
断
が
制
度
の
前
面
に
現
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
徒
刑
以
上
の
刑
罰
に
つ
い
て
は
変
通

の
権
限
を
皇
帝
に
集
約
す
る
方
向
が
選
ば
れ
た
。（
中
略
）
そ
れ
故
そ
こ
で
は
成
文
法
準
拠
が
制
度
の
前
面
に
現
わ
れ
る
。」
(-
九

し
か
し
、
寺
田
先
生
の
御
説
で
は
、
州
県
の
裁
判
官
が
、
法
律
上
は
徒
以
上
の
刑
に
該
当
す
る
事
案
で
も
、
上
級
審
に
送
ら
ず
、
笞
杖

以
下
の
処
分
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
、
と
い
う
滋
賀
先
生
（
前
掲
二
七
三
頁）

次
に
、
「
法
律
の
文
言
は
情
理
に
よ
っ
て
解
釈
も
さ
れ
変
通
も
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
」
「
法
の
文
言
の

一
っ
―
つ
が
厳
し
く
判

断
を
規
制
す
べ
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
清
朝
の
制
定
法
に
限
ら
ず
、
旧
中
国
の
制
定
法

「
「
法
」
は

（
「
思
想
』
第
七
九
二
号
掲
載
、

れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

関
法
第
六
四
巻

二
号

一
九
九

0
年）

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

や
中
村
茂
夫
先
生

（後
掲
）
が
指

八



聴
断
は
法
を
以
て
し
、
調
処
は
情
を
以
て
す

頁
）
、
根
拠
は
滋
賀
先
生
の
こ
の
文
章
で
す
。

3

知
州
知
県
の
体
罰
権
に
つ
い
て

の
本
来
の
性
質
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

九

清
律
の
刑
律
の
官
司
出
入
人
罪
条
に
、
法
律
通
り
に
刑
罰
を
科
さ
な
か
っ
た
官
吏
に
対
す
る
処
分
が
細
か
く
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、

断
罪
引
律
令
条
に
「
罪
を
断
ず
る
に
は
皆
、
す
べ
か
ら
く
具
さ
に
律
例
を
引
く
べ
し
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
吏
律
の
講
読
律

令
条
に
「
国
家
の
律
令
は
、
事
情
の
軽
重
を
参
酌
し
、
罪
名
を
定
立
す
。
天
下
に
頒
行
し
、
永
く
遵
守
を
為
さ
し
む
。
百
司
の
官
吏
、
務

め
て
熟
読
し
、
律
意
を
講
明
し
、
事
務
を
剖
決
す
る
こ
と
を
要
す
。」
と
あ
る
こ
と
と
調
和
し
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

滋
賀
先
生
は
、
「
律
例
の
刑
罰
規
定
の
う
ち
、
笞
杖
枷
号
ま
で
の
刑
は
判
語
の
な
か
で
正
確
に
擬
律
さ
れ
て
い
る
例
を
極
め
て
僅
か
し

か
見
か
け
な
い
」
理
由
に
つ
い
て
、
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』

の
中
で
、
「
知
州
知
県
に
は
、
地
方
行
政
長
官
と
し
て
の
職
責
の
遂
行
上

必
要
が
あ
れ
ば
何
時
で
も
枷
号
以
下
の
体
罰
の
よ
う
な
強
制
手
段
を
発
動
す
る
こ
と
が
、
そ
の
権
限
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

裁
判
に
お
い
て
も
そ
れ
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
軽
い
犯
罪
は
こ
れ
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
し
ま
う
ゆ
え
に
正
規
に
擬
律
を
行
う
必
要

が
な
か
っ
た
。」（
二
七
三
頁
か
ら
四
頁
）
と
説
明
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
「
知
州
知
県
に
は
、
（
中
略
）
必
要
が
あ
れ
ば
何
時
で
も

枷
号
以
下
の
体
罰
の
よ
う
な
強
制
手
段
を
発
動
す
る
こ
と
が
、
そ
の
権
限
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
」
こ
と
の
史
料
的
根
拠
が
示
さ
れ
て

お
り
ま
せ
ん
。
他
の
箇
所
（
注
。『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』

や
は
り
史
料
的
根
拠
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
寺
田
先
生
も
御
論
文
「
権
利
と
冤
抑
」
の
中
で
同
じ
こ
と
を
お
書
き
で
す
が

（
注
。
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』

一
八

一
頁
・

ニ
ニ
七
頁
）

で
も
同
じ
こ
と
を
お
書
き
で
す
が
、
そ
こ
で
も

の
七
頁
に
「
「
笞
．
杖
」
（
原
注
。
現
実
に
は
「
竹
板
」
）

や
枷
号
は
、
（
中
略
）
刑
罰
で
あ
る
が
、

（八
三
四）

（
三
十
八



4

徒
刑
以
上
の
案
件
を
上
級
審
に
送
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

対
し
て
、
枷
号
や
竹
板
を
加
え
る
こ
と
は
、
部
内
に
対
す
る
支
配
権
（
原
注
。
「
監
臨
」
の
地
位
）

地
方
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
に
附
さ
れ
た
注

(
9
)

（八
三
三
）

他
面
、
こ
れ
ら
は
、
法
の
適
用
と
し
て
で
な
く
（
中
略
）
単
に
公
務
の
遂
行
上
必
要
な
強
制
手
段
と
し
て
、
官
憲
に
よ
っ
て
か
な
り
自
由

に
用
い
ら
れ
も
し
た
。
租
税
滞
納
者
、
法
廷
で
不
温
の
所
為
あ
る
者
、
官
の
役
務
を
怠
る
者
な
ど
、
要
す
る
に
官
事
に
妨
げ
を
な
す
者
に

の
当
然
の

一
環
と
し
て
、
包
括
的
に

（
同
書
十
頁
）
に
、
「
律
例
巻
三
七

〔
決
罰
不
如
法
〕
律
に
、
監
臨
の
官
が
公
事
に
因
っ
て
人
を
殴
打
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
「
監
臨
責
打
人
」
を
、
「
官
司
決
罰
人
」
と
全
く

い
ず
れ
の
場
合
も
、
法
に
定
め
る
刑
具
で
法
に
定
め
る
身
体
部
位
に
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
つ
ま
り
殴
打

自
体
は
、
裁
判
の
結
果
と
し
て
の
笞
杖
の
執
行
と
同
様
に
全
く
合
法
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
と
、
笞
杖
枷
号
の
体
罰
権
が
地
方
官
に
与

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
史
料
的
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
官
司
決
罰
人
」
と
「
監
臨
責
打
人
」
と
が
区
別
さ
れ
並
列
さ
れ
て
い
る
か
ら

に
は
、
そ
し
て
、
裁
判
の
判
決
に
基
づ
く
刑
罰
の
執
行
が
「
決
罰
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、
「
笞
杖
枷
号
ま
で
の
刑
は
判
語
の
な
か
で
正
確

に
擬
律
さ
れ
て
い
る
例
を
極
め
て
僅
か
し
か
見
か
け
な
い
」
理
由
を
「
監
臨
責
打
」
即
ち
地
方
官
が
体
罰
を
行
う
権
限
に
求
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
判
決
文
の
中
で
、
根
拠
と
な
る
条
文
を
示
す
こ
と
な
く
笞
杖
以
下
の
刑
罰
を
科
し
て
い
る
場
合
の
多
く
は
、
清

律
の
刑
律
の
不
応
為
条
「
応
に
為
す
を
得
べ
か
ら
ず
し
て
こ
れ
を
為
す
者
は
笞
四
十
。
事
理
重
き
者
は
杖
八
十
。」
を
適
用
し
て
い
る
、

と
考
え
る
。）

「
法
に
照
ら
せ
ば
徒
以
上
の
刑
に
当
た
る
事
件
で
あ
っ
て
も
、
（
中
略
）
上
級
へ
送
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
州
県
限
り
の
裁
量
に
よ
っ

て
軽
い
懲
ら
し
め
で
済
ま
せ
た
り
、
将
来
を
戒
め
た
上
で
放
免
し
た
り
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
」
と
い
う
事
実
に
つ
き
ま
し
て
は
、

等
置
し
、

関

法

第

六
四
巻

二
号

1
0
 



聴
断
は
法
を
以
て
し
、
調
処
は
情
を
以
て
す

5

民
事
裁
判
の
本
質
が
調
停
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
対
し
て

を
回
避
す
る
態
度
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

中
村
茂
夫
先
生
が
御
論
文
「
清
代
の
判
語
に
見
ら
れ
る
法
の
適
用
特
に
誰
告
、
威
逼
人
致
死
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
法
政
理
論
』
第

九
巻
第

一
号
掲
載
、
新
渇
大
学
、

一
九
七
六
年
）

の
中
で
、
清
律
の
刑
律
の
匝
告
条
を
適
用
す
る
地
方
官
の
態
度
を
検
討
し
て
お
ら
れ
ま

一
且
謡
告
条
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
刑
を
免
じ
た
り
、

或
は
極
く
軽
い
刑
を
科
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
事
案
は
極
め
て
多
い
。」
（
十
四
頁
）

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
地
方
官
の
こ
の
よ
う
な
態
度

に
つ
い
て
中
村
先
生
は
、
「
地
方
官
の
大
幅
な
裁
量
に
よ
る
謡
告
条
適
用
の
回
避
の
傾
向
は
、
国
家
司
法
の
立
場
か
ら
し
た
と
き
、
大
き

な
弊
害
あ
り
と
看
倣
さ
れ
、
本
来
決
し
て
容
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
嘉
慶
か
ら
光
緒
年
代
に
か
け
て
の
皇
帝
の
数
次
の
訓
令
や

裁
可
に
、
こ
の
こ
と
に
及
ん
だ
も
の
が
見
ら
れ
る
。」
（
十
八
頁
）
「
し
か
し
、
地
方
官
は
累
次
の
訓
令
を
冒
し
て
も
、
謡
告
の
規
定
を
容

易
に
適
用
せ
ず
、
自
ら
の
裁
量
に
よ
っ
て
、
自
理
の
範
囲
内
で
事
件
を
治
め
よ
う
と
し
た
。」（
二
十
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
地
方

官
が
自
ら
の
裁
量
で
匝
告
条
の
適
用
を
回
避
す
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
法
律
違
反
で
あ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

た
だ
し
中
村
先
生
は
、
「
法
律
違
反
」
と
い
う
表
現
は
使
わ
れ
ず
、
「
知
州
・
知
県
等
の
律
例
や
刑
罰
適
用
の
在
り
方
も
、

（中
略
）
起

訴
便
宜
主
義
の
趣
旨
と
似
て
、
形
式
的
公
平
の
実
現
よ
り
も
、
個
々
の
事
件
に
お
け
る
適
切
且
つ
正
し
い
解
決
を
意
図
し
つ
つ
、
具
体
的

正
義
の
実
現
を
目
差
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
四
十
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
地
方
官
が
自
ら
の
裁
量
で
法
律
の
適
用

次
に
、
清
代
の
民
事
裁
判
は
「
本
質
的
に
は
調
停
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
で
す
が
、
そ
の
具
体
的
な
理
由
と
し
て
、
そ
の

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
「
判
語
の
中
に
は
、
（
中
略
）

す
。

（八
三
二
）



（
八
三
一
）

手
続
は
、
「
各
当
事
者
が
「
遵
依
結
状
」
と
称
す
る
誓
約
書
を
提
出
し
て
裁
定
を
受
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
一
件
は

一
応
落
着
す

る
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
、
根
本
的
な
理
由
と
し
て
、
「
争
訟
は
手
続
上
の
手
段
を
使
い
果
し
て
も
は
や
争
い
得
な
く
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
し
に
、
手
続
の
積
重
ね
の
あ
げ
く
、
結
局
ど
の
当
事
者
も
事
実
上
も
は
や
争
わ
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
落
着
し

し
か
し
、
滋
賀
先
生
御
自
身
が
明
ら
か
に
な
さ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
「
裁
判
所
が
自
己
の
与
え
た
判
決
に
覇
束
さ
れ
る
」
と
い
う
「
原

則
が
清
代
の
清
代
に
限
ら
ず
帝
制
中
国
の
全
時
代
を
通
じ
て
言
い
得
る
こ
と
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
が
司
法
制
度
に
は
存
在
し
な

か
っ
た
」
（
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』

二
四
六
頁
）
と
の
こ
と
で
す
か
ら
、
「
争
訟
は

く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
落
着
し
た
」
と
い
う
現
象
は
、
旧
中
国
の
裁
判
制
度
で
は
判
決
に
覇
束
力
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も

の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
清
代
の
民
事
裁
判
の
本
質
が
調
停
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

滋
賀
先
生
は
御
論
文
「
清
代
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
1

社
会
と
文
化
』
第
十
三
号
掲
載
、

国
の
法
と
裁
判
』
第
六
章
、
創
文
社
、

二
0
0
九
年
）

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
」
（
同
誌
二
四
九
頁
、
同
書

一
九
八
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
南
宋
の
地
方
官
の
裁
き
の
文
章
を
集
め
た

『
名
公
書
判
清
明
集
』
を
見
ま
す
限
り
、
南
宋
の
民
事
裁
判
が
調
停
型
で
あ
っ
た
と
は
全
く
思
え
ま
せ
ん
。

戸
婚
門
、
争
業
下
、
姪
与
出
継
叔
争
業
（
翁
浩
堂
）

（
原
文
。
如
不
伏
所
断
、
請
自
経
向
上
官
司
。
訓
読
。
も
し
断
ず
る
と
こ
ろ
に
伏
せ
ず
ん
ば
、
自
ら
向
上
の
官
司
を
経
ん
こ
と
を
請

う
。
）
」
と
い
う
裁
判
官
の
言
葉
を
挙
げ
る
だ
け
で
十
分
だ
と
思
い
ま
す
（
注
。
南
宋
の
民
事
裁
判
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
「
清
明

集
』
の
「
法
意
」
と
「
人
情
」
訴
訟
当
事
者
に
よ
る
法
律
解
釈
の
痕
跡
」
（
梅
原
郁
編

『中
国
近
世
の
法
制
と
社
会
』
所
収
、

た
」
こ
と
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。

関
法
第
六
四
巻

二
号

（
中
略
）

一
九
九
八
年
。

『続
・
清
代
中

の
中
で
、
「
恐
ら
く
（
中
略
）
宋
代
の
裁
判
も
類
型
と
し
て
は
糾
問
調
停
型
で

一
例
と
し
て
、
同
書
巻
五
、

の
「
も
し
こ
の
判
断
に
不
服
な
ら
ば
、
ど
う
ぞ
上
級
官
司
に
上
訴
し
て
下
さ
い
。

ど
の
当
事
者
も
事
実
上
も
は
や
争
わ
な



聴
断
は
法
を
以
て
し
、
調
処
は
情
を
以
て
す

7

民
事
規
範
不
存
在
説
に
対
し
て

そ
れ
か
ら
「
遵
依
結
状
」
に
つ
い
て
で
す
が
、
「
遵
依
結
状
」
が
提
出
さ
れ
て
い
た
事
実
も
、
清
代
の
民
事
裁
判
の
本
質
が
調
停
で

あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
寺
田
先
生
も
、
御
論
文
「
清
代
民
事
司
法
論
に
お
け
る
「
裁
判
」
と
「
調

(P
h
i
l
i
p
 
C. C. H
u
a
n
g
)
氏
の
近
業
に
寄
せ
て
」
（
『
中
国
史
学』

第
五
巻
掲
載
、

一
九
九
五
年
）

の
中
で
、
「
遵
依
甘
結
の
存
在
か
ら
、
当
事
者
の
納
得
を
取
り
つ
け
な
い
か
ぎ
り
裁
き
が
下
せ
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
は
難

し
い
。」
と
し
た
上
で
、
「
で
は
遵
依
甘
結
は
何
の
た
め
に
取
ら
れ
た
の
か
。」
(-
九
七
頁
）

と
問
題
提
起
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

各
当
事
者
が
「
遵
依
結
状
」
を
提
出
す
る
こ
と
の
法
的
根
拠
を
滋
賀
・
寺
田
両
先
生
は
お
示
し
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
制
度
な
の

か
慣
行
な
の
か
も
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
民
事
裁
判
の
本
質
が
調
停
で
は
な
く
て
も
、
「
遵
依
結
状
」
が
役
立
つ
場
合
が
ひ
と
つ
ふ

た
つ
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ひ
と
つ
は
、
裁
判
で
争
わ
れ
た
事
実
問
題
に
つ
い
て
、
裁
判
官
の
判
断
に
間
違
い
が
な
い

こ
と
を
当
事
者
が
認
め
る
場
合
で
す
。
ふ
た
つ
め
は
、
法
律
に
定
め
が
な
い
問
題
に
対
す
る
判
決
、
あ
る
い
は
法
律
の
規
定
通
り
で
は
な

い
判
決
を
当
事
者
が
受
け
入
れ
る
場
合
で
す
。
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
遵
依
結
状
は
、
当
事
者
が
蒸
し
返
し
の
訴
訟
を
起
こ
し
た
り
、
上
訴

し
た
り
し
た
時
に
、
当
事
者
が
前
の
裁
判
官
の
判
断
を
承
認
し
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
役
立
ち
ま
す
。

最
後
に
、
滋
賀
先
生
は
「
民
事
的
紛
争
は
聴
訟
と
い
う
教
諭
的
調
停
（
中
略
）
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
の
で
、
固
い
準
則
と
し
て
の
法

停
」
ー
ー
＇
フ
ィ
リ

ッ
プ
・
ホ
ア
ン

6

遵
依
結
状
に
つ
い
て

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
平
成
五
年
）
で
論
じ
た
。）
。

（八
三

0
)



る
。）

を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。

宣
言
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
故
に
、

し
か
し
、
「
大
清
律
例
』

（八
二
九）

い
っ
そ
う
根
本
的
に
言
う
な
ら
ば
、
聴
訟
と
い
う
手
続
に
お
い
て
は
何
が
当
該
案
件
に
お
け
る
法
で
あ
る
か
が

や
が
て
実
定
私
法
体
系
に
育
っ
て
行
く
素
材
と
な
る
べ
き
も
の
が
そ
も
そ
も
発
生
し
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
、
寺
田
先
生
は
、
「
民
事
的
な
利
益
争
い
に
対
す
る
裁
き
に
当
た
っ
て
裁
判
官
が
そ
の
判
断
を
基
づ
か
せ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
具
体
的
で
実
定
化
さ
れ
た
硬
い
実
体
規
範
の
セ
ッ
ト
自
体
が
、
こ
こ
で
は
国
家
に
も
民
間
に
も
存
在
し
な
か

っ
た
。
」

の
中
に
は
、
我
々
の
民
法
典
に
慣
れ
た
目
で
見
る
と
数
は
多
く
な
い
と
は
言
え
、
民
事
紛
争
に
対
す
る
判
断

基
準
と
な
り
得
る
条
文
が
確
か
に
存
在
し
ま
す
し
、
唐
か
ら
宋
元
に
か
け
て
の
時
代
に
遡
り
ま
す
と
、
律
令
そ
の
他
の
法
律
の
中
に
、
相

当
な
数
の
民
事
規
定
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
事
実
と
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
お
つ
け
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

（注
。
滋
賀

『清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
第
四
「
民
事
的
法
源
の
概
括
的
検
討
」
は
、
「
六
法
全
書
と
も
い
う
べ
き
『
大
清
律
例
』
は、

民
の
訟
を
聴
く
者
の
参
考
用
と
し
て
基
本
的
に
は
ほ
ぽ
こ
れ
だ
け
で
用
の
足
り
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。」（
二
七
二
頁
）
「
中
国

清
代
に
は
極
く
僅
か
な
数
の
国
法
の
条
文
（
中
略
）
以
外
に
は
、
民
事
的
法
源
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」（
二
九

一

頁
）「
両
代
の
判
語
を
併
せ
見
る
と
き
、
宋
代
の
方
が
清
代
よ
り
も
民
事
的
法
規
の
内
容
が
豊
富
で
あ
っ
た
と
い
う
印
象
を
禁
じ
得
な
い
」

（二
九
五
頁
注

28)
と
述
べ
て
い
る
。
寺
田
「
問
題
と
考
察
近
代
法
秩
序
と
清
代
民
事
法
秩
序
」
（
前
掲
『
近
代
法
の
再
定
位
』
所

収
）
も
「
律
例
の
中
に
我
々
の
目
か
ら
見
て
民
事
法
的
な
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
」
（
二
七
三
頁）

（
前
掲
。
「
権
利
と
冤
抑
」
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

関
法
第
六
四
巻

二
号

一
四

と
述
べ



聴
断
は
法
を
以
て
し
、
調
処
は
情
を
以
て
す

た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
官
の
法
律
違
反
が
、
当
事
者
を
思
い
遣
る
善
意
か
ら
な
さ
れ
た
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
を
否
定
は
し
ま
せ

ん
。
中
村
先
生
が
「
知
州
・
知
県
等
の
律
例
や
刑
罰
適
用
の
在
り
方
」
は
「
具
体
的
正
義
の
実
現
を
目
差
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
言
え

る
」
（
前
掲
）
と
お
書
き
で
す
が
、
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
律
例
の
適
用
の
仕
方
が
、
明
ら
か
に
規
定
か
ら
外
れ
て
い
る

か
ら
に
は
、
そ
れ
が
法
律
違
反
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
か

っ
た
、
と
考
え
ま
す
。
滋
賀
先
生
と
寺
田
先
生
の
説
は
、
清
代
の
民
事

裁
判
で
裁
判
官
が
法
律
の
規
定
か
ら
外
れ
た
内
容
の
判
決
を
下
し
た
、
と
い
う
事
実
を
示
す
記
述
が
史
料
の
中
に
大
量
に
見
出
だ
さ
れ
、

の
行
為
を
法
律
違
反
と
受
け
取
る
わ
け
で
す
。

一
五

清
代
の
民
事
裁
判
で
も
制
度
上
は
、
関
係
す
る
法
律
が
あ
る
限
り
、
そ
の
法
律
に
従
っ
て
判
決
を
下
す
べ
き
で
あ
っ
た

清
代
の
民
事
裁
判
の
本
質
を
「
調
停
」
と
理
解
す
る
滋
賀
先
生
の
説
と
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
寺
田
先
生
の
説
に
対
し
て
、
私
が
違
和
感

を
禁
じ
得
ま
せ
ん
の
は
、
両
先
生
が
各
史
料
の
中
の
、
民
事
裁
判
の
制
度
に
関
す
る
記
述
と
実
態
に
関
す
る
記
述
と
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
、

―
つ
の
「
本
質
」
と
称
さ
れ
る
も
の
を
作
り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
す
。

私
は
清
代
の
民
事
裁
判
で
も
制
度
上
は
、
裁
判
官
は
、
当
事
者
が
納
得
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
す
る
律
例
の
条
文
が
存
在

す
る
限
り
、
そ
の
条
文
の
規
定
に
従

っ
て
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
関
係
す
る
律
例
の
条
文
が

存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
条
文
の
規
定
か
ら
明
ら
か
に
外
れ
た
判
決
を
下
す
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
て
そ
う
し
よ

う
と
も
、
法
律
違
反
に
他
な
ら
な
か
っ
た
、
と
考
え
ま
す
。
笞
杖
以
下
の
刑
を
正
確
に
科
さ
な
い
と
か
、
ま
し
て
や
、
法
に
照
ら
せ
ば
徒

以
上
の
刑
に
当
た
る
事
件
で
あ
り
な
が
ら
、
将
来
を
戒
め
た
上
で
放
免
す
る
、
と
い

っ
た
滋
賀
先
生
や
中
村
先
生
が
指
摘
さ
れ
る
裁
判
官

ー

四

私

見

（八
二
八
）



【
和
訳
】

自
定
年
譜
』
台
湾
商
務
印
書
館
）
。
そ
の

十
八
世
紀
末
に
書
か
れ
た

2
 
『
学
治
臆
説
」

の
「
聴
断
以
法
」
の
意
味
に
つ
い
て

（
八
二
七
）

し
か
も
、
そ
の
行
為
が
、
裁
判
官
が
当
事
者
を
思
い
遣
る
善
意
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
そ
の
行
為
を
単
な
る
法
律
違
反

と
し
て
切
り
捨
て
て
し
ま
う
に
忍
び
ず
、
そ
の
行
為
を
制
度
上
本
来
許
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
清
代
の
民
事
裁
判
の
制
度
の
中
に
強
い
て

た
だ
、
滋
賀
先
生
が
清
代
の
民
事
裁
判
の
本
質
を
調
停
と
理
解
な
さ
る
決
定
的
な
理
由
は
、
法
律
適
用
の
在
り
方
よ
り
も
む
し
ろ
、
争

訟
は
当
事
者
が
争
わ
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
落
着
し
た
と
い
う
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
の
事
実
は
、
滋
賀
先
生
御
自

身
が
発
見
さ
れ
た
、
旧
中
国
の
裁
判
に
お
け
る
判
決
の
覇
束
力
の
無
さ
で
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

は
、
長
年
、
州
県
の
知
事
を
個
人
的
に
補
佐
す
る
仕
事
を
務
め
、
後
年
に
は
自
ら
も
州
県
の
知
事
を
務
め
た
人
で
す
（
『
清
圧
輝
祖
先
生

な
文
章
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
。
『
学
治
臆
説
」
は
叢
書
集
成
初
編
所
収
本
を
見
た
。
）
。

裁
判
（
原
文
。
聴
断
）
に
い
そ
し
む
の
は
よ
い
こ
と
で
す
。
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
あ
ま
り
に
も
は
っ
き
り
と
黒
白
を
分
別
す
る
こ

と
を
し
な
け
れ
ば
、
和
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
時
は
、
親
類
や
友
人
に
よ
る
調
停
（
原
文
。
調
処
）
に

委
ね
る
の
が
一
番
で
す
。

『
学
治
臆
説
』
と
い
う
本
が
ご
ざ
い
ま
す
。
州
県
を
治
め
る
官
の
心
得
を
説
い
た
本
で
す
。
著
者
の
江
輝
祖

『
学
治
臆
説
』

の
中
に
、
「
断
案
不
如
息
案
（
断
案
は
息
案
に
如
か
ず
）
」
と
題
す
る
次
の
よ
う

つ
ま
り
裁
判
は
法
律
に
依
り
、
調
停
は
人
情
に
依
り
ま
す
（
原
文
。
蓋
聴
断
以
法
、
而
調
処
以
情
。
）

。
法
律

位
置
付
け
よ
う
と
し
て
招
い
た
誤
解
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

関
法
第
六
四
巻

二
号

一
六



聴
断
は
法
を
以
て
し
、
調
処
は
情
を
以
て
す

は
な
は
だ

聴
断
に
勤
し
む
は
善
な
る
の
み
。
然
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
過
し
く
は
卑
白
を
分
か
た
ず
ん
ば
和
睦
に
帰
す
可
き
者
有
れ
ば
、
則
ち

親
友
の
調
処
に
如
く
は
莫
し
。
蓋
し
聴
断
は
法
を
以
て
し
、
而
し
て
調
処
は
情
を
以
て
す
。
法
な
れ
ば
則
ち
湮
渭
は
分
か
た
ざ
る
可
か

ら
ず
。
情
な
れ
ば
則
ち
是
非
は
や
や
借
る
を
妨
げ
ず
。
理
の
直
な
る
者
は
既
に
親
友
の
情
を
通
じ
、
義
の
曲
な
る
者
は
公
庭
の
法
を
免

ゆ
る

る
可
し
。
調
人
の
、
周
官
に
設
け
ら
る
る
所
以
な
り
。
或
い
は
自
ら
明
察
を
衿
り
、
息
錯
を
准
さ
ず
ん
ば
、
人
を
安
ん
ず
る
の
道
に
非

勤
於
聴
断
、
善
已
。
然
有
不
必
過
分
阜
白
、
可
帰
和
睦
者
、
則
莫
如
親
友
之
調
処
。
蓋
聴
断
以
法
、
而
調
処
以
情
。
法
則
泄
渭
不
可

不
分
、
情
則
是
非
不
妨
梢
借
。
理
直
者
、
既
通
親
友
之
情
、
義
曲
者
、
可
免
公
庭
之
法
。
調
人
之
所
以
設
於
周
官
也
。
或
自
衿
明
察
、

こ
こ
に
「
聴
断
は
法
を
以
て
し
、
調
処
は
情
を
以
て
す
。」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
法
」
の
文
字
の
意
味
に
つ
い
て
、
滋
賀
先
生
は

不
准
息
錯
、
似
非
安
人
之
道
。

【
原
文
】

ざ
る
に
似
た
り
。

【
訓
読
】

れ
は
民
を
安
ん
じ
る
方
法
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

一
七

（八
二
六
）

に
依
る
な
ら
ば
、
清
濁
を
分
別
し
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
人
情
に
依
る
な
ら
ば
、
是
非
を
少
し
貸
し
借
り
す
る
の
に
妨
げ
は
あ

り
ま
せ
ん
。
調
停
で
は
、
理
が
あ
る
当
事
者
は
、
親
類
や
友
人
の
人
情
を
受
け
入
れ
て
相
手
に
譲
り
ま
す
し
、
理
の
な
い
当
事
者
は
、

公
の
法
廷
で
法
律
を
適
用
さ
れ
る
の
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
調
人
」
と
い
う
職
が
周
官
に
設
け
ら
れ
て
い
る
理
由
で
す

（『
周

礼
』
地
官
、
調
人
）
。
も
し
裁
判
官
が
、
自
ら
明
察
を
誇
り
、
当
事
者
が
和
解
し
て
訴
え
を
取
り
下
げ
る
の
を
許
さ
な
い
な
ら
ば
、
そ



一
方
、
同
じ
圧
輝
祖
が
書
い
た

論
に
寄
せ
て
」
（
『
中
国
社
会
と
文
化
』
第
十
三
号
掲
載
、

「
清
代
の
民
事
裁
判
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）

な
い
。
規
範
で
は
な
く
し
て
作
用
、
「
帰
責
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
適
正
な
応
報
を
実
現
す
る
作
用
」
と
で
も
言
う
べ
き
意
味
を
帯
び
て

い
る
。
法
の
字
が
、
国
の
法
律
と
い
う
意
味
の
外
に
、
こ
の
よ
う
に
用
語
さ
れ
る
例
も
少
な
く
な
い
」
（
『
続
・
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』

一
八
六
頁
）

の
中
で
、
「
こ
こ
で
「
法
」

の
字
は

と
説
明
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
具
体
例
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
私
は
「
法
」
の
文
字
の
そ
の
よ
う
な
用
例
は
存

じ
上
げ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
寺
田
先
生
は
「
清
代
聴
訟
に
見
え
る
「
逆
説
」
的
現
象
の
理
解
に
つ
い
て
ホ
ア
ン
氏
の
「
表
象
と
実
務
」

に
は
悪
行
に
対
し
て
は
刑
を
以
っ
て
す
る
と
い
う
意
味
」
で
あ
っ
て
、
「
我
々
の
民
事
裁
判
と
は
異
な
り
「
正
当
な
利
益
主
張
を
保
護
す

る
」
と
い
う
言
葉
と
は
素
直
に
は
繋
が
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
」
（
二
六
0
頁
）
と
説
明
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
「
法
」
の
文
字
を

な
ぜ
刑
と
い
う
意
味
だ
け
に
限
定
し
て
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
箇
所
の
「
法
」
の
文
字
は
「
情
」
の
文
字
と
対
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。
「
情
」
の
文
字
と
対
に
な
っ
て
い
る
「
法
」
の
文
字
が
制

定
法
以
外
の
意
味
を
持
つ
用
例
を
私
は
存
じ
ま
せ
ん
。
私
は
こ
の
「
法
」
の
文
字
を
単
純
に
制
定
法
の
意
味
に
受
け
取
り
ま
す
。
そ
し
て

「
聴
断
は
法
を
以
て
す
。
」
と
い
う
言
葉
を
、
「
訴
え
を
聴
い
て
判
決
を
下
す
場
合
は
、
法
律
に
依
拠
す
る
。」
と
い
う
意
味
に
受
け
取
り
、

清
代
の
民
事
裁
判
の
制
度
上
の
在
り
方
を
一
言
で
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ま
す
。

題
す
る
次
の
よ
う
な
文
章
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
。
『
学
治
続
説
』
は
叢
書
集
成
初
編
所
収
本
を
見
た
。）。

関
法
第
六
四
巻

二
号

『
学
治
続
説
』
と
い
う
本
を
見
ま
す
と
、
「
能
反
身
則
恕
（
能
く
身
を
反
り
み
れ
ば
則
ち
恕
た
り
）
」
と

一
九
九
八
年
）

の
中
で
、
こ
の
「
「
法
を
以
っ
て
す
る
」
と
は
、
基
本
的

（
中
略
）
、
大
清
律
例
の
よ
う
な
法
律
条
文
の
意
味
で
は

八

（八
二
五）



聴
断
は
法
を
以
て
し
、
調
処
は
情
を
以
て
す

【
原
文
】

【
訓
読
】

一
九

そ
も
そ
も
、
自
身
が
裁
判
官
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
果
た
し
て
ど
ん
な
時
で
も
法
律
を
畏
敬
し
、
ど
ん
な
場
合
で
も
法
律
を
遵
奉

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
貪
欲
で
酷
薄
な
人
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
た
と
え
謹
み
深
さ
を
保
と
う
と
し
て
い
る
人
で
あ
っ
て

も
、
い
つ
か
は
、
俸
給
以
外
に
は
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
で
も
受
け
取
ら
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
（
中
略
）
裁
判
官
自
身
が

法
律
通
り
に
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
必
ず
民
を
法
律
で
正
す
な
ら
ば
、
恥
ず
か
し
く
思
わ
な
い
で
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

で
す
か
ら
、
愚
か
な
民
が
法
律
に
違
反
し
た
案
件
を
裁
く
時
は
、
自
身
を
反
省
し
て
や
ま
し
い
所
が
な
い
か
自
問
す
る
こ
と
さ
え
で
き

れ
ば
、
自
然
に
公
平
で
寛
大
な
判
決
を
下
す
に
至
り
ま
す
。
法
律
が
大
目
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
悪
質
な
犯
罪
行
為
に
対
し

て
は
、
も
ち
ろ
ん
法
律
を
曲
げ
て
邪
悪
な
心
情
を
増
長
さ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
も
し
寛
大
な
判
決
を
下
す
べ
き
で
あ
れ
ば
、
情
状
を

酌
量
し
て
法
律
の
適
用
を
差
し
控
え
る
こ
と
に
全
く
妨
げ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

且
つ
、
身
、
法
吏
た
り
と
も
、
果
た
し
て
能
く
時
々
に
法
を
畏
れ
、
事
々
に
法
を
奉
ぜ
ん
や
。
貪
酷
な
る
者
は
論
ず
る
無
く
、
た
と

な
ら

い
謹
慎
、
自
ら
持
す
る
も
、
終
に
廉
俸
の
外
に
於
い
て
一
介
も
取
ら
ざ
る
能
わ
ず
。
（
中
略
）
官
、
自
ら
法
に
閑
う
能
わ
ざ
る
に
、
必

ず
民
を
縄
す
る
に
法
を
以
て
せ
ば
、
塊
じ
る
こ
と
無
き
能
わ
ん
や
。
故
に
、
愚
民
の
、
法
を
犯
す
に
遇
わ
ば
、
但
だ
能
く
身
を
反
り
み

ゆ
る

て
自
問
せ
ば
、
自
然
、
平
恕
に
帰
す
。
法
、
姑
脱
を
容
さ
ざ
る
と
こ
ろ
の
者
は
、
原
よ
り
宜
し
く
法
を
曲
げ
て
以
て
姦
情
を
長
ぜ
し
む

べ
か
ら
ず
。
も
し
以
て
寛
に
従
う
可
き
者
は
、
総
べ
て
情
を
原
ね
て
法
を
略
す
る
を
妨
げ
ず
。

且
身
為
法
吏
、
果
能
時
時
畏
法
、
事
事
奉
法
乎
。
貪
酷
者
無
論
、
即
謹
慎
自
持
、
終
不
能
於
廉
俸
之
外
、

【
和
訳
】

一
介
不
取
。
（
中
略
）
官

（八
二
四
）



も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
ま
す
。

曲
法
以
長
姦
情
。
尚
可
以
従
寛
者
、
総
不
妨
原
情
而
略
法
。

（
八
二
三
）

不
能
自
閑
於
法
、
而
必
縄
民
以
法
、
能
無
魏
敷
。
故
遇
愚
民
犯
法
、
但
能
反
身
自
問
、
自
然
帰
於
平
恕
。
法
所
不
容
姑
脱
者
、
原
不
宜

こ
の
文
章
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、
「
情
を
原
ね
て
法
を
略
す
」
、
す
な
わ
ち
、
情
状
を
酌
量
し
て
法
律
の
適
用
を
差
し
控
え
る
、
と
書
か

れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
文
章
全
体
の
意
味
は
要
す
る
に
、
裁
判
官
と
い
え
ど
も
百
パ
ー
セ
ン
ト
法
律
を
守
り
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
く
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
法
律
に
違
反
し
た
愚
か
な
民
を
裁
く
時
は
、
自
ら
を
省
み
て
、
多
少
の
事
は
大
目
に
見
て
あ
げ
な
さ
い
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
圧
輝
祖
は
こ
こ
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
法
律
の
適
用
を
差
し
控
え
る
べ
し
、
と
堂
々
と
言
い
放
っ
て
お
り
ま
す
。
先
程
の

「
聴
断
は
法
を
以
て
す
」
と
い
う
言
葉
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
「
聴
断
は
法
を
以
て
す
」
と
い
う
言
葉
が
民
事
裁
判
の

制
度
上
の
姿
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
情
を
原
ね
て
法
を
略
す
」
と
い
う
言
葉
は
民
事
裁
判
の
実
態
を
表
し
て
い
る
、
と
受
け
取

れ
ば
よ
い
と
考
え
ま
す
。
決
し
て
、
清
代
の
民
事
裁
判
は
客
観
的
な
ル
ー
ル
に
依
拠
し
て
判
決
を
下
す
制
度
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す

た
だ
し
、
清
代
の
民
事
裁
判
の
制
度
上
本
来
の
姿
が
、
関
係
す
る
法
律
が
存
在
す
る
と
き
は
、
そ
の
法
律
に
従
っ
て
判
決
を
下
す
、
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
法
律
か
ら
外
れ
た
判
決
を
下
す
行
為
は
す
べ
て
裁
判
官
自
身
に
よ
る
法
律
違
反
で
あ
る
、
と
い
た
し
ま
す
と
新
た
な

問
題
が
生
じ
ま
す
。
中
村
茂
夫
先
生
は
清
律
の
謡
告
条
の
適
用
に
つ
い
て
、
「
地
方
官
は
累
次
の
訓
令
を
冒
し
て
も
、
匪
告
の
規
定
を
容

易
に
適
用
せ
ず
、
自
ら
の
裁
量
に
よ
っ
て
、
自
理
の
範
囲
内
で
事
件
を
治
め
よ
う
と
し
た
。
」
（
前
掲
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

今
見
ま
し
た
よ
う
に
注
輝
祖
は
、
「
情
を
原
ね
て
法
を
略
す
る
を
妨
げ
ず
。
」
と
堂
々
と
言
い
放
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
滋
賀
先
生
を

は
じ
め
諸
先
学
が
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
法
律
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
よ
う
と
し
な
い
州
県
の
裁
判
官
の
態
度
は
、
清
代
の
裁
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は

聴
断
は
法
を
以
て
し
、
調
処
は
情
を
以
て
す

【
和
訳
】

判
史
料
の
中
に
ご
く
普
通
に
見
出
だ
さ
れ
ま
す
。
清
朝
の
地
方
裁
判
官
は
、
確
信
を
持

っ
て
、
悪
怯
れ
る
こ
と
な
く
、
法
律
か
ら
外
れ
た

判
決
を
下
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。

『
法
経
六
篇
』
を
作
り
、
漢
の
爾
何

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
平
凡
な
答
え
し
か
用
意
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
儒
教
の
経
書
に
基
づ
く
価
値
観
が
、
裁
判
官
は
法
律

を
条
文
通
り
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
制
度
上
の
理
念
を
し
の
ぐ
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。『
春
秋
左

氏
伝
』
昭
公
六
年
三
月
条
に
、
鄭
の
子
産
が
刑
書
を
鼎
に
鋳
た
こ
と
を
叔
向
が
非
難
す
る
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
昔
、
先
王
は
事

を
議
り
て
以
て
制
す
。
刑
辟
（
辟
は
法
の
意
味
）
を
つ
く
ら
ず
。
民
の
争
心
有
る
を
憫
る
れ
ば
な
り
。
（
原
文
。
昔
先
王
議
事
以
制
。
不

為
刑
辟
。
憫
民
之
有
争
心
也
。
）
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、
あ
ら
か
じ
め
成
文
法
を
作
っ
て
民
に
争
い
の
き
っ
か
け
を

与
え
る
べ
き
で
は
な
い
、
事
件
が
起
こ
る
た
び
に
、
そ
の
場
そ
の
場
で
最
も
適
当
な
解
決
策
を
考
え
る
の
が
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

清
朝
の
地
方
裁
判
官
の
念
頭
に
は
常
に
こ
の
言
葉
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
こ
の
言
葉
が
表
し
て
い
る
理
念
は
、
こ
の
昭
公
六
年
条
に
附
さ
れ
た
唐
の
孔
穎
達
の
疏
（
注
釈
の
意
味
）
に
よ

っ
て
、
現
在

実
現
す
べ
き
理
念
と
し
て
は
否
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
孔
穎
達
の
疏
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
す
。

子
産
が
刑
書
を
鋳
て
、
叔
向
が
そ
れ
を
非
難
し
ま
し
た
。
（
中
略
）
と
こ
ろ
が
、
魏
の
李
裡
は

『九
章
律
』
を
造
り
、
天
下
に
頒
か
ち
、
人
民
に
掲
示
し
ま
し
た
。
秦
漢
以
来
、
こ
の
方
法
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
今
の

目
で
見
ま
す
と
、

一
日
た
り
と
も
「
律
」
が
存
在
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
（
中
略
）
こ
れ
に
は
訳
が
あ
る
の
で
す
。（
中

略
）
秦
漢
以
来
、

天
下
が

一
っ
に
な
り
ま
し
た
。
各
地
方
の
長
官
は
任
期
ご
と
に
交
代
し
、
そ
の
民
は
、
昔
と
違
っ
て
、
自
分
が
所
有
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子
産
鋳
刑
書
、
而
叔
向
責
之
。
（
中
略
）
而
李
裡
作
法
、
癖
何
造
律
、
頒
於
天
下
、
懸
示
兆
民
。
秦
漢
以
来
、
莫
之
能
革
。
以
今
観

之
、
不
可

一
日
而
無
律
也
。
（
中
略
）
斯
有
旨
突
。
（
中
略
）
秦
漢
以
来
、
天
下
為
一
。
長
吏
以
時
遷
代
、
其
民
非
復
己
有
。
（
中
略
）

漢
世
酷
吏
、
専
任
刑
誅
。
（
中
略
）
若
復
信
其
殺
伐
、
任
其
縦
舎
、
必
将
喜
怒
変
常
、
愛
憎
改
意
。
不
得
不
作
法
以
斉
之
、
宣
衆
以
令

之
。
（
中
略
）
聖
人
制
法
、
非
不
善
也
。
古
不
可
施
於
今
゜

【
原
文
】

【
訓
読
】

す
る
大
切
な
民
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
中
略
）
漢
代
に
は
、
「
酷
吏
」
が
重
い
刑
罰
に
頼
っ
て
政
治
を
行
い
ま
し
た
。
（
中
略
）
も
し
、

残
酷
な
官
僚
が
民
を
死
刑
に
し
た
り
、
釈
放
し
た
り
す
る
の
に
ま
か
せ
る
な
ら
ば
、
必
ず
残
酷
な
官
僚
は
、
自
分
の
喜
怒
の
感
情
で
常

識
的
な
判
断
を
変
え
、
自
分
の
愛
憎
の
感
情
で
穏
当
な
判
断
を
改
め
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
法
律
を
定
め
、
法
典
の
形
に
整
理
し

て
、
人
民
に
宣
示
し
て
、
そ
れ
を
行
用
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
（
中
略
）
聖
人
が
作
っ
た
裁
判
方
法
が
良
く
な
い
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
。
古
の
方
法
は
現
代
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

子
産
、
刑
書
を
鋳
て
、
叔
向
こ
れ
を
責
む
。
（
中
略
）
而
る
に
李
裡
、
法
を
作
り
、
癖
何
、
律
を
造
り
、
天
下
に
頒
か
ち
、
兆
民
に

懸
示
す
。
秦
漢
以
来
、
之
れ
を
能
く
革
む
る
莫
し
。
今
を
以
て
之
れ
を
観
る
に
、

れ
旨
有
る
な
り
。
（
中
略
）
秦
漢
以
来
、
天
下
、

一
と
為
る
。
長
吏
、
時
を
以
て
遷
代
し
、
其
の
民
、
復
た
己
が
有
に
非
ず
。（
中
略
）

ま
か

漢
世
に
は
酷
吏
、
専
ら
刑
誅
に
任
す
。
（
中
略
）
も
し
ま
た
其
の
殺
伐
に
信
せ
、
其
の
縦
舎
に
任
せ
ば
、
必
ず
喜
怒
を
将
て
常
を
変
じ
、

と
と
の

愛
憎
も
て
意
を
改
め
ん
。
法
を
作
り
て
以
て
之
れ
を
斉
え
、
衆
に
宣
し
て
以
て
之
れ
を
令
せ
ざ
る
を
得
ず
。
（
中
略
）
聖
人
、
法
を
制

し
て
、
善
な
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
古
は
今
に
施
す
可
か
ら
ず
。

関
法
第
六
四
巻

二
号

一
日
も
律
無
か
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
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聴
断
は
法
を
以
て
し
、
調
処
は
情
を
以
て
す

御
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。

こ
の
文
章
の
意
味
は
要
す
る
に
、
昔
の
小
規
模
な
社
会
で
は
、
事
件
が
起
こ
る
た
び
に
、
裁
判
官
が
事
件
の
内
容
に
応
じ
て
最
も
適

当
な
解
決
策
を
考
え
る
の
が
、
裁
判
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
っ
た
が
、
現
在
の
大
規
模
な
社
会
で
は
、
そ
の
よ
う
な
儒
教
的
理
念
は
通
用

せ
ず
、
官
僚
の
横
暴
か
ら
人
民
を
守
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
成
文
法
を
作
っ
て
公
布
し
て
お
き
、
官
僚
は
そ
の
成
文
法
に
従
っ
て
裁

判
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
古
は
今
に
施
す
可
か
ら
ず
。」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
裁
判
の
あ
る
べ
き
姿

に
つ
い
て
の
儒
教
的
理
念
は
棚
上
げ
さ
れ
、
裁
判
官
は
法
律
に
依
拠
し
て
判
決
を
下
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
制
度
上
の
理
念
が
、
儒
教

で
す
か
ら
、
先
程
、
清
朝
の
地
方
裁
判
官
が
悪
怯
れ
る
こ
と
な
く
法
律
か
ら
外
れ
た
判
決
を
下
し
て
い
た
の
は
、
儒
教
の
経
書
に
基

づ
く
価
値
観
が
、
裁
判
官
は
法
律
を
条
文
通
り
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
制
度
上
の
理
念
を
し
の
ぐ
場
合
が
多
か

っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
、
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
し
ま
し
て
も
、
孔
穎
達
の
疏
を
尊
重
す
る
限
り
、
清
朝
の
地
方
裁
判
官
が
法
律

か
ら
外
れ
た
判
決
を
下
す
行
為
は
、
儒
教
を
信
奉
す
る
立
場
か
ら
も
正
当
化
で
き
な
い
行
為
で
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
清
朝
の
地
方
裁
判
官
が
、
儒
教
の
経
書
に
基
づ
く
価
値
観
に
従

っ
て
、
法
律
か
ら
外
れ
た
判
決
を
下
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
、
異
民
族
の
支
配
者
に
対
す
る
漢
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現
れ
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
考
え
て
い
る
と
こ

を
信
奉
す
る
立
場
か
ら
も
正
当
化
さ
れ
た
の
で
す
。
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