
明
治
初
期
の
司
法
省
で
は
、
島
本
仲
道
や
江
藤
新
平
を
中
心
と
し
て
裁
判
所
設
置
が
企
図
さ
れ
た
一
方
で
、
佐
佐
木
高
行
ら
を
中
心

（
１
）

に
法
典
編
纂
が
企
図
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
前
者
は
同
時
期
の
政
局
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
後

（
２
）

者
の
動
静
に
つ
い
て
は
、
法
制
史
研
究
の
分
野
で
主
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
団
藤
重
光
氏
以
降
の
重
厚
な
研
究
史
が
存
在
す
る
。

と
り
わ
け
、
一
八
八
○
（
明
治
一
三
）
年
に
公
布
さ
れ
た
旧
刑
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
元
老
院
で
の
編
纂
過
程
を
明
ら
か
に
し

（
３
）

（
４
）

た
新
井
勉
氏
の
研
究
の
ほ
か
、
近
年
で
は
元
老
院
議
官
村
田
保
の
行
動
に
着
目
し
た
三
田
奈
穂
氏
の
研
究
が
あ
り
、
元
老
院
に
お
け
る

（
５
）

編
纂
過
程
は
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
一
方
で
、
司
法
省
に
お
け
る
旧
刑
法
の
編
纂
過
程
は
、
個
々
の

告
、
〉

吾
ｊ
）

条
文
に
つ
い
て
検
討
が
施
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
編
纂
時
の
政
治
状
況
や
思
想
状
況
と
い
っ
た
点
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
こ
う
し
た
点
が
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
、
法
制
史
研
究
そ
の
も
の
の
特
質
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
法

（
８
）

制
史
研
究
で
は
、
天
皇
制
国
家
の
支
配
原
理
の
正
当
化
が
旧
刑
法
を
通
し
て
担
保
さ
れ
た
点
や
、
旧
刑
法
の
各
条
の
検
討
を
通
し
て
近

（
９
）

代
法
と
し
て
の
性
質
を
確
認
す
る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
旧
刑
法
編
纂
時
の
政
治

は
じ
め
に

明
治
初
期
の
思
想
状
況
と
旧
刑
法
の
意
義

大
庭
裕
介
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（
川
〉

こ
れ
ま
で
、
旧
刑
法
に
つ
い
て
は
、
西
欧
型
近
代
刑
法
典
の
最
初
期
の
も
の
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
西
洋
法
的
側
面
が
強

調
さ
れ
る
一
方
で
、
岩
谷
十
郎
氏
は
旧
刑
法
に
お
け
る
尊
属
殺
人
の
重
罪
化
と
、
尊
属
に
対
す
る
正
当
防
衛
の
否
定
に
関
す
る
条
文
に

（
吃
）

着
目
し
、
旧
刑
法
を
儒
教
的
倫
理
観
と
西
洋
法
の
ア
マ
ル
ガ
ム
と
し
て
評
価
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
岩
谷
氏
の
評
価
は
旧
刑
法
の
条

文
に
対
す
る
評
価
で
あ
り
、
な
ぜ
こ
う
し
た
ア
マ
ル
ガ
ム
な
刑
法
と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
点
に
つ
い
て
は
具
体
的
に

明
ら
か
に
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
未
だ
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
旧
刑
法
の
評
価
や
思
想
的
背
景
に
関
連
し
て
、
新
律
綱
領
や
改
定
律
例
と
い
っ
た
律
系
統
の
刑
法
と
の
接
合
も
興
味
深
い

（
脇
）

点
で
あ
ろ
う
。
新
律
綱
領
や
改
定
律
例
は
清
律
を
念
頭
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
点
を
強
調
す
る
研
究
が
あ
る
一
方
で
、
新
律
綱

領
や
改
定
律
例
の
刑
罰
方
法
は
近
世
的
な
刑
罰
方
法
か
ら
既
に
脱
却
し
て
お
り
、
近
代
法
的
な
側
面
が
あ
る
と
す
る
評
価
も
存
在
す

（
Ｍ
）る

。
新
律
綱
領
や
改
定
律
例
の
評
価
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
明
治
初
期
に
お
い
て
も
旧
来
的
な
法
典
の
意
義
が
残
存
す
る
一
方
で
、

西
洋
法
の
導
入
が
企
図
さ
れ
て
お
り
、
旧
来
的
な
価
値
観
ｌ
律
や
そ
の
根
底
に
あ
る
儒
学
的
側
面
ｌ
も
ま
た
混
在
し
て
い
る
も
の

と
推
察
で
き
よ
う
。
あ
わ
せ
て
、
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
を
編
纂
し
た
法
制
官
僚
の
多
く
は
、
そ
の
ま
ま
旧
刑
法
の
編
纂
に
携
わ
っ
て

（
脂
）

お
り
、
こ
う
し
た
明
治
初
年
に
立
て
続
け
に
編
纂
さ
れ
た
法
典
の
性
格
が
旧
刑
法
を
機
に
急
速
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

そ
の
た
め
本
稿
で
は
旧
刑
法
の
性
格
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
第
一
章
・
第
二
章
で
は
司
法
省
を
取
り
巻
く
思
想
状
況
を
明
ら
か
に

し
、
第
三
章
で
は
旧
刑
法
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

状
況
を
無
前
提
に
「
近
代
化
」
「
西
洋
化
」
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
解
釈
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
も
検
討
す
る
よ
う
に
、

旧
刑
法
編
纂
が
企
図
さ
れ
た
時
期
は
、
必
ず
し
も
西
洋
法
の
導
入
の
み
が
企
図
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
当
該
時
期

（
皿
）

の
政
局
や
政
治
思
想
と
の
有
機
的
関
連
の
も
と
で
、
旧
刑
法
そ
の
も
の
を
再
評
価
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
が
本
稿
の
出
発
点

で
あ
る
。
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一
八
八
○
年
に
公
布
さ
れ
た
旧
刑
法
は
、
岩
谷
氏
が
評
価
す
る
よ
う
に
条
文
中
に
は
近
代
法
的
側
面
と
旧
来
的
道
徳
観
の
両
義
性
が

（
肥
｝

（
Ⅳ
）

散
見
す
る
。
明
治
初
期
、
内
務
省
・
工
部
省
な
ど
多
く
の
省
庁
は
、
政
治
制
度
の
西
洋
化
・
近
代
化
を
積
極
的
に
企
図
し
て
い
た
。
こ

う
し
た
「
近
代
化
」
「
西
洋
化
」
を
断
行
す
る
よ
う
な
明
治
維
新
観
を
念
頭
に
置
い
た
場
合
、
刑
法
そ
の
も
の
が
近
代
法
的
色
彩
を
帯

び
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
も
の
の
、
な
ぜ
旧
来
的
道
徳
観
も
同
時
に
旧
刑
法
に
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
検
討
の
余
地
が
残
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
司
法
省
を
取
り
巻
く
思
想
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

（
肥
）

そ
も
そ
も
明
治
政
府
発
足
当
初
に
民
衆
に
政
府
が
示
し
た
「
第
百
五
十
八
号
布
達
」
に
は
、
「
人
タ
ル
モ
ノ
五
倫
ノ
道
ヲ
正
シ
ク
ス

ヘ
キ
事
」
と
あ
り
、
儒
学
的
道
徳
観
で
あ
る
五
倫
の
遵
守
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
旧
来
的
な
道
徳
観
や
、
そ
れ
に
基
づ

（
旧
）

く
統
治
者
の
意
識
は
明
治
維
新
後
も
継
続
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
明
治
一
○
年
代
に
保
守
主
義
と
い
う
主
張
を
繰
り

返
し
た
人
物
達
の
多
く
は
、
儒
学
思
想
な
ど
の
旧
来
か
ら
の
思
想
に
主
張
の
正
当
性
の
根
拠
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
儒
学
思

一
釦
）

想
そ
の
も
の
が
形
を
変
え
な
が
ら
統
治
者
の
意
識
の
中
に
潜
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
帥
）

実
際
、
旧
刑
法
編
纂
に
関
す
る
相
談
を
山
田
顕
義
・
村
田
保
か
ら
受
け
て
い
た
木
戸
孝
允
は
、
旧
刑
法
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
時
期
、

（
鍵
）

望
ま
し
い
法
典
に
つ
い
て
、
「
不
察
民
情
ム
ャ
ミ
ニ
法
則
ヲ
立
、
束
縛
ス
ル
コ
ト
ヲ
反
省
ス
ル
事
雛
鞆
勇
燗
壁
雰
繊
甥
蛎
離
涛
噂
ル
」
と

し
て
、
民
情
に
配
慮
し
て
法
典
を
起
草
す
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
必
ず
し
も
急
進
的
な
西
洋
化
を
企
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
民
情
へ
の
配
慮
は
「
人
心
の
掌
握
」
を
念
頭
に
置
く
よ
う
な
近
世
的
な
思
想
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来

（
麹
）る

。
す
な
わ
ち
、
統
治
者
の
意
識
が
近
代
の
到
来
に
よ
っ
て
急
進
的
に
変
化
し
よ
う
筈
も
な
く
、
依
然
と
し
て
近
世
の
牧
民
官
的
発
想

一
司
法
省
を
取
り
巻
く
政
治
思
想
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が
横
た
わ
っ
て
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
旧
刑
法
編
纂
時
に
司
法
省
に
出
仕
し
て
い
た
井
上
毅
は
、
「
法
ヲ
作
ル
ハ
民
情
二
近
ツ
キ
土
俗
二
宜
ク
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル

（
割
）

ハ
、
固
ヨ
リ
論
ス
ル
コ
ト
ヲ
侍
タ
ズ
」
と
し
て
、
「
民
情
」
や
「
土
俗
」
と
い
っ
た
点
に
配
慮
す
る
必
要
性
を
う
っ
た
え
て
い
る
。

木
戸
や
井
上
の
主
張
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
民
情
」
に
配
慮
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
牧
民
官
的
発
想
は
、
こ
の
時
期
の
統
治
者
に

と
っ
て
も
依
然
と
し
て
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
牧
民
官
的
発
想
の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
儒
学
思
想
も
ま
た
、
旧
刑
法

編
纂
前
後
の
司
法
省
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
旧
刑
法
編
纂
直
前
ま
で
司
法
大
輔
を
務
め
て
い
た
佐
佐
木
高
行
は
、

（
蚕
）

「
夫
婦
ノ
交
リ
ハ
五
倫
ノ
ー
、
（
中
略
）
親
子
ダ
ル
者
ガ
親
ノ
教
示
二
随
ハ
ザ
ル
時
ハ
不
孝
ト
ス
。
不
孝
ノ
罪
ハ
大
ナ
リ
」
と
し
て
、
儒

学
の
基
本
理
念
で
あ
る
五
倫
の
遵
守
を
提
唱
し
て
お
り
、
大
法
典
に
よ
っ
て
旧
来
の
道
徳
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
思

想
が
ど
の
程
度
普
遍
性
を
も
っ
て
い
た
か
は
改
め
て
考
察
の
必
要
が
あ
る
が
、
西
洋
化
が
企
図
さ
れ
て
い
た
明
治
初
年
に
お
い
て
も
、

政
府
中
に
少
な
か
ら
ず
旧
来
的
な
発
想
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
旧
来
的
な
思
想
は
、
近
代
的
発
想
と

（
錨
）

も
融
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
制
度
の
構
築
へ
と
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
本
稿
で
は
旧
刑
法
編
纂
を
担
っ
た
法
制
官
僚
た

ち
に
よ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
旧
来
的
な
思
想
は
意
識
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
か
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

（
”
）
（
錫
）

旧
刑
法
の
編
纂
は
、
一
八
七
五
（
明
治
九
）
年
一
月
の
大
木
喬
任
司
法
卿
の
正
院
宛
伺
を
も
っ
て
本
格
的
に
着
手
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
前
年
に
は
既
に
司
法
省
に
お
い
て
刑
法
草
案
取
調
掛
が
設
け
ら
れ
、
草
案
起
草
の
下
準
備
が
始
ま
る
。
そ
の
メ
ン
バ
ー

（
認
〉

は
、
鶴
田
皓
・
平
賀
義
質
・
小
原
重
哉
・
藤
田
高
之
・
名
村
泰
蔵
・
福
原
芳
山
・
草
野
久
素
・
昌
谷
千
里
・
横
山
尚
で
あ
り
、
殆
ど
が

二
刑
法
草
案
取
調
掛
の
思
想
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こ
こ
で
鶴
田
は
、
旧
来
か
ら
の
法
体
系
で
あ
る
律
を
改
定
し
な
が
ら
も
存
続
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
お
り
、
決
し
て
西
洋
法
の
受

容
の
み
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
推
察
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
刑
法
草
案
取
調
掛
が
必
ず
し
も
一
枚
岩
と

な
っ
て
西
洋
法
に
基
づ
き
、
旧
刑
法
を
起
草
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
刑
法
草
案
取
調
掛
が
西
洋
法
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
鶴
田
の
思
想
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
旧
刑
法
編
纂
に
携
わ
っ
た
官
僚
が
西
洋
法
を
絶
対
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
に
鶴
田
を
中
心
と
し
た
刑
法
草
案
取

調
掛
の
審
議
で
は
、
西
洋
法
の
導
入
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

起
案
ノ
目
的
ト
ナ
ス
所
ハ
欧
州
大
陸
諸
国
ノ
刑
法
ヲ
以
テ
骨
子
ト
ナ
シ
、
本
邦
ノ
時
勢
人
情
二
参
酌
シ
テ
編
纂
ス
ル
コ
ト
。
尤
モ

明
法
寮
所
属
の
官
僚
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
最
も
高
位
に
あ
っ
た
の
が
鶴
田
で
あ
り
、
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
編
纂
に
も
携

わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
鶴
田
が
刑
法
草
案
取
調
掛
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

多
く
の
省
庁
が
近
代
的
発
想
に
基
づ
い
て
制
度
設
計
を
企
図
す
る
よ
う
な
時
代
背
景
の
な
か
で
、
旧
刑
法
の
編
纂
に
中
心
的
役
割
を

果
た
し
た
鶴
田
自
身
の
思
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
鶴
田
自
身
が
残
し
た
史
料
は
決
し
て
多
く
は
な
い
な
が
ら

も
、
司
法
省
視
察
団
の
随
行
後
、
佐
佐
木
高
行
に
宛
て
て
送
っ
た
書
簡
に
鶴
田
の
思
想
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。

過
日
申
上
置
候
改
正
律
一
条
、
如
何
相
成
居
候
哉
、
余
り
延
引
及
候
て
も
実
務
差
支
、
且
は
取
調
に
も
忘
却
候
様
に
相
成
候
故
、

国
ノ
刑
法
ヲ
以
テ
基
礎
ト
為
シ
、
其
他
各
国
ノ
刑
法
二
及
フ
ヘ
キ
コ
ト
。

こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
法
を
参
考
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
翻
訳
が
既
に
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
ポ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
を
雇
用
し
て
い
る
た

め
質
問
し
や
す
い
と
す
る
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
司
法
省
で
は
フ
ラ
ン
ス
法
を
念
頭
に
置
く
よ
う
な
、
明
確
な

欧
州
諸
国
ノ
刑
法
中
仏
国
ノ
刑
法
翻
訳
先
成
り
、
各
員
目
能
ク
慣
し
、
且
仏
国
教
師
雇
中
二
付
、
質
問
二
便
ナ
ル
ニ
ョ
リ
、
先
仏

（
釦
）

可
成
文
差
急
ぎ
度
奉
存
候
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根
拠
や
国
家
構
想
が
想
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
だ
旧
刑
法
編
纂
の
段
階
に
お
い
て
は
、

西
洋
法
そ
の
も
の
が
決
し
て
絶
対
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
点
を
強
調
し
た
い
。

ま
た
、
司
法
省
に
お
け
る
旧
刑
法
編
纂
に
直
接
携
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
な
が
ら
も
、
井
上
毅
も
フ
ラ
ン
ス
の
刑
罰
に
は
存
在
し
な

（
認
）

い
答
杖
刑
の
優
位
性
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
決
し
て
無
批
判
に
西
洋
法
の
導
入
が
企
図
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
通
し
て
、
こ
こ
で
は
旧
来
の
制
度
や
思
想
を
前
提
に
し
た
上
で
、
法
制
度
が
構
想
さ
れ
て

い
っ
た
点
を
指
摘
し
た
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
西
洋
法
に
対
す
る
無
批
判
な
信
仰
に
基
づ
い
て
、
日
本
近
代
法
制
度
が
確
立
さ
れ
て

い
っ
た
と
い
う
構
図
へ
の
疑
義
が
生
じ
て
こ
よ
う
。
本
章
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
司
法
省
も
ま
た
旧
来
的
発
想
を
残
し
な
が
ら
も
、
近

代
法
制
度
の
構
築
を
目
指
し
て
お
り
、
両
者
の
融
和
し
た
結
果
と
し
て
ア
マ
ル
ガ
ム
な
旧
刑
法
を
は
じ
め
と
し
た
法
制
度
が
形
成
さ
れ

て
い
く
も
の
と
強
調
し
た
い
。

前
章
ま
で
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
明
治
政
府
が
発
足
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
西
洋
的
制
度
が
優
位
性
を
持
ち
え
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
実
際
に
、
刑
部
省
で
編
纂
さ
れ
た
新
律
綱
領
は
明
律
を
、
司
法
省
で
編
纂
さ
れ
た
改
定
律
例
は
清
律
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
考

と
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
西
洋
法
を
全
面
的
に
念
頭
に
お
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
明
治
初
期
の
思
想
状
況
を
十
分
に

反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
一
方
で
、
旧
刑
法
に
は
正
当
防
衛
な
ど
の
律
系
統
の
刑
法
に
は
な
い
、
新
た
な
規
定
が
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
律
を
参
照
と
し
な
い
よ
う
な
点
が
意
識
さ
れ
て
い
っ
た
要
因
と
し
て
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
答
申
が
影
響
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

三
旧
刑
法
の
特
質
と
罪
刑
法
定
主
義
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実
際
に
刑
法
の
審
議
過
程
に
お
い
て
も
、
尊
属
親
へ
の
正
当
防
衛
の
可
否
が
問
題
化
し
、
自
然
権
的
自
己
防
衛
を
承
認
す
る
ボ
ワ
ソ

ナ
ー
ド
と
儒
学
的
秩
序
ｌ
ｌ
孝
１
１
を
承
認
す
る
刑
法
草
案
取
調
委
員
と
の
間
で
、
議
論
が
交
わ
さ
れ
、
結
果
と
し
て
尊
属
親
へ
の
正

（
お
）

当
防
衛
は
旧
刑
法
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
旧
来
的
発
想
を
よ
り
色
濃
く
残
存
・
機
能
さ
せ
る
こ
と
に

や
《
，
〃
０

ス
可
シ
卜
云
ハ
、
、
之
ヲ
信
ス
ル
ニ
於
テ
梢
々
厚
キ
ー
過
ル
カ
如
シ
◎

こ
の
史
料
に
お
い
て
、
ポ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
清
の
刑
法
が
残
酷
な
刑
罰
を
科
し
て
い
る
点
を
批
判
し
、
中
国
の
律
に
則
っ
て
刑
法
を
改

正
す
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
答
申
を
背
景
と
し
て
、
旧
刑
法
編
纂
に
際
し
て
中

国
の
律
が
参
考
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
旧
刑
法
は
中
国
の
律
を
参
照
と
し
な
い
と
す
る
点
に
お

い
て
、
こ
れ
ま
で
の
刑
法
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
の
律
が
参
照
と
さ
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し

も
す
ぐ
さ
ま
旧
刑
法
の
参
考
対
象
が
西
洋
法
へ
と
切
り
替
わ
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

中
国
の
律
が
捨
象
さ
れ
た
後
、
す
ぐ
さ
ま
西
洋
法
へ
と
参
考
と
す
る
法
典
が
移
行
し
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
、
旧
来
か
ら
の
「
道

徳
」
が
念
頭
に
お
か
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
旧
刑
法
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
、
ご
く
初
期
の
段
階
か
ら
「
罪
卜
云
う
語
ノ
本
旨
ハ
、

（
鋼
）

重
罪
ハ
道
徳
ト
公
益
ト
ヲ
害
ス
ル
コ
ト

多
ク
、
軽
罪
ハ
重
罪
ョ
リ
一
段
其
之
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
少
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
刑

法
は
罰
則
の
対
象
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
秩
序
の
創
出
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
秩
序
ｌ
刑
法

の
条
文
ｌ
と
し
て
道
徳
を
盛
り
込
む
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
既
に
第
一
章
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
儒
学
を
含
む

よ
う
な
旧
来
的
発
想
は
維
新
後
も
為
政
者
に
は
意
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
発
想
が
刑
法
に
も
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
い
え
よ

支
那
ノ
刑
法
ノ
甚
タ
残
酷
ニ
シ
テ
、
且
細
苛
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
世
ノ
周
ク
知
ル
所
ニ
シ
テ
、
其
ノ
重
ナ
ル
原
則
ハ
我
日
本
二
於
テ
ハ

既
シ
テ
今
日
ハ
死
物
ト
ナ
リ
タ
ル
ナ
リ
。
抑
々
彼
国
ノ
刑
法
ハ
、
旧
キ
記
念
碑
ナ
リ
（
中
略
）
今
之
彼
二
取
テ
以
テ
律
例
ヲ
改
正
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（
弱
）

な
っ
て
い
っ
た
原
因
と
し
て
、
旧
刑
法
の
性
質
が
罪
刑
法
定
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
罪
刑
法
定
主
義
で
は
法
の
想
定

外
に
あ
る
事
件
が
罰
則
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
逆
説
的
に
は
、
何
が
遵
守
す
る
基
準
１
１
道
徳
・
公
益
ｌ
で
あ
る

の
か
を
明
確
に
意
識
さ
せ
る
も
の
と
な
り
え
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
罪
刑
法
定
主
義
は
旧
来
的
発
想
を
残
存
さ
せ
た
の
み
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
し
た
い
。
旧
刑
法
で
は
罪
刑
法
定
主

義
を
理
念
と
す
る
大
陸
法
の
影
響
を
う
け
て
お
り
、
英
米
法
の
理
念
で
あ
る
８
ヨ
ョ
目
置
言
は
採
用
し
て
い
な
い
。
罪
刑
法
定
主
義

と
共
に
近
代
的
法
理
念
の
一
つ
と
さ
れ
る
８
日
目
目
両
君
は
、
各
地
の
慣
習
法
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
判
決
に
お
い
て
も
各
地

（
”
）

の
慣
習
が
大
き
く
左
右
す
る
可
能
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
各
地
の
慣
習
を
容
認
す
る
と
い
う
点
は
、
統
一
的
な
法
制

（
巽
）

度
の
確
立
を
目
指
す
政
府
な
ら
び
に
司
法
省
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
と
隔
た
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
罪
刑
法
定
主
義

に
よ
っ
て
、
条
文
を
細
か
く
措
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
統
一
的
法
制
度
・
法
解
釈
が
可
能
と
な
っ
た
点
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
旧
刑
法
は
、
儒
学
を
含
む
旧
来
的
発
想
を
有
す
る
一
方
で
、
統
一
的
法
制
度
・
法
解
釈
を
可
能
と
さ
せ
る
よ
う
な
近
代

的
な
側
面
も
ま
た
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
旧
刑
法
が
近
代
的
な
刑
法
へ
の
過
渡
的
法
典
と
し
て
の
意
義
を
有
し

て
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
旧
刑
法
が
過
渡
的
な
刑
法
と
な
っ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
時
期
の
政
策
構
想
に
西
洋
化
と
非
西
洋
が

絢
交
ぜ
と
な
っ
て
い
る
点
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
。

本
稿
で
は
旧
刑
法
の
持
つ
意
義
を
同
時
代
の
思
想
的
文
脈
と
の
関
連
の
も
と
で
検
討
し
て
き
た
。
旧
刑
法
編
纂
を
企
図
す
る
司
法
省

は
、
明
治
維
新
後
も
旧
来
的
道
徳
観
に
基
づ
く
治
者
意
識
と
明
治
政
府
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
西
洋
化
が
混
在
す
る
と
い
う
両
義
的
な

お
わ
り
に
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思
想
状
況
の
中
に
お
か
れ
て
い
た
。
司
法
省
を
取
り
巻
く
様
々
な
思
想
は
、
明
治
初
年
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
相
反
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
井
上
毅
や
木
戸
孝
允
ら
は
非
西
洋
的
意
識
を
持
ち
な
が
ら
も
、
積
極
的
に
西
洋
社
会
を
評
価
す
る
よ
う

な
一
面
も
有
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
明
治
初
年
は
必
ず
し
も
西
洋
と
非
西
洋
と
い
う
二
項
対
立
的
な
思
想

状
況
で
は
な
く
、
両
者
が
融
和
し
な
が
ら
も
政
治
制
度
を
構
想
し
て
い
く
点
に
特
質
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
思
想
的
状
況

を
背
景
と
し
て
、
儒
学
的
側
面
も
含
み
つ
つ
、
近
代
的
刑
法
の
一
階
梯
と
し
て
の
旧
刑
法
が
成
立
し
た
も
の
と
い
え
る
。

ま
た
、
旧
刑
法
は
尊
属
親
へ
の
正
当
防
衛
の
否
定
と
い
っ
た
儒
学
的
発
想
に
も
依
拠
し
て
お
り
、
岩
谷
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、

そ
の
性
格
は
儒
学
的
発
想
と
西
洋
的
発
想
の
ア
マ
ル
ガ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
岩
谷
氏
の
指
摘
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
旧
刑
法
の
特

質
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
多
く
が
、
旧
刑
法
の
理
念
は
罪
刑
法
定
主
義
に
あ
っ
た
と
し
、
近
世
的
法
体
系

（
釣
）
（
初
）

の
延
長
線
上
ま
た
は
大
陸
法
受
容
の
萌
芽
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
刑
法
の
性
質
は
、
西
洋
的
か
非
西
洋
的
か

と
い
う
二
項
対
立
で
片
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

｛
杣
）

た
し
か
に
明
治
初
年
の
法
体
系
の
整
備
は
、
条
約
改
正
の
た
め
の
西
洋
化
を
伴
う
国
内
改
革
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
う
し
た
国
家
目
標
は
常
に
西
洋
化
を
念
頭
に
置
く
よ
う
な
官
僚
層
の
み
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
実

際
に
司
法
省
に
お
い
て
旧
刑
法
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
法
制
官
僚
の
殆
ど
に
西
洋
を
実
際
に
見
聞
す
る
よ
う
な
経
験
が
あ
っ
た
わ
け
で

（
樋
）

も
、
西
洋
法
の
専
門
的
教
育
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
西
洋
の
法
制
度
に
対
す
る
知
識
や
理
解
が
充
分
備
わ
っ
て
い
た
と
い
え

な
い
な
か
で
、
官
僚
の
意
識
に
は
儒
学
的
発
想
を
残
し
つ
つ
、
国
家
目
標
と
し
て
西
洋
化
が
企
図
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
、
西
洋
と
非
西

洋
の
融
和
的
な
法
制
度
が
構
想
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

旧
刑
法
が
ア
マ
ル
ガ
ム
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
一
面
に
は
西
洋
的
な
発
想
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
近
代
的
な
法

制
度
を
有
し
な
が
ら
も
、
な
ぜ
現
行
刑
法
の
起
草
が
必
要
と
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
明
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確
な
国
家
モ
デ
ル
ー
そ
れ
自
体
も
政
局
の
も
と
で
粁
余
曲
折
を
経
て
成
立
し
た
も
の
だ
が
ｌ
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
明
治
一
四
年

（
禍
）

政
変
以
前
の
時
代
に
お
い
て
は
、
政
治
制
度
の
構
想
は
政
局
の
影
響
な
ど
の
様
々
な
可
変
的
な
要
素
に
基
づ
き
変
化
し
て
い
く
。
こ
う

し
た
点
か
ら
も
条
文
上
の
解
釈
に
よ
る
方
法
で
は
な
く
、
明
治
一
四
年
政
変
前
後
の
流
動
的
な
政
局
と
の
関
連
や
、
司
法
省
の
状
況
と

い
う
点
に
つ
い
て
も
目
配
せ
し
な
が
ら
論
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

註（
１
）
例
え
ば
、
高
橋
秀
直
「
留
守
政
府
期
の
政
治
過
程
」
（
「
人
文
論
集
」
二
九
巻
一
号
、
一
九
九
三
年
）
、
関
口
栄
一
「
司
法
省
と
大
蔵
省
」
（
「
法
学
」

五
○
巻
一
号
、
一
九
八
六
年
）
が
留
守
政
府
期
を
中
心
に
検
討
さ
れ
て
お
り
、
拙
稿
「
明
治
初
期
の
政
局
と
裁
判
所
設
悩
櫛
想
」
（
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
」

二
三
四
号
、
二
○
一
二
年
）
は
、
維
新
政
権
期
か
ら
大
久
保
政
権
に
か
け
て
の
裁
判
所
設
置
栂
想
の
変
遷
を
検
討
し
て
い
る
。

（
２
）
団
藤
重
光
「
刑
法
の
近
代
的
展
開
」
（
弘
文
堂
、
一
九
四
八
年
）
。

（
３
）
新
井
勉
「
旧
刑
法
の
編
纂
（
こ
」
（
「
法
学
論
鍍
」
九
八
巻
一
号
、
一
九
七
五
年
）
、
同
「
旧
刑
法
の
編
纂
（
こ
こ
（
「
法
学
論
叢
」
九
八
巻
四
号
、

新
井
勉
「
旧
刑

（
６
）
岩
谷
十
郎
「
旧
刑
法
編
纂
過
程
」
（
「
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集
」
二
六
号
、
一
九
八
六
年
）
、
新
井
勉
「
旧
刑
法
に
お
け
る
内
乱
罪

の
新
設
と
そ
の
解
釈
」
（
『
日
本
法
学
」
七
二
巻
四
号
、
二
○
○
七
年
）
、
三
田
奈
穂
「
旧
刑
法
「
数
罪
倶
発
」
条
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」
（
「
政
治
法

学
論
究
」
七
六
巻
、
二
○
○
八
年
）
な
ど
。

（
７
）
刑
法
編
纂
に
着
手
し
た
時
期
の
政
局
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
口
頭
報
告
「
旧
刑
法
編
纂
の
契
機
と
そ
の
背
景
」
（
二
○
一
二
年
度
東
ア
ジ
ア
近
代

史
学
会
大
会
報
告
）
が
あ
る
。
口
頭
報
告
の
要
旨
に
つ
い
て
は
、
「
東
ア
ジ
ア
近
代
史
学
会
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
」
（
二
○
一
二
年
）
を
参
照
。

（
８
）
吉
井
蒼
生
夫
「
近
代
日
本
の
国
家
形
成
と
法
」
（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
六
年
）
。

れ
て
い
る
。

（
６
）
岩
谷
十
郎

（
４
）
三
田
奈
穂
「
旧
刑
法
の
成
立
と
村
田
保
」
二
政
治
法
学
論
究
」
七
九
巻
、
二
○
○
八
年
）
。

（
５
）
ま
た
、
浅
古
弘
「
刑
法
草
案
審
査
局
小
考
」
（
「
早
稲
田
法
学
」
五
七
巻
三
号
、
一
九
八
二
年
）
で
は
、
元
老
院
に
お
け
る
刑
法
編
纂
過
程
が
詳
述
さ

一
九
七
六
年
）
。
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（
９
）
前
掲
吉
井
「
近
代
日
本
の
国
家
形
成
と
法
」
、
藤
田
正
「
明
治
一
三
年
刑
法
の
近
代
的
性
格
」
（
「
法
制
史
研
究
」
四
七
号
、
一
九
九
七
年
）
、
藤
原
明

久
「
明
治
一
三
年
公
布
「
刑
法
」
（
旧
刑
法
）
の
二
重
抵
当
罪
規
定
の
成
立
と
抵
当
権
の
公
証
」
（
「
修
道
法
学
」
二
八
巻
二
号
、
二
○
○
六
年
）
、
矢

田
陽
一
「
旧
刑
法
に
お
け
る
教
唆
犯
規
定
の
沿
革
」
（
「
法
学
研
究
論
集
」
二
九
号
、
二
○
○
九
年
）
な
ど
。

（
岨
）
刑
法
編
幕
時
の
政
局
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
旧
刑
法
編
纂
の
契
機
と
そ
の
背
景
」
を
参
照
。

（
皿
）
前
掲
吉
井
「
近
代
日
本
の
国
家
形
成
と
法
」
。

（
吃
）
岩
谷
十
郎
「
旧
刑
法
編
纂
に
お
け
る
「
旧
な
る
も
の
」
と
「
新
な
る
も
の
」
」
（
「
法
制
史
研
究
」
四
七
号
、
一
九
九
七
年
）
。
こ
う
し
た
岩
谷
氏
の
論

考
は
三
阪
佳
弘
・
三
成
賢
次
・
佐
藤
岩
夫
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
か
近
代
法
の
再
生
か
？
」
二
法
の
科
学
」
二
二
号
、
一
九
九
四
年
）
ら
の
指
摘
す
る
西

洋
法
体
系
を
基
準
と
し
て
日
本
近
代
法
が
成
立
し
た
こ
と
へ
の
疑
問
と
関
連
し
た
研
究
動
向
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
過
）
中
山
勝
「
明
治
初
期
刑
事
法
の
研
究
」
（
慶
応
通
信
、
一
九
九
○
年
）
。

（
Ｍ
）
水
林
彪
「
解
説
」
（
石
井
紫
郎
・
水
林
彪
校
注
「
法
と
秩
序
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
。

（
喝
）
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
法
制
官
僚
に
つ
い
て
は
、
藤
田
弘
道
『
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
編
纂
史
」
（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、

（
肥
）
内
閣
官
報
局
「
法
令
全
書
」
第
一
巻
、
六
五
～
六
七
頁
。
一
八
六
八
年
三
月
。

（
四
）
小
川
和
也
「
牧
民
の
思
想
」
（
平
凡
社
、
二
○
○
八
年
）
、
池
田
勇
太
「
明
治
初
年
に
お
け
る
木
下
助
之
の
百
姓
代
改
正
論
に
つ
い
て
」
（
「
史
学
雑
誌
」

二
八
巻
六
号
、
二
○
○
九
年
）
、
拙
稿
「
江
藤
新
平
の
政
治
思
想
」
含
日
本
歴
史
」
七
六
五
号
、
二
○
一
二
年
）
。

（
釦
）
真
辺
将
之
「
近
代
国
家
形
成
期
に
お
け
る
伝
統
思
想
」
（
「
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
」
第
四
分
冊
、
四
七
号
、
二
○
○
一
年
）
。
沼
田
哲

「
元
田
永
孚
と
明
治
国
家
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
五
年
）
。

（
皿
）
例
え
ば
、
一
八
七
五
年
七
月
二
八
日
に
は
「
村
田
保
刑
法
改
正
の
事
に
付
、
来
談
」
（
日
本
史
籍
協
会
編
「
木
戸
孝
允
日
記
」
三
巻
、
一
二
五
頁
）
、

一
八
七
五
年
八
月
一
七
日
に
は
山
田
顕
義
司
法
大
輔
が
「
司
法
中
の
数
件
」
（
前
掲
日
本
史
籍
協
会
編
「
木
戸
孝
允
日
記
」
三
巻
、
二
二
四
頁
）
に
つ

い
て
の
相
談
を
木
戸
に
持
ち
か
け
て
い
る
。

（
肥
）
前
掲
岩
谷
「
旧
刑
法
編
纂
に
お
け
る
「
旧
な
る
も
の
」
と
「
新
な
る
も
の
」
」
。

（
Ⅳ
）
勝
田
政
治
「
内
務
省
と
明
治
国
家
形
成
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
二
年
）
、
柏
原
宏
紀
「
工
部
省
の
研
究
」
（
慶
懸
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
○
○
九
年
）

な
ど
。

二
○
○
一
年
）
を
参
照
。

”



こ
の
伺
を
契
機
の
一
つ
と
し
て
、
司
法
省
で
は
旧
刑
法
の
編
纂
が
企
図
さ
れ
て
い
っ
た
。
な
お
、
裁
判
所
設
髄
櫛
想
と
旧
刑
法
編
纂
の
関
連
に
つ
い

て
は
、
前
掲
拙
稿
「
明
治
初
期
の
政
局
と
裁
判
所
設
置
櫛
想
」
を
参
照
。

（
記
）
旧
刑
法
編
纂
に
着
手
し
た
直
接
的
契
機
に
つ
い
て
は
、
前
掲
口
頭
報
告
「
旧
刑
法
編
纂
の
契
機
と
そ
の
背
景
」
を
参
照
。

（
調
）
早
稲
田
大
学
鶴
田
文
番
研
究
会
編
「
刑
法
編
集
日
誌
・
日
本
帝
国
刑
法
草
案
」
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
二
年
）
、
三
頁
。
一
八
七
五
年
五
月

（
鋤
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
「
保
古
飛
呂
比
」
六
巻
、
二
一
八
頁
一
八
七
五
年
三
月
二
四
日
付
佐
佐
木
高
行
宛
鶴
田
皓
瞥
簡
。

（
瓠
）
「
刑
法
編
集
日
誌
」
（
前
掲
早
稲
田
大
学
鶴
田
文
啓
研
究
会
編
「
刑
法
編
集
日
誌
・
日
本
帝
国
刑
法
草
案
」
）
、
四
頁
。
一
八
七
三
年
九
月
二
○
日
。

（
犯
）
井
上
毅
「
答
杖
刑
ノ
存
廃
二
関
ス
ル
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
氏
答
議
」
（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
「
近
代
日
本
法
制
史
料
集
」
第
九
巻
）
。
こ
こ
で

井
上
は
答
杖
刑
に
つ
い
て
、
「
軽
罪
二
至
テ
ハ
其
大
二
懲
役
ノ
法
二
優
レ
ル
所
ア
ル
ヲ
覚
フ
ル
ナ
リ
」
と
し
て
、
そ
の
優
位
性
を
述
べ
て
い
る
。

（
調
）
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
「
漢
律
卜
欧
律
ノ
比
較
二
関
ス
ル
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
氏
答
議
」
（
前
掲
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
「
近
代
日
本
法
制
史
料
集
」
第

九
巻
、
一
八
一
～
一
八
七
頁
）
、
一
八
七
六
年
五
月
二
五
日
。

（
”
）
大
木
喬
任
の
伺
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

本
省
職
司
法
ニ
在
り
、
成
法
ノ
得
失
適
否
二
関
ス
ル
者
固
ヨ
リ
其
建
議
ス
ヘ
キ
所
、

（
妬
）
前
掲
真
辺
「
近
代
国
家
形
成
期
に
お
け
る
伝
統
思
想
」
、
前
掲
池
田
「
明
治
初
年
に
お
け
る
木
下
助
之
の
百
姓
代
改
正
論
に
つ
い
て
」
、
坂
本
一
登
「
明

治
天
皇
の
形
成
」
（
明
治
維
新
史
学
会
編
「
講
座
明
治
維
新
四
近
代
国
家
の
形
成
」
、
有
志
舎
、
二
○
一
二
年
）
な
ど
。

（
躯
）
前
掲
日
本
史
籍
協
会
編
「
木
戸
孝
允
日
記
」
三
巻
、
四
六
八
頁
。
一
八
七
六
年
一
二
月
二
四
日
。

（
羽
）
前
掲
池
田
「
明
治
初
年
に
お
け
る
木
下
助
之
の
百
姓
代
改
正
論
に
つ
い
て
」
。

（
型
）
井
上
毅
「
司
法
制
度
意
見
書
」
（
井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
「
井
上
毅
伝
」
史
料
編
第
一
、
一
九
～
二
四
頁
）
。
な
お
、
本
史
料
の
起
草
は
一
八
七
四

（
妬
）
佐
佐
木
高
行
「
大
法
典
の
議
」
（
津
田
茂
麿
「
明
治
聖
上
と
臣
高
行
」
〈
自
笑
会
、
一
九
二
八
年
〉
、
三
○
四
～
三
○
八
頁
）
。
本
史
料
の
起
草
は

一
八
七
三
年
。

前
掲
真
辺
夛

年
。奏

ス
ル
所
ア
ラ
ン
ト
擬
ス
、
更
二
委
員
ヲ
命
シ
、
広
ク
各
国
ノ
律
書
ヲ
研
シ
、
比
較
考
証
其
上
其
厚
則
ヲ
究
メ
、
以
テ
蛮
宇
普
通
ノ
成
典
ヲ
編
シ
、

必
ス
当
年
中
ヲ
以
テ
古
ヲ
改
メ
新
ヲ
施
ノ
事
二
至
ラ
ン
ヲ
期
ス
。
（
「
刑
法
改
正
識
」
、
一
八
七
六
年
一
月
四
日
〈
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
公
文
録
」
、

明
治
九
年
一
月
司
法
省
伺
〉
）
。

乃
チ
職
制
ニ
拠
り
、
新
ダ
ニ
新
法
ノ
草
案
ヲ
起
シ
、
以
テ
進
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（
弘
）
早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
編
「
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
」
一
巻
、
二
八
～
二
九
頁
。

（
弱
）
こ
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
前
掲
岩
谷
「
旧
刑
法
編
纂
に
お
け
る
「
旧
な
る
も
の
」
と
「
新
な
る
も
の
」
」
を
参
照
。

（
妬
）
旧
刑
法
第
二
条
に
は
、
「
法
律
二
正
条
ナ
キ
者
ハ
、
何
等
ノ
所
為
ト
難
モ
之
ヲ
罰
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
藤
謙
「
日
本
に
お
け

る
「
古
典
学
派
」
刑
法
理
論
の
形
成
過
程
」
（
法
学
協
会
編
「
法
学
協
会
紀
念
論
文
集
」
第
二
巻
、
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
で
は
、
旧
刑
法
の
意
義

を
罪
刑
法
定
主
義
の
宣
言
、
身
分
を
念
頭
に
お
い
た
刑
罰
の
廃
止
、
酌
量
な
ど
の
軽
減
規
程
の
設
世
、
兇
徒
聚
衆
罪
の
設
置
と
い
っ
た
近
代
性
と
天

皇
制
国
家
に
即
し
た
法
典
で
あ
る
と
す
る
評
価
を
下
し
た
。

（
訂
）
明
治
初
年
に
各
地
で
独
自
の
刑
法
が
施
行
さ
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
手
塚
豊
「
明
治
刑
法
史
の
研
究
」
中
巻
（
慶
応
通
信
、
一
九
八
五
年
）
に

お
い
て
、
神
奈
川
県
刑
法
・
東
京
府
刑
法
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
銘
）
統
一
的
法
制
度
が
企
図
さ
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
司
法
省
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
受
容
の
端
緒
」
（
「
国
史
学
」
二
○
九
号
、
二
○
一
三

（
鋤
）
前
掲
岩
谷
「
旧
刑
法
編
纂
に
お
け
る
「
旧
な
る
も
の
」
と
「
新
な
る
も
の
」
」
。

（
㈹
）
例
え
ば
、
西
原
春
夫
「
刑
法
制
定
史
に
あ
ら
わ
れ
た
明
治
維
新
の
性
格
」
（
「
比
較
法
学
」
三
巻
一
号
、
一
九
六
七
年
）
な
ど
。

（
似
）
松
井
芳
郎
「
条
約
改
正
」
（
福
島
正
夫
編
「
日
本
近
代
法
体
制
の
形
成
」
下
巻
、
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
年
）
。
な
お
、
領
事
裁
判
制
度
が
異
な
る

法
制
度
を
有
す
る
西
洋
と
日
本
の
間
の
協
調
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
が
「
列
国
公
法
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
西
洋
を
中
心
と
し
た
国

際
法
秩
序
に
お
い
て
は
下
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
森
田
朋
子
「
開
国
と
治
外
法
権
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
五
年
）
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
妃
）
刑
法
草
案
取
調
会
議
に
お
い
て
洋
行
経
験
が
あ
る
の
は
、
鶴
田
皓
と
名
村
泰
蔵
の
二
人
の
み
で
あ
る
。
鶴
田
は
一
八
七
二
年
の
司
法
省
使
節
団
、
名

村
は
幕
末
期
の
幕
府
使
節
団
と
一
八
六
九
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
渡
欧
し
て
い
る
。
な
お
、
司
法
省
使
節
団
に
つ
い
て
は
、
藤
田
正
「
明
治
五
年
の

司
法
省
視
察
団
」
（
「
史
叢
」
三
七
号
、
一
九
八
六
年
）
が
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
網
）
鵜
飼
政
志
「
明
治
維
新
の
理
想
像
」
（
鵜
飼
政
志
・
川
口
暁
弘
編
「
き
の
う
の
日
本
」
、
有
志
舎
、
二
○
一
二
年
）
に
お
い
て
は
、
明
治
維
新
史
研
究

者
が
依
拠
し
て
き
た
通
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
て
い
る
。
鵜
飼
氏
は
、
明
治
維
新
の
評
価
に
理
想
的
な
シ
ナ
リ
オ
が
潜
在
し

て
お
り
、
明
治
維
新
史
の
評
価
が
図
式
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
明
治
維
新
を
理
想
と
し
て
で
は
な
く
、
軒
余
曲
折
の
所
産
と
し
て

評
価
す
べ
き
と
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

年
一

◎
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