
（1） 中国法史講義ノート（Ⅳ）

　
　
　

中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅳ
）  （1）

森
田
　
成
満

註　
（1）
　
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅰ
）、（
Ⅱ
）、（
Ⅲ
）
は
星
薬
論
集
二
九
輯
、
三
〇
輯
、
三
一
輯
に
収
載
。

　
　
　
　
第
五
章
　
刑
法

　
第
一
節
　
刑
法
の
国
制
上
の
位
置

　
刑
法
の
性
格
　
第
一
に
、
官
の
支
配
の
確
立
を
反
映
し
て
刑
法
は
官
の
法
で
す
。
中
央
の
法
と
異
な
る
地
方
的
な
刑
法
は
原
則
と
し
て
存
在

し
ま
せ
ん
。
刑
罰
権
は
官
が
独
占
し
て
い
ま
す
。
復
讐
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
極
く
軽
い
犯
罪
に
つ
い
て
村
人
を
村
落
内
で
懲
戒
し
得
た
こ
と

や
族
長
が
族
人
を
違
法
に
懲
戒
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
除
い
て
風
俗
と
し
て
の
刑
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　　　（1）

　
第
二
に
、
刑
法
の
目
的
を
確
実
に
達
成
す
る
た
め
に
承
審
の
官
員
に
律
例
を
与
え
て
遵
守
さ
せ
て
い
ま
す
。
刑
法
が
主
に
働
く
と
こ
ろ
は
事

後
的
に
承
審
官
が
処
理
す
る
た
め
の
裁
判
規
範
と
し
て
で
す
。

　　　（2）

制
裁
が
伴
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
自
己
規
律
的
な
行
為
規
範
で
あ
る
礼
を
裁

判
規
範
と
し
て
の
刑
法
が
制
裁
規
範
と
し
て
支
え
て
い
ま
す
。

　　　（3）
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（2）

　
刑
法
の
目
的
と
基
本
的
仕
組
み
　
刑
法
は
治
安
や
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。
律
例
を
軸
に
す
る
法
で
す
。

　
刑
法
は
刑
罰
を
科
さ
れ
る
人
を
決
め
る
た
め
の
準
則
と
そ
れ
に
科
す
る
べ
き
刑
罰
に
関
す
る
準
則
か
ら
出
来
て
い
ま
す
。
刑
罰
の
本
質
は
社

会
か
ら
の
排
除
（
追
放
）
で
す
。

註
（1）
　
拙
稿
「
村
落
内
に
発
生
し
た
紛
争
、
犯
罪
に
対
す
る
華
北
村
民
の
対
応
―
―
村
落
の
集
団
性
の
強
弱
と
自
治
の
存
否
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
―
―
」

（
星
薬
科
大
学
紀
要
二
三
）。
滋
賀
秀
三
「
刑
案
に
現
わ
れ
た
宗
族
の
私
的
制
裁
と
し
て
の
殺
害
―
―
国
法
の
そ
れ
へ
の
対
処
」（
滋
賀
著
書
二
所
収
）。
会
館
、

公
所
に
於
い
て
刑
事
的
処
罰
が
な
さ
れ
て
い
た
か
否
か
の
精
し
い
実
態
は
未
だ
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
将
来
の
研
究
を
待
ち
ま
す
。

（2）
　
拙
稿
「
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅱ
）」
一
三
頁
。

（3）
　
拙
稿
「
清
代
に
於
け
る
性
を
巡
る
法
秩
序
と
そ
の
司
法
的
保
護
」（
星
薬
論
集
二
〇
輯
）。

　
第
二
節
　
断
獄
に
於
け
る
刑
法

　
　
　
一
　
刑
法
の
内
容

　
情
理
の
中
の
科
刑
と
量
刑
　［
情
理
の
中
の
科
刑
］　
断
獄
に
於
い
て
刑
罰
を
科
さ
れ
る
べ
き
人
の
第
一
は
犯
罪
行
為
を
な
し
た
人
で
す
。
犯

罪
行
為
の
要
素
と
し
て
主
体
と
結
果
の
他
に
犯
人
が
行
っ
た
行
為
か
ら
結
果
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
因
果
関
係
の
存
在
が
あ
り
ま
す
。

　　　（1）

因
果
経
過
の
相
当
性
が
要
件
と
な
っ
て
い
て
、
官
が
期
待
す
る
理
想
人
な
ら
ば
結
果
の
発
生
を
予
見
で
き
る
と
き
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
し
ま

す
。
単
純
な
条
件
説
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
結
果
の
発
生
に
対
す
る
寄
与
が
実
行
行
為
の
そ
れ
よ
り
も
大
き
い
特
別
の
事
情
が
介
在
し
た
と
き
は

因
果
経
過
の
相
当
性
を
欠
く
と
判
断
し
ま
す
。

　
犯
罪
行
為
を
な
し
た
者
は
す
べ
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
一
は
単
独
で
犯
罪
を
な
し
た
個
人
で
す
。
犯
罪
は
そ
の
共
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（3） 中国法史講義ノート（Ⅳ）

通
す
る
部
分
を
括
り
出
し
て
見
る
全
体
像
的
な
議
論
と
個
別
具
体
的
な
犯
罪
行
為
か
ら
見
る
い
わ
ば
各
論
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
人
命
犯
罪
の
一
部
を
除
く
大
部
分
の
犯
罪
は
違
法
有
責
な
行
為
の
類
型
で
す
。
違
法
と
は
情
理
に
対
す
る
違
反
あ
る
い
は
法
益
の
侵
害
で

あ
り
違
法
性
は
犯
罪
行
為
類
型
の
規
範
的
違
法
要
素
で
す
。
正
当
防
衛
の
考
え
方
は
は
っ
き
り
と
は
確
立
し
て
お
ら
ず
そ
の
要
件
は
厳
格
で
あ

り
成
立
範
囲
は
狭
い
の
で
す
。
減
刑
に
止
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
責
任
と
は
行
為
者
に
対
す
る
非
難
可
能
性
で
あ
り
こ
れ
も
犯
罪
行
為
類
型

の
要
素
で
す
。
犯
罪
は
有
意
を
原
則
と
し
ま
す
。
無
意
の
犯
罪
は
命
案
や
失
火
事
案
等
に
見
ら
れ
ま
す
。
違
法
性
が
大
き
い
こ
と
を
考
慮
し
て

人
命
犯
罪
は
結
果
に
対
す
る
予
見
可
能
性
が
な
い
責
任
の
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
成
立
し
ま
す
。
人
命
犯
罪
は
違
法
類
型
に
止
ま
る
場
合
が

あ
っ
た
の
で
す
。
刑
法
は
官
が
治
安
を
維
持
す
る
た
め
に
人
民
に
個
性
を
没
却
し
た
理
想
人
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
求
め
る
客
観
性
の
強
い

準
則
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
犯
罪
の
成
否
や
可
罰
性
に
つ
い
て
違
法
性
や
責
任
の
存
否
だ
け
で
は
な
く
そ
の
大
小
を
考
慮
す
る
こ
と
が
あ
る
の
が
清
代
刑
法
の
特
徴
の
一

つ
で
す
。
犯
罪
行
為
類
型
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
処
罰
す
る
程
の
違
法
性
は
な
い
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。（「
軽
罪
不
議
」）
違

法
性
も
責
任
も
小
さ
く
て
犯
罪
性
が
大
き
く
な
い
と
き
に
犯
罪
は
成
立
す
る
け
れ
ど
も
可
罰
性
が
な
い
と
し
て
科
刑
し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

　　　（2）　
ま
た
、
構
成
要
件
、
違
法
性
、
責
任
の
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
の
機
能
を
考
え
る
現
代
刑
法
の
い
わ
ゆ
る
三
分
説
と
は
異
な
り
違
法
性
も
責
任
も

犯
罪
行
為
類
型
の
要
素
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
、
必
ず
し
も
常
に
違
法
性
と
責
任
に
分
け
て
見
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
、
違
法
性
と

責
任
を
総
合
し
て
例
え
ば
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
す
る
防
衛
を
緊
急
行
為
と
し
て
見
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　　　（3）

　
各
論
的
な
犯
罪
類
型
は
無
限
に
あ
り
得
ま
す
。
た
だ
、
実
際
は
そ
れ
な
り
に
類
型
化
し
て
考
え
て
い
ま
す
。

　
行
為
者
を
処
罰
す
る
二
は
人
の
集
ま
り
で
あ
る
団
体
あ
る
い
は
集
団
で
犯
罪
を
な
し
た
場
合
で
す
。
謀
議
し
て
な
す
犯
罪
（「
共
犯
罪
」）
で

す
。
有
意
犯
に
限
り
ま
す
。
直
接
の
実
行
行
為
に
加
わ
ら
な
く
て
も
（「
不
行
」）
謀
議
に
参
加
し
て
い
れ
ば
団
体
に
よ
る
犯
罪
者
と
な
り
ま
す
。
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（4）

直
接
自
分
が
な
し
て
い
な
い
結
果
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
い
ま
す
。
盗
犯
の
と
き
は
全
員
に
つ
い
て
贓
物
の
総
額
に
つ
い
て
問
責
し
ま
す
。
共

謀
が
な
い
一
方
的
な
教
唆
、
幇
助
は
団
体
に
よ
る
犯
罪
に
な
り
ま
せ
ん
。
自
手
犯
や
衝
動
的
な
殺
人
で
あ
る
故
殺
に
は
団
体
に
よ
る
犯
罪
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
団
体
で
な
し
た
犯
罪
の
場
合
は
結
果
の
実
現
に
果
た
し
た
役
割
に
着
眼
し
て
首
犯
と
随
従
し
た
従
犯
に
分
け
ま
す
。
首
従
は
相
対
的
な
も
の

で
あ
っ
て
首
犯
は
必
ず
一
人
い
る
し
一
人
し
か
い
ま
せ
ん
。
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
か
ど
う
か
は
犯
罪
意
思
の
形
成
（「
造
意
」）
に
果
た
し

た
役
割
と
実
行
し
た
行
為
の
性
格
や
態
様
を
評
価
し
て
決
め
ま
す
。
例
え
ば
共
同
で
謀
議
し
て
殴
傷
を
な
し
た
と
き
、
下
手
重
き
者
を
首
犯
と

す
る
の
は
誰
が
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
か
を
評
価
し
た
結
果
で
す
。

　
滋
賀
秀
三
氏
は
共
同
犯
罪
を
な
し
た
責
任
と
自
己
の
手
に
よ
る
行
為
に
つ
い
て
の
責
任
と
は
い
わ
ば
法
条
競
合
す
る
と
さ
れ
ま
す
。

　　　（4）

常
に

個
人
の
単
独
行
為
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
団
体
の
犯
罪
と
と
ら
え
た
と
き
は
独
立
し
た
個
人
と
し
て
の
犯
罪
は

存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
競
合
は
し
ま
せ
ん
。

　
刑
罰
を
科
さ
れ
る
べ
き
人
の
第
二
は
、
犯
罪
行
為
は
な
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
一
定
の
重
大
犯
罪
を
行
っ
た
犯
人
と
関
係
が
あ
る
者
で
す
。

一
定
範
囲
の
親
族
関
係
に
あ
る
者
及
び
犯
人
と
同
居
し
て
い
る
者
が
該
当
し
ま
す
。
縁
坐
で
す
。

　　　（5）

　［
情
理
の
中
の
量
刑
］　
情
理
の
中
に
量
刑
の
規
範
が
あ
り
ま
す
。
行
為
者
に
対
す
る
主
要
な
量
刑
事
情
は
行
為
の
犯
罪
性
の
大
小
で
す
。
量

刑
の
事
情
は
な
し
た
行
為
が
犯
罪
と
な
る
か
否
か
を
認
定
す
る
事
実
と
多
く
は
共
通
し
ま
す
。
犯
罪
性
の
大
小
は
違
法
性
と
責
任
を
評
価
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
結
果
に
対
す
る
応
報
刑
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
人
命
犯
罪
に
は
一
命
一
抵
と
呼
ぶ
原
則
が
あ
り
ま

す
。
違
法
性
の
大
小
を
決
め
る
一
は
被
害
者
の
属
性
や
犯
人
と
被
害
者
の
関
係
で
す
。
被
害
者
の
数
や
一
家
か
ど
う
か
と
か
幼
児
で
あ
る
こ
と

は
被
害
者
の
属
性
で
す
。
身
分
が
上
の
者
が
下
の
者
に
対
し
て
な
し
た
犯
罪
の
違
法
性
は
小
さ
く
逆
の
犯
罪
は
違
法
性
が
大
き
い
と
評
価
し
ま

す
。
二
は
結
果
で
す
。
未
遂
は
そ
れ
を
独
立
し
た
犯
罪
行
為
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
未
遂
と
し
て
と
ら
え
た
と
き
は
既
遂
の
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（5） 中国法史講義ノート（Ⅳ）

刑
を
軽
減
し
ま
す
。
三
は
行
為
の
情
況
で
す
。
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
す
る
防
衛
で
あ
る
と
き
、
被
害
者
の
同
意
や
嘱
託
が
あ
る
と
き
や
被
害

者
に
落
ち
度
が
あ
る
と
き
等
が
例
で
す
。
動
機
、
目
的
や
方
法
の
残
虐
性
も
行
為
の
情
況
に
関
係
し
ま
す
。

　
責
任
の
大
小
を
決
め
る
一
は
精
神
障
害
の
有
無
で
す
。
そ
れ
は
原
則
と
し
て
減
刑
事
由
で
あ
っ
て
精
神
に
障
害
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
責
任

が
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
は
認
識
の
程
度
で
す
。
結
果
の
認
識
が
少
な
く
な
る
に
伴
っ
て
減
刑
さ
れ
ま
す
。

　
量
刑
事
情
の
第
二
は
犯
罪
行
為
と
は
直
接
関
係
し
な
い
事
実
で
す
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
敬
老
慈
幼
の
観
点
か
ら
老
幼

の
者
の
刑
を
減
免
す
る
と
き
主
に
犯
罪
成
立
の
要
件
事
実
で
は
な
い
受
刑
能
力
を
考
え
て
い
ま
す
。
刑
法
の
客
観
性
を
反
映
し
て
結
果
発
生
後

に
反
省
し
た
だ
け
で
は
減
刑
は
し
ま
せ
ん
。
た
だ
、
反
省
す
る
こ
と
な
く
窃
盗
を
繰
り
返
し
た
更
犯
の
よ
う
に
刑
罰
の
加
重
の
た
め
に
は
考
慮

さ
れ
ま
す
。
犯
罪
事
実
の
発
覚
前
に
申
告
す
る
と
自
首
と
し
て
刑
を
免
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
殺
傷
行
為
等
の
よ
う
な
原
状
の
回
復
が
で

き
な
い
犯
罪
は
自
首
を
評
価
し
ま
せ
ん
。
定
案
手
続
で
は
犯
人
の
属
性
、
犯
人
の
身
内
の
者
の
病
気
や
死
亡
の
よ
う
な
個
人
的
事
情
等
を
考
慮

し
ま
せ
ん
。

　　　（6）

 

　　　（7）

　
団
体
で
行
っ
た
犯
罪
は
犯
罪
性
の
大
小
に
よ
っ
て
首
犯
の
刑
が
決
ま
り
従
犯
は
首
犯
の
刑
を
減
じ
ま
す
。
身
分
は
一
身
専
属
の
個
人
的
な
も

の
で
あ
り
他
の
団
体
犯
罪
者
に
は
影
響
し
な
い
と
い
う
の
が
基
本
で
す
。
首
犯
に
身
分
が
あ
り
従
犯
に
身
分
が
な
い
と
き
首
犯
に
は
身
分
を
考

慮
し
た
刑
罰
を
科
し
従
犯
に
は
凡
人
で
あ
る
と
き
の
首
犯
の
刑
罰
か
ら
減
刑
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
身

分
を
有
す
る
首
犯
の
刑
罰
か
ら
従
犯
の
刑
罰
を
決
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
団
体
と
し
て
な
し
た
犯
罪
で
あ
る
と
と
ら
え
る
の
で
主
従
を
相
互

に
影
響
さ
せ
て
考
え
易
い
の
で
し
ょ
う
。

　
縁
坐
は
行
為
の
犯
罪
性
の
大
小
、
お
よ
び
行
為
者
と
の
間
の
親
族
関
係
等
の
人
間
関
係
の
濃
密
さ
を
見
て
量
刑
し
ま
す
。
そ
の
他
の
個
人
的

な
事
情
は
考
慮
し
ま
せ
ん
。

　
律
例
が
記
す
刑
法
　［
科
刑
の
類
型
］　
律
例
と
し
て
成
文
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
情
理
の
中
に
あ
る
刑
法
の
少
な
か
ら
ざ
る
内
容
を
明
示
し
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ま
す
。
律
例
が
記
す
多
く
は
典
型
的
な
犯
罪
類
型
で
す
。
社
会
の
違
い
を
反
映
し
て
現
代
刑
法
に
は
な
い
犯
罪
類
型
が
あ
る
一
方
、
あ
る
類
型

が
あ
り
ま
せ
ん
。
通
例
、人
を
抽
象
化
し
て
凡
人
と
し
て
と
ら
え
ま
す
。
次
い
で
い
わ
ば
特
別
法
と
し
て
身
分
を
有
す
る
者
を
考
え
て
い
ま
す
。

　
律
例
の
記
す
犯
罪
類
型
の
一
は
命
案
（
闘
殴
を
含
む
。）
で
す
。
命
案
は
特
に
刑
律
の
人
命
門
と
闘
殴
門
に
多
く
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
人

命
門
に
は
謀
殺
人
条
、
殺
死
姦
夫
条
、
闘
殴
及
故
殺
人
条
、
戯
殺
誤
殺
過
失
殺
傷
人
条
等
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
着
手
行
為
あ
る
い
は
先
行

行
為
、
認
識
の
情
況
に
着
眼
す
る
謀
殺
、
故
殺
、
闘
殺
、
戯
殺
、
誤
殺
、
過
失
殺
を
六
殺
と
呼
び
ま
す
。
謀
殺
は
一
人
で
な
す
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
故
殺
や
闘
殺
は
単
独
犯
罪
で
あ
り
共
謀
し
た
と
き
前
者
は
謀
殺
に
な
り
後
者
は
同
謀
共
殴
致
死
に
な
り
ま
す
。
戯
殺
と
は
人
を
殺
す
可
能

性
の
あ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
双
方
が
認
識
し
て
い
る
い
わ
ば
認
識
あ
る
過
失
で
す
。
過
失
に
比
べ
て
そ
の
注
意
義
務
の
程
度
は
大
き
い
と
言

え
ま
す
。

　
誤
と
は
主
観
的
意
図
な
い
し
予
見
と
客
観
的
な
事
実
と
が
一
致
し
な
い
こ
と
で
す
。
錯
誤
が
あ
る
と
き
ど
こ
ま
で
故
意
の
犯
罪
に
関
す
る
条

項
を
適
用
し
得
る
か
、
ま
た
、
適
用
で
き
な
い
と
き
に
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
と
い
う
犯
罪
論
と
し
て
と
ら
え
故
意
犯
と
過
失
犯
の
ど
ち

ら
で
理
解
す
る
か
を
問
題
に
す
る
の
が
現
代
法
の
錯
誤
論
で
す
。
清
代
刑
法
に
於
け
る
錯
誤
を
中
村
正
人
氏
は
量
刑
論
と
し
て
説
明
さ
れ
ま 

す
。

　　　（8）

し
か
し
、
錯
誤
犯
罪
と
い
う
類
型
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
錯
誤
が
あ
る
と
き
も
他
の
事
案
と
同
じ
く
量
刑
論
と
結
び
つ
い
た
犯

罪
類
型
論
と
な
り
ま
す
。

　
錯
誤
が
問
題
に
な
る
の
は
事
実
上
殆
ど
命
案
に
限
ら
れ
ま
す
。
違
法
性
も
責
任
も
要
素
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
律
例
の
誤
殺
傷
等
の
犯
罪

類
型
に
当
て
は
ま
ら
な
い
か
否
か
を
探
り
ま
す
。
謀
故
殺
傷
し
よ
う
と
し
て
旁
人
を
死
傷
さ
せ
た
と
き
、
あ
る
い
は
人
違
い
を
し
て
死
傷
さ
せ

た
と
き
誤
殺
傷
人
条
を
適
用
し
て
故
殺
と
同
じ
刑
を
科
し
ま
す
。
結
果
に
対
す
る
予
見
可
能
性
が
な
い
と
き
に
誤
殺
傷
と
し
て
追
及
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
闘
殴
し
て
い
て
旁
人
を
死
傷
さ
せ
た
と
き
、
あ
る
い
は
人
違
い
を
し
て
死
傷
さ
せ
た
と
き
は
闘
殺
傷
を
以
っ
て
処
断
し
ま 

す
。

　　　（9）

た
だ
、
行
為
の
外
形
は
似
て
い
て
も
犯
罪
性
が
大
き
く
違
う
と
き
は
犯
罪
類
型
を
異
に
し
ま
す
。
誤
殺
傷
の
相
手
が
凡
人
で
は
な
く
親
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で
あ
っ
た
と
き
の
よ
う
に
違
法
性
が
極
め
て
大
き
い
と
き
は
凡
人
を
巡
る
条
項
の
枠
を
外
れ
ま
す
。

　
過
失
も
殺
傷
人
に
限
っ
て
使
う
各
論
的
概
念
で
す
。
過
失
は
当
を
得
な
い
行
為
を
な
し
た
者
に
対
す
る
誤
っ
た
と
い
う
非
難
で
す
。
行
為
を

す
る
と
き
は
注
意
を
し
て
結
果
を
予
見
し
危
険
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
そ
れ
を
し
な
い
の
が
過
失
で
す
。
律
例
の
過
失
は

現
代
法
の
過
失
概
念
と
は
異
な
る
と
強
調
し
て
来
た
従
来
の
通
説
は
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
中
村
茂
夫
氏
は
過
失
殺
人
と
は
正
常
な
先
行
行
為
を

し
て
い
て
そ
の
因
果
と
し
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

　 　　（10）

し
か
し
、
正
常
な
行
為
を
し
て
い
て
死
亡
の
結
果
を
引
き
起
こ

し
た
と
い
う
事
実
は
過
失
の
存
在
を
推
定
す
る
間
接
証
明
の
た
め
の
事
実
で
あ
っ
て
過
失
概
念
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
結
果

に
対
す
る
予
見
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
誤
っ
た
場
合
常
に
過
失
殺
人
条
に
よ
る
訳
で
は
な
く
、
注
意
義
務
の
程
度
が
大
き
い
と
き
は

戯
殺
人
条
等
と
競
合
し
て
後
述
す
る
依
照
を
し
た
り
比
照
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
過
失
は
注
意
義
務
の
程
度
が
小
さ
い
軽

過
失
を
指
し
ま
す
。

　　　 （11）

　
夜
無
故
入
人
家
や
罪
人
拒
捕
、
父
祖
被
殴
は
正
当
防
衛
的
な
考
え
を
含
む
犯
罪
類
型
で
す
。
正
当
防
衛
の
考
え
方
は
犯
罪
類
型
の
中
に
出
て

来
る
の
で
あ
っ
て
総
則
的
な
条
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
犯
罪
類
型
の
二
は
盗
案
で
す
。
命
案
と
並
び
重
案
を
代
表
し
ま
す
。
有
意
犯
で
す
。
基
本
的
な
財
産
犯
に
強
盗
、
窃
盗
、
受
財
枉
法
、
受
財

不
枉
法
、
受
所
監
臨
、
坐
贓
の
六
贓
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
多
く
は
刑
律
賊
盗
門
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
窃
盗
罪
の
対
象
は
他
人
の
動
産
で
す
。

強
盗
や
恐
嚇
と
は
異
な
り
同
居
の
家
族
の
間
で
は
窃
盗
罪
は
あ
り
ま
せ
ん
。
窃
盗
は
非
公
然
の
通
例
他
人
が
占
有
し
て
い
る
物
の
窃
取
で
す
。

ま
た
、
そ
の
人
の
意
思
に
よ
ら
ず
に
他
人
の
も
の
を
領
得
す
る
盗
取
で
す
。
横
領
罪
や
背
任
罪
は
は
っ
き
り
独
立
し
て
お
ら
ず
自
ら
占
有
し
て

い
る
占
有
に
関
す
る
委
託
の
な
い
他
人
の
物
を
取
っ
た
と
き
は
窃
盗
罪
に
な
り
ま
す
。
盗
に
は
現
代
刑
法
に
は
な
い
搶
奪
な
る
行
為
類
型
が
あ

り
ま
す
。

　　　 （12）

　
ま
た
、
倫
紀
に
関
係
す
る
類
型
が
あ
り
ま
す
。
縁
坐
、
十
悪
、
干
名
犯
義
、
親
属
容
隠
、
子
孫
違
犯
教
令
等
が
典
型
例
で
す
。
そ
の
他
、
刑
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律
罵
詈
、
受
贓
、
詐
偽
、
犯
姦
、
雑
犯
門
等
に
官
吏
が
地
位
を
巡
っ
て
不
法
に
財
物
を
受
け
取
る
犯
罪　　　 （13）

や
姦　　　 （14）

、
放
火
、
失
火　　　 （15）

等　　　 （16）

の
犯
罪
類
型

が
規
定
さ
れ
て
い
ま　　　 （17）

す
。

　　　 (18)

官
吏
が
収
受
す
る
犯
罪
に
は
人
民
が
自
ら
の
意
思
で
差
し
出
す
財
物
を
収
受
す
る
罪
と
官
が
勢
い
を
恃
ん
で
人
民

に
差
し
出
さ
せ
た
財
物
を
収
受
す
る
（「
求
策
」）
罪
が
あ
り
ま
す
。
前
者
に
は
請
託
を
受
け
て
職
務
行
為
を
行
な
っ
た
対
価
と
し
て
賄
賂
を
受

け
た
り
そ
の
約
束
を
す
る
収
賄
罪
と
私
派
の
よ
う
に
職
務
行
為
と
し
て
収
受
す
る
罪
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
官
や
皇
帝
が
責
任
を
負
う
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
団
体
に
よ
る
犯
罪
に
つ
い
て
刑
律
は
名
例
律
の
趣
旨
を
情
理
に
沿
っ
て
補
充
す
る
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
類
型
を
記
し
て
い
ま
す
。例
え
ば
、

謀
殺
人
条
は
随
従
者
を
加
功
、行
不
加
功
、不
行
の
三
つ
に
分
け
て
い
ま
す
。強
盗
条
は
不
行
不
受
分
の
造
意
者
は
従
犯
と
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　
唐
律
よ
り
も
清
律
の
方
が
縁
坐
を
伴
う
犯
罪
の
種
類
は
多
い
し
縁
坐
す
る
親
族
の
範
囲
は
広
く
な
っ
て
い
ま　　　 （19）

す
。

　　　 （20）

　［
刑
罰
の
種
類
と
量
刑
］　
律
は
正
刑
と
し
て
五
刑
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
清
代
に
は
さ
ら
に
充
軍
、
発
遣
、
枷
号
等
の
刑
が
見
ら
れ
ま 

す
。

　　　 （21）　
律
例
は
犯
罪
類
型
に
沿
っ
て
刑
罰
を
絶
対
的
に
定
め
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
刑
が
律
例
に
よ
っ
て
明
確
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
謀
殺
も
故

殺
も
斬
候
で
あ
っ
て
刑
罰
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
団
体
に
よ
る
人
命
犯
罪
に
於
い
て
被
害
者
が
一
人
で
あ
る
と
き
原
則
と
し
て
一
人
を
死
刑

に
処
し
一
人
を
越
え
ま
せ
ん
。
窃
盗
条
は
一
人
か
ら
得
た
財
物
の
価
値
を
基
準
に
し
て
杖
六
十
か
ら
絞
監
候
に
処
し
ま
す
。
三
犯
は
贓
数
に
関

わ
ら
ず
絞
監
候
に
処
し
ま
す
。

　
量
刑
に
つ
い
て
犯
罪
類
型
に
即
し
て
で
は
な
く
総
則
的
に
言
う
条
項
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
団
体
犯
罪
の
と
き
従
犯
は
主
犯
か
ら
一
等
を
減

じ
ま
す
。
首
犯
が
死
刑
で
あ
っ
て
も
従
犯
は
死
刑
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
そ
の
違
い
は
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
年
齢
や
身
体
障
害
の
程
度

に
応
じ
て
減
刑
し
、
九
十
歳
以
上
や
七
歳
以
下
の
者
は
処
罰
し
ま
せ
ん
。
自
首
を
評
価
す
る
と
き
不
実
不
尽
の
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
死
刑
は
一

等
を
減
じ
、
人
が
告
発
す
る
の
を
知
っ
た
り
逃
叛
し
て
自
首
し
た
と
き
は
二
等
を
減
じ
ま
す
。
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縁
坐
の
刑
罰
に
は
斬
、
奴
隷
に
す
る
も
の
と
流
二
千
里
が
あ
り
ま
す
。

　　　 (22)

　
　
　
二
　
擬
律
と
刑
法
の
法
源

　
擬
律
の
仕
組
み
　
刑
律
断
罪
引
律
令
条
は
承
審
官
が
定
擬
（「
擬
律
」）
す

る
に
は
律
例
を
引
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
引
」、「
引
照
」、「
引
用
」、

「
具
引
」、「
援
引
」）
と
規
定
し
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
官
員
の
皇
帝
に
対
す

る
義
務
で
あ
っ
て
当
事
者
に
対
し
て
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義

務
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
律
例
の
引
用
の
仕
方
に
は
依
照
と
比
照
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
律

例
の
使
い
方
に
着
眼
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
引
用
の
仕
方
と
法
源
の
形
態
は
対

応
し
て
い
ま
す
。
依
照
は
取
り
上
げ
た
事
実
と
律
例
が
表
示
す
る
言
葉
の
日

常
的
意
味
に
於
け
る
要
件
事
実
と
が
一
致
し
律
例
を
適
用
す
る
と
き
の
処
理

で
す
。

　　　 （23）

律
例
は
典
型
的
犯
罪
を
規
定
し
て
い
る
の
で
依
照
に
よ
っ
て
落
着

す
る
事
案
が
存
外
多
く
あ
り
ま
す
。
比
照
は
律
例
の
条
項
を
援
引
し
参
考
に

し
て
情
理
を
適
用
す
る
処
理
で
す
。

　
法
源
と
そ
の
選
択
　［
律
例
と
情
理
］　
判
決
の
根
拠
の
存
在
形
式
を
法
源

と
呼
び
ま
す
。
権
力
分
立
の
下
に
立
法
府
が
作
っ
た
成
文
法
に
の
み
準
拠
し

て
裁
判
を
な
す
こ
と
を
原
則
と
す
る
現
代
司
法
に
於
け
る
法
源
と
は
仕
組
み

が
異
な
り
ま
す
。
皇
帝
と
法
源
の
関
係
に
つ
い
て
は
律
例
の
正
文
を
添
え
て

刑案匯覧　巻 34　刑律人命　威逼人致死条
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上
申
す
る
承
審
官
と
は
異
な
り
そ
の
根
拠
を
明
示
し
な
い
の
で
判
断
の
経
過
に
沿
っ
て
推
察
し
ま
す
。

　
刑
法
の
法
源
の
第
一
は
律
例
で
す
。

　　　 （24）

時
間
的
場
所
的
な
変
化
に
伴
う
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
律
例
は

情
理
の
内
容
を
探
る
明
確
な
手
が
か
り
に
な
る
よ
う
に
犯
罪
と
刑
罰
を
成
文
で
例
示
し
て
承
審
官
に
与
え
た
も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
定
擬
に

律
例
の
引
照
を
義
務
付
け
た
こ
と
と
も
関
係
し
承
審
官
は
手
続
を
進
め
る
と
き
の
取
り
付
き
ど
こ
ろ
を
求
め
て
引
照
す
る
蓋
然
性
の
高
い
規
定

を
作
業
仮
説
と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
捜
査
段
階
か
ら
律
例
の
条
項
を
意
識
す
る
の
で
あ
り
定
擬
の
と
き
に
始
め
て
律
例
を
見

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
審
理
の
過
程
で
は
犯
罪
の
成
否
の
判
断
と
量
刑
の
二
つ
が
不
可
分
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
犯
罪
の
成
否
の

判
断
に
は
律
例
を
使
わ
ず
量
刑
の
た
め
に
だ
け
律
例
を
使
う
と
す
る
の
は
不
自
然
で
す
。
こ
の
よ
う
な
律
例
を
軸
に
す
る
審
理
経
過
の
あ
り
方

か
ら
見
て
承
審
官
に
と
っ
て
既
に
律
例
は
単
な
る
手
が
か
り
で
は
な
く
規
範
と
し
て
自
立
し
た
法
源
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と

と
ら
え
る
方
が
無
理
が
あ
り
ま
せ　　　 （25）

ん
。

　　　 （26）

　
皇
帝
は
法
を
定
立
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
の
で
律
例
は
法
源
で
は
な
い
と
す
る
の
は
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
皇
帝
は
新
た
に
法
を
作
り
得
た

と
い
っ
て
も
既
に
あ
る
律
例
を
改
訂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
皇
帝
の
立
法
権
限
も
そ
こ
に
止
ま
り
律
例
は
よ
る
べ
き
法
源
で
あ
っ
た

と
見
る
の
が
至
当
で
す
。
律
の
体
系
は
皇
帝
も
従
う
べ
き
情
理
を
成
文
化
し
諸
王
朝
を
越
え
て
継
受
し
て
来
た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
皇
帝
の
権

力
行
使
を
制
約
す
る
た
め
に
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
皇
帝
の
判
断
を
規
制
す
る
大
き
な
規
範
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
皇
帝
も
律
例
を

無
視
せ
ず
そ
れ
は
権
力
行
使
に
対
す
る
い
わ
ば
内
在
的
制
約
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
代
法
の
法
源
の
よ
う
な
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
自
律

的
準
則
で
す
。

　
こ
の
こ
と
は
事
案
に
つ
い
て
皇
帝
が
な
し
て
い
る
判
断
の
過
程
に
沿
っ
て
律
例
の
働
き
を
見
る
と
一
層
は
っ
き
り
し
ま
す
。
皇
帝
は
手
足
と

し
て
の
承
審
官
に
律
例
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
上
申
し
た
素
案
を
受
け
て
皇
帝
は
刑
部
に
諮
問
し

て
承
審
官
の
判
断
が
正
し
い
か
否
か
を
検
証
し
ま
す
。
承
審
官
の
定
擬
が
律
例
を
間
違
っ
て
照
ら
し
て
い
る
と
評
価
し
た
と
き
は
斥
け
て
新
た
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な
判
断
を
し
ま
す
。
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
律
例
の
要
件
事
実
の
存
在
を
認
定
し
、
か
つ
そ
れ
以
外
の
事
実
を
認
定
し
て
い
な
い
と

き
に
皇
帝
が
律
例
と
は
異
な
る
処
断
を
し
て
い
る
事
案
を
検
索
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
律
例
が
皇
帝
の
判
断
に
果
た
す
役
割
は
承
審
官

の
判
断
に
対
す
る
そ
れ
と
異
な
り
ま
せ
ん
。
律
例
に
な
い
事
情
を
考
え
て
処
理
し
て
そ
の
律
例
が
事
実
上
使
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
は
あ
っ
た
と

し
て
も
律
例
を
否
定
し
そ
の
体
系
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

　
法
源
の
第
二
は
情
理
で
す
。
情
理
を
適
用
す
る
と
き
の
律
例
の
使
い
方
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
比
照
は
情
理
の
解
釈
で
あ
っ
て
律
例
の
解
釈

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
律
例
を
犯
罪
性
の
存
否
と
大
小
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
使
っ
て
情
理
の
内
容
を
探
り
ま
す
。
そ
の
探
り
方
の
第
一
は
律

例
を
作
業
仮
説
と
す
る
審
理
の
進
め
方
を
反
映
し
て
、
そ
の
文
言
を
参
照
す
る
も
の
で
す
。
仮
説
と
し
て
取
り
上
げ
て
事
実
認
定
し
た
律
例
の

条
項
の
枠
の
他
に
考
慮
す
る
べ
き
重
要
な
事
実
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
情
理
に
よ
り
ま
す
。
比
照
の
多
く
は
こ
れ
で
あ
っ
て
行
為
の
外
形

が
類
似
す
る
条
項
と
の
距
離
を
言
葉
が
持
つ
意
味
を
拡
張
し
た
り
縮
小
し
た
り
し
て
測
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
性
の
存
否
と
大
小
を
評
価
し
ま

す
。
第
二
は
行
為
の
外
形
の
類
似
性
で
は
な
く
犯
罪
性
を
比
べ
る
方
法
で
す
。
類
似
す
る
条
項
が
見
付
け
ら
れ
な
い
例
外
的
な
場
合
に
な
す
の

が
原
則
で
す
。
も
と
も
と
犯
罪
性
を
比
べ
る
の
が
比
照
の
原
理
で
あ
っ
て
行
為
の
外
形
に
着
眼
す
る
の
は
そ
う
す
る
こ
と
が
比
べ
易
か
っ
た
か

ら
で
す
。

　
比
照
は
判
断
が
余
り
律
例
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
に
す
る
働
き
を
し
ま
す
。
法
と
情
理
を
分
け
た
上
で
法
の
な
い
と
こ
ろ
も
そ
れ
程
法
の
精
神

か
ら
離
れ
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
点
に
清
代
刑
法
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
比
照
は
手
続
と
し
て
は
上
申
し
皇
帝
の
裁
可
を
求
め
ま

す
。
そ
し
て
、
裁
可
さ
れ
る
と
そ
れ
は
成
案
と
し
て
後
の
事
案
に
於
い
て
比
照
の
裁
可
を
求
め
る
上
申
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
比

照
す
る
と
き
律
例
よ
り
も
成
案
が
あ
れ
ば
む
し
ろ
成
案
を
見
る
と
言
い
ま
す
。
現
代
法
の
判
例
に
似
て
清
代
の
比
照
は
同
様
の
事
案
の
判
断
を

緻
密
に
し
統
一
す
る
働
き
も
し
て
い
ま
す
。

　
因
み
に
、
中
村
茂
夫
氏
は
結
果
に
対
す
る
予
見
可
能
性
が
な
い
と
き
に
過
失
殺
人
条
を
比
照
し
て
い
る
事
案
を
過
失
殺
人
条
の
適
用
例
と
さ

70



（12）

れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
比
照
し
て
情
理
を
適
用
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
律
が
言
う
犯
罪
類
型
と
し
て
の
過
失
殺
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
犯
罪
類
型
に
格
別
の
罪
名
は
付
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　［
法
源
の
選
択
］　
法
と
情
理
を
は
っ
き
り
と
は
分
け
ら
れ
な
い
民
事
法
源
と
は
異
な
り
刑
法
の
法
源
は
律
例
を
依
照
す
る
と
き
に
使
う
法
と

比
照
す
る
と
き
に
使
う
情
理
に
は
っ
き
り
分
か
れ
ま
す
。
刑
案
史
料
に
頻
見
す
る
正
条
と
か
（「
治
罪
」）
明
文
あ
る
い
は
治
罪
明
条
、
科
罪
明

文
と
い
う
文
言
は
律
例
を
指
し
ま
す
。
律
例
に
は
犯
罪
を
具
体
的
に
記
す
（「
治
罪
」）
専
条
と
呼
ば
れ
る
条
項
と
犯
罪
の
一
般
的
あ
る
い
は
基

本
的
な
型
を
記
す
条
項
が
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
専
条
と
言
っ
て
も
そ
れ
な
り
の
類
型
で
す
。
法
と
情
理
の
違
い
は
実
定
法
か
自
然
法
か
に
あ

る
の
で
あ
っ
て
情
理
は
常
に
一
般
的
な
内
容
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
個
別
的
な
情
理
も
あ
り
ま
す
。

　
審
理
の
対
象
が
検
察
官
が
示
す
訴
因
に
よ
っ
て
限
界
付
け
ら
れ
る
現
代
の
刑
事
裁
判
と
違
っ
て
、
承
審
官
が
審
理
の
対
象
と
す
る
事
実
の
範

囲
を
決
め
る
こ
と
が
法
源
の
仕
組
み
を
特
徴
付
け
ま
す
。
見
方
を
変
え
れ
ば
事
案
は
違
っ
て
見
え
る
の
で
あ
っ
て
審
理
の
対
象
は
複
数
あ
り
得

ま
す
。

　　　 （27）

取
り
上
げ
た
事
実
が
法
の
要
件
事
実
と
一
致
す
る
と
き
は
そ
の
法
に
よ
る
処
理
が
同
じ
事
実
に
対
す
る
情
理
に
よ
る
処
理
に
優
越
し

ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
法
の
要
件
に
な
い
事
実
を
認
定
し
異
な
る
犯
罪
類
型
と
し
て
情
理
を
適
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
法
に
よ

る
処
理
と
情
理
に
よ
る
処
理
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
は
法
源
の
形
態
と
事
案
の
情
況
を
見
て
決
め
ま
す
。
専
条
は
規
範
と
し
て
常
に
最
も
優
越
し

ま
す
。
承
審
官
は
取
り
上
げ
た
事
実
が
専
条
の
記
す
要
件
に
一
致
す
る
と
き
は
そ
れ
を
依
照
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。｛「
例
内
自
有
・
・
専

条
・
引
照
不
容
牽
混
」（
例
の
内
に
専
条
が
あ
り
ま
す
。
引
照
を
間
違
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。）｝
と
こ
ろ
が
成
文
に
な
っ
て
い
て
も
一
般
的
な

条
項
の
規
範
と
し
て
の
力
は
強
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一
般
的
な
条
項
を
依
照
す
る
よ
り
も
そ
の
条
項
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
別
の
条
項
を
比
照
し

て
情
理
を
適
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
な
り
に
優
劣
が
確
立
し
て
来
る
と
原
則
と
そ
の
調
整
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
取
り
上
げ
た
事
実
に
対
応
す
る
法
が
な
い
と
き
は
情
理
に
よ
り
ま
す
。
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ル
ー
ル
と
依
照
　
寺
田
浩
明
氏
は
法
に
は
明
確
化
、
客
観
化
し
裁
判
の
際
の
基
礎
付
け
と
な
る
ル
ー
ル
と
事
例
と
し
て
参
照
す
る
に
過
ぎ
な

い
非
ル
ー
ル
が
あ
る
。
近
代
法
は
前
者
で
あ
る
。
断
獄
に
於
け
る
律
例
は
皇
帝
を
拘
束
し
な
い
故
、皇
帝
に
と
っ
て
非
ル
ー
ル
で
あ
る
。
ま
た
、

承
審
官
が
そ
の
ま
ま
援
引
す
る
律
例
は
命
令
で
あ
り
比
照
は
新
規
立
法
で
あ
る
故
、
承
審
官
に
と
っ
て
も
非
ル
ー
ル
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

　　　 （28）

新
規
立
法
と
す
る
の
は
実
定
法
の
み
を
法
と
す
る
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
律
例
は
官
員
を
名
宛
人
に
す
る
も
の
で
あ
り
承
審
官
は
そ
れ
を
犯
罪
の
存
在
根
拠
と
し
て
捜
査
の
取
り
付
き
ど
こ
ろ
と
し
ひ
と
ま
ず
そ
れ
を

審
理
の
枠
と
し
ま
す
。
定
擬
の
た
め
の
実
体
的
準
則
と
し
て
ま
ず
は
依
照
を
目
指
す
の
で
す
。
明
確
か
つ
客
観
的
で
判
断
の
基
礎
と
な
っ
て
い

る
準
則
を
ル
ー
ル
と
定
義
す
る
と
律
例
を
依
照
す
る
と
き
そ
れ
は
ル
ー
ル
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
承
審
官
は
皇
帝
の
手
足
で
あ
る

の
で
律
例
は
皇
帝
に
と
っ
て
も
事
実
上
ル
ー
ル
と
同
じ
働
き
を
し
て
い
ま
す
。

　
寺
田
氏
の
言
う
ル
ー
ル
と
は
法
を
定
立
す
る
者
が
法
を
確
実
に
執
行
さ
せ
る
目
的
で
執
行
者
に
与
え
る
準
則
で
す
。
た
だ
、
社
会
や
法
の
特

徴
を
解
明
す
る
に
は
ル
ー
ル
の
内
容
等
を
見
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
て
ル
ー
ル
の
存
否
に
着
眼
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
す
。
官
員
が
依
照
す

る
と
き
の
律
例
は
ル
ー
ル
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
そ
こ
で
は
権
力
を
上
か
ら
下
に
委
譲
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
権
力
を
分
立
す
る
近
代
社
会
と

は
異
な
り
ま
す
。

註
（1）
　
拙
稿
「
清
代
刑
法
に
於
け
る
因
果
関
係
」（
星
薬
論
集
八
輯
）、「
清
代
刑
法
に
於
け
る
因
果
関
係
再
論
」（
同
右
書
一
一
輯
）。

（2）
　
中
村
正
人
氏
は
違
法
の
程
度
が
小
さ
い
と
き
責
任
の
小
さ
さ
が
刑
罰
を
押
し
下
げ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
限
り
で
責
任
も
犯
罪
成
立
の
要
素
と
な
る
と

さ
れ
ま
す
。｛
同
氏
「
清
代
刑
法
に
お
け
る
正
当
防
衛
（
一
）」（
法
学
論
叢
一
二
七
）
八
四
頁
｝
し
か
し
、違
法
性
も
有
責
性
も
犯
罪
行
為
類
型
の
要
素
故
、

違
法
性
か
責
任
か
を
問
わ
ず
犯
罪
性
の
小
さ
い
と
き
犯
罪
は
成
立
す
る
け
れ
ど
も
可
罰
性
は
な
い
と
す
る
こ
と
が
あ
る
と
説
明
す
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ

ま
す
。

68



（14）

（3）
　
正
当
防
衛
は
違
法
性
に
着
眼
す
る
言
葉
で
あ
り
緊
急
行
為
は
責
任
に
も
着
眼
し
た
言
葉
で
す
。
緊
急
行
為
は
違
法
性
と
と
も
に
通
例
、
責
任
も
減
少
し

ま
す
。

（4）
　
拙
稿
「
清
代
刑
法
に
於
け
る
共
同
犯
罪
」（
星
薬
論
集
二
七
輯
）、「
清
代
刑
法
に
於
け
る
自
殺
関
与
者
の
罪
責
」（
同
右
書
二
八
輯
）。
滋
賀
秀
三
「
唐
律

に
お
け
る
共
犯
」（
滋
賀
著
書
二
所
収
）。

（5）
　
中
村
茂
夫
「
縁
坐
考
」（
金
沢
法
学
三
〇
の
二
、
こ
の
論
考
に
対
す
る
筆
者
に
よ
る
書
評
が
法
制
史
研
究
三
九
に
収
載
）。

（6）
　
刑
事
細
案
は
時
に
こ
の
よ
う
な
行
為
後
の
反
省
や
個
人
の
性
格
や
経
歴
、
環
境
を
考
え
て
調
整
し
ま
す
。
人
命
犯
罪
は
原
則
と
し
て
死
刑
故
、
事
実
上

こ
れ
ら
を
考
え
る
意
味
が
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

（7）
　
命
案
に
於
い
て
累
犯
や
常
習
性
に
加
重
す
る
成
文
の
条
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（8）
　
中
村
正
人
「
清
律
誤
殺
初
考
」（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
中
国
近
世
の
法
制
と
社
会
』
所
収
、
こ
の
論
考
に
対
す
る
筆
者
に
よ
る
書
評
が
法
制
史

研
究
四
四
に
収
載
）、
同
「
清
律
誤
殺
再
考
―
―
刑
罰
軽
減
事
由
と
し
て
の
観
点
か
ら
―
―
」（
金
沢
法
学
四
九
の
一
）。

（9）
　
多
く
は
な
い
け
れ
ど
も
誤
殺
傷
と
せ
ず
に
殺
人
未
遂
と
過
失
致
死
罪
と
構
成
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。

（10）
　
中
村
著
書
。

（11）
　
清
代
初
期
に
於
け
る
過
失
の
上
限
は
中
村
茂
夫
氏
の
説
く
と
こ
ろ
よ
り
も
も
っ
と
広
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
中
村
正
人
「
清
代
初
期
に
お
け
る
過
失

殺
事
例
の
紹
介
と
若
干
の
検
討
」（
金
沢
法
学
五
五
の
二
）。

（12）
　
拙
稿
「
清
代
に
於
け
る
窃
盗
罪
」｛
星
薬
論
集
一
三
輯
、
中
国
語
訳
が
那
仁
朝
格
図
の
訳
に
よ
り
『
世
界
学
者
論
中
国
伝
統
法
律
文
化
』（
法
律
文
化
社
、

北
京
、
二
〇
〇
九
）
に
収
載
さ
れ
て
い
ま
す
｝。

（13）
　
拙
稿
「
清
代
刑
法
に
於
け
る
官
吏
が
地
位
を
巡
っ
て
財
物
を
不
法
に
収
受
す
る
罪
」（
同
右
書
一
六
輯
）。

（14）
　
拙
稿
「
清
代
に
於
け
る
性
を
巡
る
法
秩
序
と
そ
の
司
法
的
保
護
」（
同
右
書
二
〇
輯
）、同
「
清
代
に
於
け
る
妻
女
の
生
活
秩
序
を
侵
す
罪
と
そ
れ
へ
の
対
応
」

（
同
右
書
二
一
輯
）。

（15）
　
拙
稿
「
清
代
法
に
於
け
る
放
火
罪
と
失
火
罪
の
仕
組
み
お
よ
び
そ
の
被
害
の
賠
償
」（
同
右
書
一
九
輯
）。
失
火
を
な
し
た
者
に
対
す
る
処
罰
は
抑
制
的

で
す
。
過
失
殺
人
を
巡
る
準
則
の
仕
組
み
と
は
異
な
り
失
火
の
罪
責
は
予
見
可
能
性
の
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
ま
す
。
現
行
の
失
火
の
責
任
に
関
す
る
法
に

も
似
て
賠
償
責
任
も
限
定
的
で
す
。
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（16）
　
拙
稿
「
清
代
に
お
け
る
医
療
提
供
の
仕
組
み
と
違
法
な
治
療
に
対
す
る
処
罰
」｛
森
田
成
満
『
法
と
身
体
』（
国
際
書
院
、
二
〇
〇
五
）｝。

（17）
　
律
例
は
犯
罪
類
型
の
要
件
を
容
易
に
認
定
す
る
便
宜
の
方
法
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
因
果
関
係
が
存
在
す
る
事
実
を
認
定
す
る
た
め
の
保
辜
と
呼
ぶ
便

宜
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
共
同
犯
罪
に
於
い
て
犯
罪
意
思
の
形
成
に
果
た
し
た
役
割
と
実
行
行
為
の
性
格
や
態
様
以
外
の
事
実
に
着
眼
し
て
首
犯
で
あ
る

と
見
な
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
継
続
的
か
つ
組
織
的
な
犯
罪
者
集
団
で
あ
る
光
棍
が
な
し
た
犯
罪
に
つ
い
て
そ
の
構
成
員
の
責
任
は
謀
議
や
実
行

行
為
の
あ
り
方
で
は
な
く
て
組
織
内
の
位
置
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
官
員
と
人
民
に
よ
る
共
同
犯
罪
は
官
員
が
首
犯
に
な
り
ま
す
。

（18）
　
犯
罪
類
型
は
事
実
認
定
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
威
逼
人
致
死
条
が
あ
る
し
そ
れ
を
巡
る
事
案
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
現
代
に
於
い
て
自

殺
関
与
を
刑
事
事
件
と
し
て
立
件
す
る
こ
と
は
余
り
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
法
の
特
徴
と
し
て
自
由
意
思
の
存
在
を
認
定
す
る
傾
向
が
強
い
の
で
自
殺
に
他

者
の
影
響
を
認
定
す
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
し
ょ
う
。

（19）
　
謀
反
、大
逆
と
謀
叛
の
縁
坐
す
る
親
族
の
範
囲
は
広
く
父
母
、祖
孫
、兄
弟
等
に
及
び
ま
す
。
そ
の
他
の
規
定
は
妻
子
や
あ
る
い
は
同
居
の
人
に
限
り
ま
す
。

妻
子
を
縁
坐
す
る
け
れ
ど
も
父
母
は
縁
坐
し
な
い
こ
と
や
息
子
は
縁
坐
す
る
け
れ
ど
も
父
は
縁
坐
し
な
い
こ
と
と
か
同
居
の
人
を
処
罰
す
る
こ
と
が
あ
る

こ
と
は
男
系
の
血
や
尊
属
よ
り
も
社
会
的
な
人
間
関
係
の
緊
密
さ
の
実
態
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
父
母
等
よ
り
も
彼
ら
の
方
が
危
険

で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

（20）
　
律
例
の
併
合
罪
は
原
則
と
し
て
吸
収
主
義
で
す
。
た
だ
、
刑
を
加
重
し
て
い
る
事
案
も
散
見
さ
れ
ま
す
。

（21）
　
徒
は
雍
正
初
期
以
降
そ
の
省
の
駅
逓
に
発
す
る
と
さ
れ
る
が
嘉
慶
年
間
の
条
例
に
よ
っ
て
省
内
の
州
県
に
配
当
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
軍
隊

に
編
入
す
る
充
軍
は
距
離
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
流
刑
と
異
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
い
わ
ば
保
護
観
察
下
に
は
あ
っ
た
が
行
動
は
自

由
で
し
た
。
流
刑
、充
軍
に
於
い
て
清
初
は
律
の
規
定
通
り
原
則
と
し
て
妻
妾
を
同
行
さ
せ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
乾
隆
年
間
に
同
行
を
認
め
な
く
な
り
ま
す
。

十
八
省
以
外
の
辺
境
に
追
放
す
る
発
遣
は
そ
の
地
で
種
地
ま
た
は
当
差
に
従
事
さ
せ
ま
す
。
枷
号
と
は
昼
間
首
か
せ
を
し
て
さ
ら
し
者
に
し
夜
は
拘
禁
す

る
刑
罰
で
す
。
杖
刑
等
の
付
加
刑
と
し
て
使
わ
れ
ま
し
た
。
財
産
等
の
没
官
を
付
加
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
換
刑
に
収
贖
が
あ
り
ま
す
。

　
　
律
例
に
は
な
い
死
刑
執
行
の
一
方
法
と
し
て
犯
人
を
杖
で
た
た
い
て
死
亡
さ
せ
る
杖
斃
が
あ
り
ま
す
。（
拙
稿
「
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅲ
）」
一
四
頁
）。

　
　
軽
微
な
懲
罰
に
刑
責
が
あ
り
ま
す
。
事
実
上
容
認
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
伝
統
中
国
の
刑
罰
に
自
由
刑
は
な
く
そ
れ
故
刑
務
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（22）
　
縁
坐
に
於
い
て
斬
は
謀
反
、
大
逆
の
祖
父
、
父
、
子
、
孫
、
兄
弟
、
及
び
同
居
の
人
等
に
の
み
科
さ
れ
ま
す
。
妻
妾
に
死
刑
は
あ
り
ま
せ
ん
。
謀
叛
の

縁
坐
の
及
ぶ
範
囲
は
広
い
け
れ
ど
も
刑
罰
は
奴
隷
に
す
る
も
の
と
流
二
千
里
に
処
す
る
に
止
ま
り
ま
す
。
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（23）
　
法
に
よ
る
裁
判
を
な
す
現
代
に
於
い
て
事
実
が
成
文
条
項
の
文
言
か
ら
遠
い
と
き
拡
張
解
釈
に
よ
っ
て
そ
こ
ま
で
成
文
の
意
味
が
及
ぶ
と
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
法
の
解
釈
、
運
用
は
裁
判
所
が
行
い
ま
す
。
清
代
に
於
い
て
も
そ
の
よ
う
な
と
き
律
例
を
そ
れ
な
り
に
拡
張
解
釈
し
て
依
照
す
る
こ
と
も
な

く
は
な
い
け
れ
ど
も
通
例
は
情
理
に
よ
り
ま
す
。
律
例
の
解
釈
は
抑
制
的
で
あ
り
特
に
刑
罰
が
変
わ
る
程
に
犯
罪
性
の
大
き
さ
が
違
う
と
こ
ろ
ま
で
解
釈

が
及
ぶ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（24）
　
律
例
以
外
に
も
刑
罰
を
伴
う
成
文
規
定
は
あ
る
け
れ
ど
も
例
外
的
な
も
の
故
、こ
こ
で
は
触
れ
ま
せ
ん
。（
拙
稿「
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト（
Ⅰ
）」一
一
頁
）。

（25）
　
拙
稿
「
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅲ
）」
三
頁
。 

（26）
　
筆
者
は
か
つ
て
拙
稿
「
清
代
の
命
盗
事
案
に
於
け
る
法
源
と
推
論
の
仕
組
み
」（
同
右
書
二
二
輯
）
に
於
い
て
も
と
も
と
刑
法
の
法
源
は
情
理
で
あ
り
律

例
は
犯
罪
の
枠
と
刑
罰
を
決
め
る
た
め
の
例
示
に
止
ま
る
と
記
し
ま
し
た
。
た
だ
、
清
代
に
於
い
て
は
既
に
そ
の
段
階
を
過
ぎ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
本
稿

の
よ
う
に
説
明
し
ま
す
。
同
「
清
代
刑
法
に
於
け
る
自
殺
関
与
者
の
罪
責
」（
同
右
書
二
八
輯
）。

　
　
因
み
に
、
現
代
法
に
於
い
て
情
理
が
刑
事
法
源
で
あ
っ
て
成
文
条
項
は
情
理
の
内
容
を
探
る
参
考
資
料
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
と
ら
え
方
は
し
ま
せ
ん
。

成
文
法
を
規
範
と
し
て
自
立
さ
せ
て
い
ま
す
。

（27）
　
拙
稿
「
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅲ
）」
三
頁
。

（28）
　
寺
田
浩
明
「
清
代
刑
事
裁
判
に
お
け
る
律
例
の
役
割
・
再
考
―
―
実
定
法
の
「
非
ル
ー
ル
的
」
な
あ
り
方
に
つ
い
て
―
―
」｛
東
洋
文
庫
前
近
代
中
国
研

究
班
『
宋
―
―
清
代
の
法
と
地
域
社
会
』（
東
洋
文
庫
、
平
成
十
八
年
）｝、
同
「
非
ル
ー
ル
的
な
法
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
―
―
清
代
中
国
法
を
素
材
に
し

て
―
―
」（
法
学
論
叢
一
六
〇
の
三
・
四
）、
同
「
中
国
伝
統
法
に
お
け
る
法
解
釈
の
あ
り
方
」（
社
会
体
制
と
法
一
一
）、
同
「
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
―
―
」（
同
右
書
一
七
二
の
四
・
五
・
六
）。

　
　
重
案
に
つ
い
て
寺
田
氏
は
刑
罰
論
に
力
点
を
置
き
律
例
が
典
型
的
な
犯
罪
類
型
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
犯
罪
論
へ
の
着
眼
に
乏
し
い
。
犯
罪
類
型
故
、

既
に
捜
査
段
階
か
ら
そ
れ
は
作
業
仮
説
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
州
県
自
理
の
案
に
つ
い
て
寺
田
氏
は
情
理
と
個
別
事
案
の
間
で
両
者
を
媒
介
す
る
具
体
的

内
容
を
持
つ
ル
ー
ル
は
な
い
。
聴
訟
は
徹
底
的
に
個
別
的
（
ア
ド
ホ
ッ
ク
）
で
あ
り
情
理
に
沿
っ
て
い
た
と
判
決
後
に
評
価
さ
れ
る
と
し
ま
す
。
こ
の
点

は
寺
田
氏
と
全
く
見
方
を
異
に
し
ま
す
。
法
が
原
則
と
し
て
成
文
に
な
っ
て
い
る
現
代
法
と
は
異
な
り
法
と
情
理
の
ど
ち
ら
を
適
用
し
た
の
か
と
か
そ
も

そ
も
ど
こ
ま
で
成
文
の
意
味
が
及
ん
で
い
る
か
と
い
う
法
と
情
理
の
関
係
を
制
度
上
区
分
け
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
清
代
民
事
法
の
特
徴
の
一
つ
が
あ
り
ま

す
。
い
わ
ば
自
然
法
と
実
定
法
を
完
全
に
は
区
別
で
き
ま
せ
ん
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
法
理
、
あ
る
い
は
法
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
成
文
化
し
て
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い
な
い
と
し
て
も
土
地
支
配
や
家
族
は
か
く
あ
る
べ
し
と
確
信
す
る
具
体
的
法
理
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
裁
判
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
行
為
規
範
か
ら
見

る
の
が
有
益
で
あ
っ
て
裁
判
は
で
き
得
る
限
り
そ
れ
に
沿
っ
て
い
ま
す
。
調
整
す
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
そ
の
法
理
が
原
則
的
裁
判
規
範
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
そ
れ
程
個
別
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
第
三
節
　
秋
審
と
勾
到
に
於
け
る
分
別
の
法
理

　
　
　
一
　
秋
審
に
於
け
る
法
理

　
情
実
、
緩
決
、
可
矜
に
分
け
る
法
理
　
ど
の
よ
う
な
犯
罪
類
型
に
当
て
は
ま
る
か
は
定
案
手
続
で
決
ま
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
斬
、
絞
に
決
ま
っ

た
者
を
処
刑
す
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
基
準
を
問
題
に
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
減
刑
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
て
、
例
え
ば
絞
を
斬
に
変
え
る
よ
う

な
刑
罰
の
種
類
を
重
く
し
て
い
る
事
案
を
検
索
で
き
ま
せ
ん
。

　
第
一
に
、
行
為
と
行
為
者
の
悪
性
の
大
小
を
評
価
し
て
処
遇
を
決
め
ま
す
。
行
為
の
悪
性
を
見
る
点
で
原
則
と
し
て
定
案
手
続
の
そ
れ
と
同

じ
で
す
。
認
定
は
し
て
い
た
け
れ
ど
も
重
要
で
は
な
い
と
し
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
事
実
、
あ
る
い
は
秋
審
に
委
ね
て
取
り
上
げ
て
い
な
か
っ

た
事
実
や
認
定
し
て
い
な
か
っ
た
新
し
い
事
実
が
見
付
か
れ
ば
そ
れ
も
見
ま
す
。
違
法
性
を
修
正
す
る
格
別
の
事
由
に
留
意
し
ま
す
。
例
え
ば

謀
故
殺
の
場
合
動
機
や
目
的
の
よ
う
な
犯
罪
の
成
立
要
件
に
は
な
っ
て
い
な
い
違
法
性
を
修
正
す
る
事
実
を
見
ま
す
。
責
任
を
修
正
す
る
事
由

に
着
眼
し
て
行
為
者
の
悪
性
を
見
ま
す
。
行
為
の
緊
急
性
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　　　（1）

　
個
人
的
事
情
は
考
え
ま
せ
ん
。

　
第
二
は
、
定
案
後
の
事
実
で
す
。
秋
審
手
続
を
な
し
て
い
る
間
の
拘
禁
の
事
実
を
評
価
し
ま
す
。
定
案
手
続
を
記
す
条
例
が
将
来
の
秋
審
に

於
け
る
取
り
扱
い
ま
で
を
規
定
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　　　（2）

定
案
後
の
当
該
犯
罪
に
対
す
る
反
省
の
有
無
は
考
慮
し
ま
せ
ん
。
乾
隆
末
年
に
作

ら
れ
道
光
年
間
に
修
改
さ
れ
た
条
例
は
、
秋
審
手
続
の
間
拘
禁
さ
れ
て
い
る
獄
か
ら
脱
走
し
た
と
き
集
団
で
計
画
し
て
な
し
た
か
否
か
を
考
慮
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し
て
重
い
処
分
に
分
別
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　　　（3）

　
分
別
の
判
断
を
容
易
に
す
る
た
め
に
具
体
的
な
取
り
扱
い
を
示
す
法
理
が

で
き
て
来
ま
す
。
定
罪
手
続
で
謀
故
殺
と
さ
れ
た
事
案
は
格
別
の
軽
減
事
由

が
な
い
限
り
情
実
と
さ
れ
ま
す
。
闘
殺
と
さ
れ
た
も
の
は
格
別
の
事
由
が
な

い
限
り
緩
決
と
さ
れ
ま
す
。
秋
審
事
案
の
半
分
以
上
は
緩
決
と
し
て
処
理
さ

れ
て
い
ま
す
。
情
実
数
次
で
緩
決
と
し
緩
決
数
次
で
可
矜
と
す
る
と
い
う
法

理
が
で
き
ま
す
。

　　　（4）

　
そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
分
別
の
法
理
が
成
文
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

上
記
条
例
も
成
文
の
例
で
あ
る
し
、
時
に
秋
審
に
於
け
る
取
扱
い
に
つ
い
て

運
用
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
働
き
を
す
る
成
文
の
章
程
が
作
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
留
養
と
す
る
法
理　　　（5）

　留
養
（「
存
留
養
親
」）
と
は
老
疾
の
父
母
を
介
護
さ

せ
る
た
め
に
犯
人
を
皇
帝
の
裁
可
を
経
て
釈
放
す
る
制
度
で
す
。
秋
審
手
続

を
な
す
一
年
間
の
拘
禁
と
い
う
事
実
上
の
懲
罰
を
科
し
た
後
に
釈
放
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
儒
教
の
倫
理
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
て
治
安
の
維
持
に
大
き

な
障
害
に
な
ら
な
い
範
囲
で
そ
れ
を
認
め
ま
す
。
監
候
人
犯
一
般
に
通
用
す

る
も
の
で
は
な
く
緩
決
と
可
矜
に
な
っ
た
と
き
に
働
く
準
則
で
す
。

　
留
養
条
は
北
魏
律
に
始
ま
り
ま
す
。
も
と
も
と
は
一
時
的
な
執
行
延
期
の
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制
度
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
徐
々
に
事
実
上
釈
放
す
る
制
度
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。
弊
害
を
考
え
て
そ
の
後
適
用
を
厳
し
く
制
限
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
清
代

に
な
る
と
秋
審
に
取
り
込
ま
れ
て
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
闘
殺
や
殴
妻
致
死
と
い
う
殺
人
の
故
意
の
な
い
人
命
犯
罪
を
な
し
た
犯
人

の
父
母
が
既
に
死
亡
し
て
い
る
と
き
に
釈
放
し
て
承
祀
を
認
め
る
留
養
承
祀

と
呼
ば
れ
る
処
分
も
あ
り
ま
す
。

　　　（6）

留
養
承
祀
制
度
の
存
在
や
留
養
後
強
い

て
再
収
監
し
な
い
こ
と
は
留
養
が
戸
絶
を
避
け
る
性
格
を
も
帯
び
た
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。
　

　
　
　
二
　
勾
到
に
於
け
る
法
理

　
勾
到
手
続
で
は
情
実
を
執
行
す
る
勾
決
（「
与
勾
」）
と
執
行
し
な
い
未
勾

（「
免
勾
」）
に
分
け
ま
す
。
勾
到
に
は
情
実
犯
人
の
名
を
書
い
た
紙
に
皇
帝

が
引
い
た
円
が
横
切
っ
た
者
を
勾
決
と
す
る
方
法
と
刑
部
等
の
官
員
が
予
め

結
論
を
用
意
す
る
二
つ
の
行
き
方
が
あ
り
ま
し
た
。
前
者
は
処
刑
す
る
者
を

偶
然
に
よ
っ
て
選
択
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
道
光
初
年
陝
西
司
が
関
係
し

た
後
者
の
例
は
内
閣
大
学
士
が
刑
部
と
共
同
し
て
処
遇
の
意
見
を
上
奏
し
皇

帝
が
裁
可
し
て
そ
れ
を
督
撫
に
伝
え
て
実
行
さ
せ
て
い
ま
す
。
未
勾
の
理
由

と
し
て
故
な
く
犯
行
に
及
ん
だ
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
心
に

犯
行
を
な
す
気
持
ち
が
な
い
こ
と
の
二
つ
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　　　（7）

改
め
て
犯
罪
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行
為
の
違
法
性
あ
る
い
は
責
任
の
少
な
さ
を
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

行
為
と
行
為
者
の
悪
性
を
見
る
点
で
定
案
や
秋
審
手
続
の
判
断
の
仕
組
み
と

異
な
り
ま
せ
ん
。
上
級
官
衙
が
再
審
理
す
る
稟
議
制
的
手
続
の
中
で
先
行
す

る
定
案
や
秋
審
で
は
一
応
の
事
実
認
定
に
止
め
て
お
い
て
違
法
性
や
責
任
の

阻
却
事
由
の
評
価
は
後
の
手
続
に
委
ね
る
こ
と
が
時
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ

せ
ま
す
。

　　　（8）

註
（1）
　
赤
城
美
恵
子
「
清
代
に
お
け
る
秋
審
判
断
の
構
造
―
―
犯
罪
評
価
体
系
の
再

構
成
」（
法
制
史
研
究
六
三
）。

（2）
　
例
え
ば
大
清
律
例{

『
大
清
律
例
彙
輯
便
覧
』（
光
緒
二
九
年
、
成
文
出
版
社

影
印
）
を
使
用}

巻
二
六
、
刑
律
人
命
戯
殺
誤
殺
過
失
殺
条
条
例
一
三
。

（3）
　
大
清
律
例
巻
三
五
、
刑
律
捕
亡
獄
囚
脱
監
及
反
獄
在
逃
条
条
例
九
。

（4）
　
刑
案
匯
覧
続
編
巻
一
三
、
刑
律
人
命
謀
殺
人
「
山
東
撫
　
題
張
才
因
無
服
族

叔
張
高
升
之
父
張
儒
殴
傷
伊
父
張
汝
林
身
死
・
・
・
同
治
九
年
説
帖
」。
緩
決

が
時
に
永
遠
に
監
禁
す
る
刑
罰
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

（5）
　
中
村
正
人
「
清
律
『
犯
罪
存
留
養
親
』
考
（
一
）」、同
「
同
（
二
・
完
）」、同
「
同

補
考
（
一
）」、同
「
同
（
二
・
完
）」（
金
沢
法
学
四
二
の
二
、四
三
の
三
、四
五
の
二
、

四
六
の
二
、
こ
の
論
考
に
対
す
る
筆
者
に
よ
る
書
評
が
法
制
史
研
究
五
五
に
収

載
）。

秋審榜示　道光五年分

61



（21） 中国法史講義ノート（Ⅳ）

（6）
　
拙
稿
「
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅲ
）」
一
七
頁
。

（7）
　
陝
西
秋
審
榜
示
（
道
光
四
年
至
六
年
、
官
撰
）。

（8）
　
拙
稿
「
清
代
法
に
於
け
る
同
謀
共
殴
致
死
事
案
の
処
罰
の
仕
組
み
」（
星
薬
論
集
二
六
輯
）。

［
付
記
］

　
中
国
法
史
講
義
ノ
ー
ト
（
Ⅰ
）（
星
薬
論
集
二
九
輯
）
二
頁
十
二
行
目
の
刑
法
の
性
格
を
刑
法
の
国
制
上
の
位
置
に
、
十
三
行
目
の
定
案
手
続
に
於
け
る
科
刑

法
理
を
断
獄
に
於
け
る
刑
法
に
、
十
四
行
目
の
秋
審
手
続
に
於
け
る
科
刑
法
理
を
秋
審
と
勾
到
に
於
け
る
分
別
の
法
理
に
改
め
ま
す
。
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