
仲
長
統
に
つ
い
て

の

二
大
潮
流

、
後
者
は
鄭

に
お
い
て
、

そ
し
て
ピ
i

ク
を
越
え
る
。
一
方
、

こ
れ
ら
主
流
的
潮
流
に
対
し
て
、
悶
じ
後
漢
期
に
は
第
一
一
一
の
瀬
流
と

も

い

う

べ

そ

し

て

ピ

i
グ
を
越
え
た

り
オ
ド
を

のと
し
、

玄
のザコ

一
の
潮
流
か
ら
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

0

・
仲
長
統
列
伝
」
!
!
苅
嘩
『
後
漢
書
』
に
お
い

た
こ
の
人
々
こ
そ
、
そ
の
第
一
ニ
の
潮
流
を
形

そ
し
て
一
…
の
仲
長
統
こ
そ
、
我
々
が

で
あ
る
。
こ

て
ま
と
め

成
ず
る
も
の
で
あ
っ

お
い

れ
ら
の
人
々
は

う〉、

で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
多
く
は
古
典

堀

池

一一一一口，z
i
 

犬

的
な
儒
家
士
人
の
倫
理
、
節
義
を
持
す
る
人
々
だ
っ
た
。
彼
ら
は
そ

の
士
人
た
る
価
値
意
識
に
も
と
づ
き
、
現
実
社
会
の
動
勢
に
ま
こ
と

に
鋭
敏
に
反
応
し
た
。
彼
ら
は
現
実
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
経
験
的
合

理
牲
を
鍛
え
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
社
会
へ
の
批
判
意
識
は
旺
感
、
と

り
わ
け
世
上
に
蔓
延
し
て
い
た
い
わ
ゆ
る
天
人
感
応
思
想
(
何
休
も

灘
玄
も
そ
れ
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
〉
に
対
し
て
は

( 1 ) 

極
的
に
反
駁
を
加
え
た
。

つ
い
て

右
に
述
べ
た
ご
と
き
問
題
に
関
し
て
、
我
々
の

は
、
す
で
に
論
ず
べ
き
点
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
(
と
く
に

つ
い
て
そ
う
で
あ
る
。
は
必
要
に
応
じ
て
先
行
論
文
等
に

言
及
す
る
)
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
目
的
の
第
一
を
、

に
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
の
が
他
な
ら
ぬ
件
長
統
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
論
証
す
る
こ
と
に
お
く
。
第
二
に
、
仲
長
統
の
思
想
の
う
ち
に
漢

貌
思
想
へ
の
架
橋
的
性
格
を
見
る
こ
と
と
し
、
第
一
一
一
に
は
、
以
上
の

結
果
か
ら
必
然
的
に
、
そ
の
思
想
を
思
想
史
的
に
明
確
に
位
置
づ
け

る
こ
と
、
と
な
る
。
そ
こ
で
具
体
的
な
ト
ピ
ヅ
ク
と
し
て
、
例
歴
史



観
と
法
思
想
、

ω
富
川
礼
b

と
一
一
一
公
制
、
川
w
孝、

ω道
家
思
想
、
を

と
り
あ
げ
、
各
ト
ピ
ッ
ク
の
う
ち
に
先
の
自
的
を
浮
彫
り
に
し
て
検

証
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

一一

仲
長
統
、
字
は
公
理
、
山
陽
高
一
千
の
入
、
(
光
和
二
年
ご
ろ
生
ま
れ
る
)
。

よ
わ
い

:
:
:
獄
帝
遜
位
の
歳
〈
日
後
撲
滅
亡
の
年
)
卒
す
。
時
に
年
間
十
一

G

Q
後
漢
書
』
「
本
伝
」
〉

漢
朝
滅
亡
の
年
に
役
し
た
仲
長
統
は
、
そ
の
卒
年
の
ゆ
え
に
、
時
間

的
に
は
後
漢
悼
尾
の
思
想
家
と
し
て
位
鐙
づ
け
う
る
ο

そ
の
位
置
づ

け
に
対
応
す
る
内
実
、
す
な
わ
ち
彼
の
思
想
を
具
体
的
に
示
す
主
著

万
三
日
ご
は
、
吋
後
漢
書
b

の
「
本
伝
」
に
よ
る
と
、
か
つ
て
三
十

期
第
十
余
万
一
誌
の
規
模
を
備
え
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
現
在
に
残

る
の
は
、
「
本
伝
」
に
引
く
「
理
乱
」
「
損
益
」
「
法
誠
」
の
一
一
一
篇
、

ハ

6
〉

ハ

7
〉

コ
議
書
治
要
b

巻
関
十
五
に
引
く
九
節
、
そ
し
て

2
4一
駒
山
一
房
』
中

に
輯
逸
さ
れ
る
若
干
条
に
す
ぎ
な
い
。
決
し
て
十
分
な
量
と
は
い
え

な
い
が
、
彼
の
思
想
の
大
概
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
も
の

で
は
あ
る
ο

お
の
残
存
資
料
中
、
内
後
漢
書
h

「
本
伝
い
所
引
の
も
の
は
最
も
重

要
で
あ
る
が
、
そ
の
腎
頭
「
斑
乱
い
儲
酬
は
つ
、
ぎ
の
ご
と
く
始
ま
る
。

豪
傑
の
天
命
に
当
る
も
の
も
、
米
だ
始
め
よ
り
天
下
の
分
有
ら

ざ
る
な
り
。
天
下
の
分
無
き
が
ゆ
え
に
戦
争
な
る
も
の
競
い
起

る
。
こ
の
時
に
お
い
て
、
並
び
に
天
威
を
偽
銭
し
、
方
留
に
矯

拠
し
、
甲
丘
ハ
を
擁
し
て
我
と
才
智
を
角
い
、
勇
力
を
程
り
て
我

と
雌
雄
を
競
え
ど
も
、
去
就
を
知
ら
ず
し
て
天
下
を
疑
い
誤
つ

も
の
、
け
だ
し
数
う
べ
か
ら
ず
。

天
命
を
受
け
た

J
家
傑
υ

た
ち
と
て
当
初
か
ら
そ
の
天
命
を
一
気
に

成
就
す
る
ほ
ど
の
(
政
治
的
・
経
済
的
・
軍
事
的
)
条
件
を
備
え
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
条
件
の
整
備
の
た
め
の
争
い
す
ら
も
生
ず

る
。
ま
た
受
命
の
豪
傑
た
ち
と
い
っ
て
も
そ
の
大
部
分
は
、
天
命
・

地
域
の
与
翠
な
ど
を
偽
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
野
望
挫
折
の

者
の
数
は
、
歴
史
的
に
み
て
は
か
り
知
れ
ぬ
、
と
い
う
。
仲
長
統
に

と
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
天
命
(
呪
術
的
決
定
論
と
い
え
る
)
は
歴
史
の

運
動
法
則
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
偽
鮫
」
の
語
、
が

一
部
す
よ
う
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
喪
失
し
て
い
た
。
一
般
的
に
一
一
一
一
日
っ
て
、

伸
長
統
は
「
天
神
」
つ
天
威
」
「
天
命
」
「
天
議
」
な
ど
を
性
急
に
一
公

定
し
て
は
い
な
い
。
た
と
え
ば
、

京
師
、
伝
邪
の
医
な
け
れ
ば
則
ち
天
神
降
る
べ
く
、
地
紙
出
づ

ベ
し

o

Q

群
来
日
治
要
』
第
一
節
)

昔
、
高
祖
、
秦
・
項
〈
羽
〉
を
設
す
。
:
:
:
光
武
、
築
泣
(
主
芥
)

つ
O
i
-
-
-
皆
、
受
命
の
聖
主
な
り
。

( 2 ) 

〈
吋
群
書
治
要
h

第
八
節
)

政
、
平
ら
か
に
し
て
、
氏
、
安
ん
じ
て
各
お
の
そ
の
所
を
得
れ



お
自

ば
、
別
ち
天
地
は
ま
さ
に
自
ず
か
ら
我
に
従
い
て
正
し
く
、
休

祥
は
ま
さ
に
自
ず
か
ら
我
に
応
じ
て
集
ま
り
、
恋
物
は
ま
さ
に

自
ず
か
ら
我
を
会
て
て
亡
ぴ
ん
と
す
。
〈
吋
群
建
治
要
』
第
八
節
)

の
ご
と
く
当
代
の
天
人
観
を
慕
本
的
に
は
承
け
て
い
た
。
だ
が
そ
れ

は
、
じ
つ
は
従
来
の
も
の
と
は
百
八
十
度
こ
と
な
る
自
然
観
を
前
提

と
し
、
そ
れ
の
許
符
す
る
範
協
に
お
い
て
肯
定
し
て
い
た
の
で
あ

ハ
8
〉

る
。
そ
の
自
然
観
は
、
「
天
い
の
持
つ
機
能
か
ら
呪
術
的
宗
教
性
を

剥
奪
し
、
も
つ
ば
ら
自
然
現
象
と
し
て
の
み
「
天
」
を
と
ら
え
よ
う

(
9〉

と
す
る
も
の
だ
っ
た
。

問
者
日
く
、
天
下
を
治
め
る
者
は
こ
れ
を
人
事
に

か
、
そ
も
そ
も
亦
た
こ
れ
を
天
遂
に
取
ら
ん
か
。

に
取
る
も
の
は
四
時
の
宜
し
き
を
謂
う
の
み
。

に
せ
ん

日
く
、
天
道

第
八
節
〉

天
道
を
信
じ
て
人
事
に
背
く
も
の
は
こ
れ
昏
乱
迷
惑
の
主
、
国

を
く
つ
が
え
し
家
を
亡
う
の
尽
な
り
。
〈
吋
“
群
書
治
要
b

第
八
節
〉

人
事
吉
本
と
な
し
、
天
道
を
末
と
な
す
oQ

群
書
治
面
否
第
八
節
)

仲
長
統
は
天
を
自
然
的
な
も
の
に
限
定
し
、
人
事
は
人
為
と
し
て
人

間
の
側
に
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
は
人
事
先
行
に
よ
り

社
会
に
そ
の
影
響
が
現
わ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
全
体
と
し
て
天

の
し
わ
ざ
と
表
現
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
天
人
関
係

は
一
種
の
比
倫
的
な
も
の
と
さ
れ
、
呪
術
性
を
そ
な
え
た
超
越
的
実

体
的
な
天
は
否
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
ご
と
く
し
て
然
る
の
も
も
っ
て
天
性
を
用
い
、
人
理
を

究
め
、
頓
路
を
輿
し
、
断
絶
を
属
け
、
遺
漏
を
網
羅
し
、
天
人

を
扶
押
む
べ
し

o

Q

本
伝
」
引
「
損
議
」
篇
)

き
て
、
話
を
も
と
に
も
ど
す
と
、
彼
の
液
史
観
は
天
の
権
威
に
で

は
な
く
、
「
天
下
の
分
」
と
い
う
客
観
的
条
件
に
も
と
づ
く
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
代
の
支
配
者
漢
朝
を
権
威
ミ
つ
け
る
も
の
も
(
天

で
は
な
く
〉
客
観
条
件
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

漢
は
悼
大
力
に
よ
っ
て
打
倒
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
(
漢
期
支
配
の
終
滅
〉

を
論
理
的
に
示
し
う
る
こ
と
に
も
な
る
。
先
の
「
理
乱
」
篇
の
続
き

に
「
そ
れ
或
い
は
曾
て
我
々
の
尊
長
た
り
、
或
い
は
曾
て
我
と
等
傍

た
る
に
、
或
い
は
曾
て
我
に
臣
虜
し
、
或
い
は
脅
て
我
に
執
囚
さ

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
同

様
の
論
理
に
お
い
て
、
来
る
べ
き
政
権
(
曹
操
あ
る
い
は
そ
れ
と
類
似

の
政
権
成
立
は
、
特
長
統
に
は
か
な
り
確
実
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
)
の
命
運

も
、
漢
朝
と
同
様
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
見
通
し
て
い
た
か
も
し
れ

ハ
日
)

な
い
。
そ
の
意
味
か
ら
す
る
と
、
彼
の
歴
史
観
を
示
す
次
の
文
な
ど

は
、
新
政
権
へ
の
悲
観
的
な
予
言
を
含
む
と
も
い
え
る
。

ゃ

怨
毒
は
聯
む
な
く
、
過
乱
は
並
び
起
こ
り
、
中
国
擾
撰
す
れ

ば
、
四
夷
は
侵
犯
し
て
、
土
崩
瓦
解
し
、
一
朝
に
し
て
去
る
。

( 3 ) 



:
:
存
亡
こ
れ
を
も
っ
て
代
を
迭
え
、
政
乱
こ
れ
よ
り
周
復
す

お
お
い
な
る
き
ま
り

る
は
、
天
道
常
に
然
る
の
大
数
な
り
。

(
「
本
伝
」
引
「
理
乱
」
篇
)

こ
の
歴
史
観
は
、
秦
・
阿
漢
王
朝
(
そ
れ
に
記
籍
中
の
古
代
国
家
を
含

め
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
〉
の
具
体
的
経
験
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
〈
そ
し
て
そ
の
認
識
は
悲
観
的
傾
向
に
あ
っ
た
が
)

と
も
か
く
仲
長
統
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
図
式
化
し
て
い
る
。

「
豪
傑
の
天
命
に
当
る
も
の
」
に
よ
っ
て
動
乱
の
内
に
創
法
さ
れ

た
下
一
朝
は
、
「
継
体
の
時
に
及
ん
で
民
心
定
ま
り
:
:
:
豪
傑
の
心
す

で
に
絶
え
て
民
の
志
す
で
に
定
ま
る
い
〈
「
本
伝
」
引
「
理
乱
」
)
と
い

う
安
寧
期
を
経
て
、
や
が
て
「
か
の
後
納
の
滋
主
;
:
:
乃
ち
そ
の
私

は

し

ば

し

唱
に
奔
り
そ
の
邪
欲
に
鰐
る
。
君
館
、
淫
を
玄
め
、
上
下
、
恕
を
同

じ
く
す
i

…
〈
「
本
伝
」
引
「
現
乱
」
〉
と
い
う
没
落
に
至
る
。
図
式
は
、
勃

興
l

安
定
i

没
落
で
あ
る
が
、
勃
興
と
没
落
は
事
実
上
動
乱
期
と
し

て
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
安
寧
i

動
乱
の
、
き
わ
め

て
素
朴
単
純
な
弁
証
法
的
な
認
識
が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
と
も
か

く
そ
れ
は
、
仲
長
統
に
と
っ
て
、
実
地
体
験
に
も
と
づ
く
経
験
別
だ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
絶
対
的
準
別
で
あ
り
、
た

ん
に
漢
一
朝
の
み
に
あ
て
は
め
る
べ
き
も
の
と
は
ち
が
っ
て
い
た
だ
ろ

う
こ
と
は
言
っ
て
も
よ
い
と
忠
わ
れ
る
。

彼
の
際
史
観
に
は
ま
こ
と
に
悲
観
的
な
色
彩
が
漂
っ
て
い
る
が
、

し
か
し
一
方
で
は
こ
の
よ
う
に
単
純
で
は
あ
る
が
大
い
に
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
要
素
を
も
包
含
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
摩
史
の
各
段
階
に
お
い

て
採
用
す
べ
き
政
治
理
念
は
決
し
て
回
定
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

彼
は
ま
ず
本
質
的
に
儒
教
の
徒
で
あ
っ
た
。
統
治
の
際
は
、
「
徳

教
は
人
為
の
常
任
な
り
」
「
教
化
は
札
義
を
も
っ
て
宗
と
な
し
、
礼

義
は
典
籍
を
も
っ
て
本
と
な
す
」
(
以
上
司
群
書
治
要
」
一
第
一
節
)
と
、

徳
治
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
他
「
道
徳
仁
義
は
天
性
な
り
、
こ
れ

を
識
り
て
も
っ
て
そ
の
物
を
成

Li---
こ
れ
を
笠
し
て
そ
の
光
を
発

す」

Q
意
林
』
巻
五
、
吋
太
平
御
覧
』
巻
問
O
二
、
吋
文
選
』
「
広
絶
交
論
」
李

養
詑
〉
、
あ
る
い
は
統
治
の
た
め
の
教
化
を
必
須
と
し
て
、
「
有
道
を

教
え
、
不
義
を
禁
じ
、
身
、
ず
か
ら
も
っ
て
こ
れ
に
先
ん
ず
る
は
令
徳

な
る
も
の
な
り
。
:
;
:
忠
仁
を
上
と
な
し
勤
め
て
も
っ
て
こ
れ
を
守

る
は
そ
の
成
る
こ
と
返
し
と
い
え
ど
も
君
子
の
法
な
り
」

Q
群
議
治

要
b

第
一
節
〉
と
い
い
、
ま
た
天
人
感
応
を
肯
定
す
る
当
時
の
通
俗
儒

教
と
は
一
線
を
)
倒
し
て
、
「
札
容
を
粛
み
、
中
正
に
間
的
り
、
道
徳
を

康
ん
じ
、
仁
義
を
緩
み
、
記
入
地
を
敬
ま
い
、
京
臓
を
格
ま
う
は
此
れ

吉
祥
の
術
な
り
。
不
幸
に
し
て
災
有
れ
ば
別
ち
己
れ
を
克
め
、
郊
の

ふ復
む
所
を
索
む
る
な
り
i

…
(
吋
群
者
治
要
b

第
五
節
〉
と
、
古
典
的
儒
教

へ
の
信
仰
釈
を
吐
露
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
の
延
長
上
に
、
〈
も
ち
ろ
ん

天
の
自
然
的
把
握
も
含
め
て
〉
天
人
感
応
に
も
と
づ
く
統
治
へ
の
否
定

( 4 ) 



が
あ
る
。

お
ろ
そ
か

郊
社
を
簡
に
し
祖
禰
を
慢
に
し
、
時
令
に
逆
ら
い
大
艇
に
背

き
、
反
っ
て
福
祐
を
不
祥
の
物
に
求
め
、
一
一
戸
川
誠
を
愚
惑
の
人
に

取
る
は
ま
た
誤
ち
な
ら
ず
や
。
か
の
図
家
磁
舎
、
転
局
天
を
指

み
ォ
，
.D

す
も
の
は
自
ら
室
家
を
し
て
滑
利
な
ら
し
む
能
わ
ず
。
-

人
午
、
下
に
厳
禁
し
て
上
は
去
ら
ざ
る
、
教
化
の
法
に
非
ざ
る
な

も
ろ
も
ろ

り
。
諮
の
厭
勝
の
物
は
礼
の
祭
に
非
ず
。
み
な
よ
ろ
し
く
急

ぎ
除
く
べ
き
も
の
な
り
。
(
円
群
書
治
要
』
第
五
節
〉

こ
の
よ
う
に
、
仲
長
統
の
本
質
に
は
儒
教
理
念
が
脈
?
と
流
れ
て

い
た
が
、
政
治
理
念
は
国
定
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
そ
の
柔
軟

な
立
場
は
、
徳
治
の
機
能
し
え
ぬ
状
況
下
で
は
他
の
方
途
、
具
体
的

に
は
法
刑
に
よ
る
統
治
が
登
場
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
と
い
う

よ
り
も
、
積
極
的
に
法
刑
適
用
を
推
進
す
る
の
で
あ
っ
た
。

ャ
A
m
v
O

時
に
利
し
き
こ
と
有
る
も
の
を
作
り
、
物
を
使
に
す
る
こ
と
有

き
ま
れ
ソ
そ
む

る
も
の
を
制
る
は
、
為
す
べ
き
な
り
。
事
の
数
に
措
く
も
の
有

も
て
あ
r
て

り
、
法
の
時
を
翫
ぶ
も
の
は
改
む
べ
き
な
り
。

ハ
「
本
伝
」
引
「
損
益
」
篤
〉

情
、
止
ま
る
所
無
け
れ
ば
、
札
、
こ
れ
が
倹
と
為
り
、
欲
、
斉

す
一
昨
無
け
れ
ば
、
法
、
こ
れ
が
防
と
為
る
。
礼
を
越
ゆ
れ
ば
宜

し
く
隠
す
べ
し
。
法
を
験
ゆ
れ
ば
宜
し
く
刑
す
べ
し
。
先
王
の

人
事
を
紀
綱
せ
し
ゆ
え
ん
な
り
。
(
『
群
書
治
要
』
第
五
節
〉

儒
法
等
備
の
こ
の
立
場
は
、
古
典
儒
教
に
拠
る
仲
長
統
に
は
一
見
そ

ぐ
わ
ぬ
が
、
し
か
し
治
腐
平
天
下
が
儒
教
の
究
極
の
目
的
で
あ
る
か

ぎ
り
、
彼
に
と
っ
て
決
し
て
矛
盾
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
徳
治
と
法
治
と
の
関
係
は
、
前
漢
以
来
、
国
家
統
治
の

根
本
に
か
か
わ
る
援
要
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
漢
代
を
通
じ
て
の
共

通
理
解
は
、
お
お
む
ね
、
法
治
は
儒
教
の
枠
組
下
に
お
い
て
一
定
の

存
在
意
義
あ
り
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
豆
巴
に
云

う
、
「
天
秩
有
礼
」
「
天
討
有
罪
」
と
。
故
に
聖
人
は
天
秩
に
因
り
て

五
礼
一
を
制
し
、
天
討
に
関
り
て
五
加
を
作
る
」
(
吋
後
漢
書
』
「
刑
法
志
」
〉

の
ご
と
く
経
書
の
権
威
の
も
と
に
儒
法
両
立
、
儒
主
法
従
の
理
念
が

広
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
思
想
的
方
向
性
は
援
史
的
に
は
、
高
祖
の
持

に
蒲
何
が
策
定
し
た
統
治
方
法
1
法
治
を
、
儒
教
が
経
常
的
に
侵
襲

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
徳
治

〈
円
以
〉

の
心
情
重
視
の
立
場
は
、
古
来
存
在
し
た
「
五
刑
」
な
る
刑
罰
体
系

か
ら
、
中
間
的
刑
認
と
し
て
の
種
々
の
肉
刑
を
抑
制
去
し
、
死
罪
と
答

刑
と
の
重
軽
一
向
穣
に
刑
罰
を
押
し
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
傾
向
は
前
漢
恵
・
文
帝
期
か
ら
じ
わ
じ
わ
と
現
れ
て
く
る
。

立
に
肉
加
を
徐
か
ん
と
す
る
は
本
よ
り
民
を
全
う
せ
ん
と
欲
す

る
〈
徳
治
精
神
〉
を
も
っ
て
な
り
。
ハ
と
こ
ろ
が
〉
髭
錯
(
髪
切
り
・

首
か
せ
〉
の
一
等
を
去
り
て
転
じ
て
大
野
(
死
罪
〉
に
入
る
る
は
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あ
み

死
を
も
っ
て
民
を
問
し
、
本
恵
を
失
う
な
り
。
故
に
死
者
、
歳

ご
と
に
万
を
も
っ
て
数
う
る
は
刑
の
重
き
の
致
せ
し
所
な
り
。

ハ
逆
に
軽
刑
で
は
〉
穿
議
の
盗
、
念
怒
し
て
の
傷
入
、
男
女
の
淫

鉄
、
吏
の
姦
蔵
を
為
す
に
歪
れ
る
も
、
か
く
の
ご
と
き
悪
は
発

こ
骨
り

鉛
の
訟
に
て
は
又
懲
す
に
足
ら
ず
。
故
に
刑
さ
る
者
、
歳
ご
と

に
十
万
を
も
っ
て
数
う
る
も
民
す
で
に
畏
れ
ず
、
又
曾
て
恥
と

せ
ず
。
郊
の
軽
き
の
生
ぜ
し
所
な
り
。
(
『
漢
書
』
「
刑
法
志
」
〉

か
く
し
て
漢
代
を
通
じ
て
法
は
儒
の
枠
組
下
に
と
り
こ
ま
れ
、
又
、

儒
教
の
徳
治
優
先
は
法
の
構
造
を
非
常
に
歪
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
に
も
と
守
つ
い
て
仲
長
統
の
儒
法
思
想
を
見
て
み
る
と
、

ま
ず
浮
か
び
あ
が
る
も
の
に
彼
の
肉
刑
復
活
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
規

準
を
失
っ
て
い
た
当
時
の
刑
法
に
合
理
的
規
準
を
回
復
し
、
そ
れ
を

統
治
の
基
盤
に
鐙
く
こ
と
に
よ
っ
て
乱
世
を
治
平
に
転
じ
て
、
儒
教

的
統
治
を
行
使
し
う
る
社
会
を
作
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

肉
刑
の
廃
せ
ら
れ
る
や
、
ハ
mw
の
〉
軽
量
に
口
問
ハ
級
〉
無
し
。
死

(
滅
)

を
下
ず
れ
ば
別
ち
舜
鉛
を
得
、
発
鉛
を
下
ず
れ
ば
別
ち
鞭
答

(
む
ち
う
ち
〉
を
得
。
死
者
は
復
た
生
く
べ
か
ら
ず
し
て
発
は
人

を
傷
め
ず
ο
髭
答
の
中
罪
を
懲
す
る
に
足
ら
ざ
る
に
、
安
ん
ぞ

死
に
歪
ら
ざ
る
を
得
ん
や
。
そ
れ
難
狗
の
撰
籍
、
男
女
の
淫

奔
、
栴
憾
の
賂
選
、
謬
誤
の
傷
害
、
み
な
死
に
億
す
る
も
の
に

非
ず
。
〈
そ
れ
な
の
に
〉
こ
れ
を
殺
す
は
則
ち
甚
だ
重
く
、
こ
れ

か

み

き

あ

た

を
売
る
は
財
ち
甚
だ
軽
し
。
中
刑
を
制
し
て
そ
の
罪
に
称
ら
ざ

れ
ば
則
ち
法
令
、
安
ん
ぞ
参
差
せ
ざ
る
を
得
ん
。
殺
生
、
安
ん

ぞ
過
謬
せ
ざ
る
を
得
ん
。
:
:
:
科
条
、
準
ず
る
所
な
く
、
名
実

相
い
応
ぜ
ざ
る
は
、
恐
ら
く
は
帯
王
の
通
法
・
聖
人
の
良
制
に

非
ざ
る
な
り
。
:
:
:
今
、
五
剤
(
五
つ
の
肉
掛
川
1
墨
・
劉
・
宮
・
別
・

(
は
)

殺
〉
を
し
て
品
あ
ら
し
め
、
軽
重
、
数
あ
ら
し
め
、
科
条
、
序

あ
ら
し
め
、
名
実
、
正
あ
ら
し
む
れ
ば
、
殺
人
・
逆
乱
・
鳥
獣

の
行
の
甚
だ
重
き
も
の
に
非
ざ
れ
ば
み
な
殺
す
こ
と
勿
ら
ん
。

(
「
本
伝
」
引
「
損
益
」
篇
〉

発
答
で
は
軽
す
、
ぎ
、
死
罪
で
は
重
す
、
ぎ
る
行
中
刑
u

を
、
肉
刑
の
形

で
恢
復
す
れ
ば
、
刑
罰
は
そ
の
罪
状
に
き
め
細
か
く
対
応
で
き
、
結

果
的
に
は
無
用
の
死
罪
を
避
け
る
と
い
う
徳
治
の
精
神
に
も
通
ず

る
。
ま
た
彼
に
よ
る
と
か
か
る
法
の
運
用
は
も
っ
ぱ
ら
儒
教
的
君
子

で
な
け
れ
ば
不
可
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
徳
治
を
心
得
ぬ
小

人
が
法
を
運
用
し
た
な
ら
ば
も
た
ち
さ
れ
る
も
の
は
乱
世
の
み
だ
か

ら
で
あ
る
。

君
子
は
法
制
を
用
い
て
化
に
歪
り
、
小
人
は
法
舗
を
用
い
て
乱

に

至

る

。

(

「

本

伝

」

引

「

損

益

」

論

〉

仲
長
統
の
法
重
視
は
あ
く
ま
で
も
徳
治
を
基
盤
と
し
て
い
た
が
、
重

要
性
と
い
う
点
か
ら
は
徳
治
・
法
治
は
対
等
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
仲
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長
統
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
、
僚
を
中
心
と
し
つ
つ
法
家
的

〈
悶
〉

色
彩
を
も
っ
、
と
い
う
よ
り
も
、
儒
法
一
如
、
法
は
儒
の
中
核
に
先

壊
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
(
論
理
的
に
は
、
実
質
的
に
は
法
治
で
あ

っ
て
も
、
儒
教
的
徳
治
で
あ
る
と
称
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
こ
と
〉
で
あ
り
、

そ
れ
は
儒
教
的
徳
治
の
内
突
が
変
絡
し
は
じ
め
て
い
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
又
そ
れ
は
漢
代
を
通
じ
て
徳
治
の
過
剰

i
i
「
春
秋
折

(
M〉

獄
」
の
ご
と
き
立
場
を
含
む

i
i状
態
に
あ
っ
た
、
競
何
・
叢
仲
倍

以
来
の
儒
法
の
折
り
合
い
の
つ
け
具
合
に
つ
い
て
、
新
た
な
儒
i
法

関
係
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
仲
一
長
統
自
身
は
そ
れ
を

「
関
川
氏
の
秘
典
(
す
な
わ
ち
円
周
礼
b

を
柄
、
ぎ
、
日
侯
の
祥
刑
〈
吋
尚

き
「
日
一
刻
」
〉
を
桁
ぐ
も
の
に
し
て
、
此
れ
又
よ
ろ
し
く
復
す
べ
き
の

善
き
も
の
な
り
い
(
「
本
伝
」
引
「
誤
益
」
篇
〉
の
ご
と
く
意
識
し
て
い

た
。
つ
ま
り
現
実
主
義
の
法
治
論
の
背
景
に
は
、
強
い
儒
家
意
識
が

流
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
仲
長
統
の
提
起
し
た
儒
!
法

構
造
は
、
漢
代
の
儒
法
雑
殺
の
ひ
と
つ
の
帰
結
を
示
す
も
の
だ
っ
た

と
い
え
よ
う
。三

つ
ぎ
に
彼
の
行
政
論
で
あ
る
が
、
彼
の
そ
れ
は
き
わ
め
て
現
実
的

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
現
実
性
も
や
は
り
儒
教
の
原
理
に
帰
結
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
行
政
組
織
論
と
し
て
の
「
什
伍
の
制
」
を
見
よ

。
￥勺
J

向
て
天
下
の
一
戸
は
千
万
を
過
ぐ
。
そ
の
老
弱
を
除
き
、
た
だ
一
戸

に
一
丁
の
壮
あ
れ
ば
則
ち
千
万
人
な
り
。
:
:
:
了
壮
十
人
の

中
、
必
ず
そ
の
什
伍
の
長
た
る
に
堪
え
る
も
の
あ
り
。
什
長
己

上
を
披
せ
ば
別
ち
百
万
人
な
り
。
又
、
十
も
て
こ
れ
を
取
れ
ば

別
ち
史
を
佐
く
る
の
才
、
す
で
に
十
万
人
に
上
る
。
又
、
十
も

て
こ
れ
を
取
れ
ば
対
ち
政
理
の
位
に
在
ら
し
む
べ
き
も
の
、
万

人
な
り
。
:
:
:
此
の
制
を
充
た
し
て
も
っ
て
天
下
の
人
を
用
う

れ
ば
、
猶
お
儲
あ
り
、
何
ぞ
不
足
を
嫌
わ
ん
や
。

〈
「
本
伝
」
引
「
損
益
」
第
)

こ
の
制
度
に
よ
る
人
材
登
用
、
登
用
さ
れ
た
人
材
の
適
所
へ
の
配
霞

「
閣
を
制
す
る
に
以
て
人
を
分
ち
、
政
を
立
つ
る
に
以
て
事
を
分

つ
」
(
「
本
伝
」
引
「
損
益
b
c
そ
し
て
適
所
配
材
に
も
と
づ
く
屯
田
制

の
先
般
と
も
い
え
る
新
田
開
発
論
「
今
、
遠
州
の
県
あ
る
い
は
相
い

去
る
こ
と
数
百
千
里
、
山
陵
湾
沢
多
き
と
い
え
ど
も
、
な
お
人
を
居

ら
し
め
て
種
穀
す
ベ
し
」
ハ
「
本
伝
」
引
「
損
益
」
)
、
ま
た
こ
れ
と
関
連

し
て
漢
代
儒
教
の
経
済
論
の
根
幹
に
お
か
れ
て
い
た
農
業
振
興
論

「
農
桑
を
急
に
し
て
以
て
委
積
を
豊
か
に
し
、
末
法
を
去
り
て
本
業

を
一
に
す
」
(
「
本
伝
」
引
「
損
益
」
〉
、
さ
ら
に
戸
籍
論
「
版
籍
を
明
ら

か
に
し
て
以
て
相
い
数
し
ば
関
ベ
、
什
伍
を
審
ら
か
に
し
て
以
て
相

い
連
持
す
!
一
(
「
本
伝
」
引
「
損
益
」
〉
な
ど
な
ど
、
こ
れ
ら
の
現
実
的
な

行
政
措
震
は
す
べ
て
「
天
下
を
理
む
る
の
常
法
」
(
「
損
益
」
〉
と
し
て
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儒
教
に
も
と
づ
く
制
度
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
「
寡
者
は
人
の

上
た
る
者
な
り
。
衆
者
は
人
の
下
た
る
者
な
り
」
(
「
損
益
」
〉
と
い
う

(

刊

以

)

専
制
的
統
治
ハ
こ
れ
は
貌
晋
期
に
は
一
一
一
玄
の
学
の
統
治
一
論
の
原
理
と
な
る
)

の
下
部
組
織
と
し
て
位
龍
づ
け
ら
れ
る
c

仲
長
統
の
専
制
一
論
の
根
拠

に
は
、
ま
ず
、

に
日
く
、
「
陽
は
一
一
君
一
、
君
子
の
道
な
り
。
陰
は

一
一
回
、
小
人
の
遂
な
り
。
」
〈
「
本
伝
」
引
「
損
議
」
篇
)

の
ご
と
く
「
繋
辞
伝
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
そ
の
専
制
統
治

・
行
政
論
は
、
全
体
的
に
み
る
と
〈
刑
法
論
の
際
に
も
設
場
し
た
〉
吋
周

礼
』
の
思
想
に
依
拠
し
て
い
た
。
「
周
礼
』
の
思
想
は
、
前
漢
期
を

ハ
ザ
川
)

通
じ
て
現
実
化
が
贈
ら
れ
、
ま
た
後
漢
期
に
は
鄭
玄
に
よ
っ
て
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
礼
体
系
の
基
盤
に
お
か
れ
た
も
の
で
、
漢
代
儒
教
の
基

軸
的
位
霞
に
あ
る
思
想
だ
っ
た
。
仲
長
統
の
時
期
の
状
況
は
も
ち
ろ

ん
そ
れ
を
た
だ
ち
に
実
現
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
実
態
は

(
げ
)

豪
族
・
夜
官
に
よ
る
専
横
・
腐
敗
の
極
に
あ
っ
た
。
仲
長
統
に
よ
る

と
、
そ
の
状
況
が
招
来
さ
れ
た
理
由
は
、
光
武
帝
以
降
、
行
政
の
執

行
機
を
官
僚
的
援
尽
に
移
譲
せ
ず
、
天
子
と
そ
の
筏
属
の
文
書
官

〈
尚
議
郎
)
に
保
留
し
た
た
め
、
朝
廷
に
は
無
責
任
の
風
潮
が
蔓
延
し

(
路
)

た
た
め
で
あ
っ
た
。
責
任
体
制
の
不
明
確
な
政
治
中
枢
は
、
当
権
者

の
私
的
権
威
に
対
し
て
は
非
力
で
あ
る
。
外
威
や
、
内
清
に
政
接
つ

な
が
る
官
慌
た
ち
の
専
横
が
、
そ
れ
ゆ
え
横
行
し
た
の
で
あ
る
。
仲

長
統
は
い
う
。

光
武
皇
帝
、
数
世
(
一
五
・
成
・
哀
・
平
)
の
失
権
を
協
り
、
彊
庄

(
主
葬
)
の
矯
命
を
怒
り
、
柱
を
矯
め
震
を
過
ち
、
政
を
下
に

任
せ
ず
。
三
公
を
置
く
と
い
え
ど
も
、
事
は
台
前
闘
に
掃
す
。
こ

れ
よ
り
以
来
、
三
公
の
職
、
備
員
な
る
の
み
。
:
:
:
光
武
、
三

公
の
重
を
奪
っ
て
よ
り
至
今
ハ
弊
害
は
〉
英
一
し
き
を
加
う
。

(
「
本
伝
」
引
「
法
誠
」
篇
〉

こ
の
弊
害
を
除
く
に
は
彼
に
よ
る
と
丞
相
(
家
宰
)
・
一
一
一
公
制
な
ど
を

実
質
的
に
機
能
さ
す
べ
き
責
任
体
制
の
明
確
化
が
必
要
だ
っ
た
c

そ

し
て
、
家
宰
・
一
一
一
公
制
は
、
ま
さ
し
く
吋
田
川
礼
b

そ
の
も
の
の
理
念

で
あ
っ
た
。

た
す

吋
田
川
礼
』
の
六
典
、
家
宰
は
王
を
或
け
て
天
下
を
理
む
。
春
秋

の
時
、
諸
侯
の
明
徳
な
る
も
の
、
皆
一
如
、
政
を
為
す
。
こ
こ

に
戦
関
に
及
ぶ
も
ま
た
皆
然
り
。
奏
、
天
下
を
兼
ぬ
る
に
別
ち

丞
相
を
置
き
、
こ
れ
を
試
く
る
に
御
史
大
夫
を
も
っ
て
す
。
高

菅
よ
り
孝
成
に
逮
ぶ
ま
で
、
間
り
て
改
め
ず
し
て
多
く
そ
の
身

を
終
う
。
漢
の
隆
盛
こ
れ
た
だ
こ
こ
に
在
り
。
そ
れ
、
一
人
に

任
せ
れ
ば
別
ち
政
は
専
ら
に
さ
れ
、
数
人
に
任
せ
れ
ば
別
ち
相

た
の

い
侍
む
。
政
、
専
ら
な
れ
ば
別
ち
和
諮
し
、
相
い
街
め
ば
別
ち

違
反
す
。
和
議
は
山
川
ち
太
平
の
興
る
所
な
り
。
違

J

民
は
即
ち
荒

乱

の

起

る

一

併

な

り

。

〈

「

本

伝

」

引

第

)
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す

な

わ

ち

こ

れ

は

の

「

邦

の

ふ

ハ

典

を

建

つ
る
を
掌
り
、
も
っ
て
主
を
佐
け
て
邦
国
を
理
む
い
を
踏
ま
え
て
、

天
子
専
制
下
の
官
僚
体
制
を
責
任
あ
る
も
の
に
変
更
せ
ん
と
説
く
も

の
で
あ
る
。
仲
長
統
は
明
ら
か
に
吋
周
礼
h

的
関
家
理
念
・
専
制
を

目
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
阿
漢
儒
教
を
通
じ
て
枢
軸
的
位

置
に
あ
っ
た
町
周
礼
h

思
想
を
、
そ
の
展
開
を
承
け
て
、
現
実
政
治

に
お
い
て
再
活
性
化
し
よ
う
と
構
想
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

よ
り
し
て
、
彼
の
茂
川
礼
h

依
拠
は
、
漢
代
儒
教
の
も
う
ひ
と
つ
の

帰
結
を
示
す
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

四

儒
教
の
孝
は
、
本
来
親
子
間
の
高
然
発
生
的
愛
を
繋
r

級
と
し
て
、

子
が
親
に
仕
え
、
あ
る
い
は
子
孫
が
先
祖
に
仕
え
る
も
の
と
し
て
あ

り
、
そ
の
意
味
で
、
親
の
子
に
対
す
る
優
越
性
は
絶
対
的
で
あ
っ

た
。
や
が
て
親
子
関
係
は
拡
張
さ
れ
て
、
君
区
関
係
に
ア
ナ
ロ
ガ
ス

と
さ
れ
る
。
漢
代
に
は
皇
帝
は
「
漢
家
」
の
家
長
、
庄
は
そ
の
子
で

あ
っ
て
、
ゆ
え
に
殺
た
る
天
子
の
権
威
は
絶
対
で
あ
る
と
い
う
擬
制

的
血
縁
秩
序
に
も
と
づ
く
統
治
が
す
す
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
孝
i

一

は
個
人
の
倫
理
か
ら
国
家
統
治
に
至
る
ま
で
を
貫
く
理
念
で
あ
り
、

漢
朝
統
治
に
お
い
て
は
こ
と
さ
ら
揚
言
せ
ず
と
も
す
で
に
万
人
が
承

知
し
て
い
る
と
い
う
、
腕
胎
的
な
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
。

か
か
る
「
孝
」
に
対
し
て
、
仲
長
統
は
理
念
の
大
枠
に
は
ひ
と
ま

ず
肯
定
的
で
あ
っ
た
。
」
ハ
お
よ
び
「
忠
」
)
に
つ
い
て

人
の
親
に
事
う
る
や
、
父
母
の
側
を
去
ら
ず
。
労
戸
時
俗

ま
ず
、
た
だ
父
母
の
言
う
所
の
ま
ま
に
し
、
た
だ
父
母
の
欲
す

る
所
の
ま
ま
に
す
。
:
:
:
人
の
君
に
事
う
る
や
、
一
…
訪
問
に
小
大
な

あ
や
ま

く
慾
つ
こ
と
な
し
。
労
逸
な
く
避
く
る
所
な
き
な
り
。
そ
の
識

知
を
見
る
や
、
別
ち
思
議
を
侍
ま
ず
し
て
敬
を
加
え
、
そ
の
遺

志
を
見
る
や
、
別
ち
怨
恨
を
懐
わ
ず
し
て
勤
め
を
加
う
。
.

第
八
節
〉

た
だ
し
仲
長
統
は
こ
の
「
孝
」
「
忠
」
以
外
に
、
そ
れ
を
の
価

偵
を
も
つ
も
の
と
し
て
友
人
間
の
「
信
義
」
を
並
挙
し
て
い
る
。

「
孝
」
「
忠
」
は
縦
の
人
間
関
係
で
あ
る
が
「
信
義
」
は
横
の
関
係

で
あ
る
。
こ
の
「
信
義
」
の
付
加
が
仲
長
統
の
「
孝
」
思
想
を
め
ぐ

る
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
漢
代
的
忠
孝
に
対
し
て
、
ひ
と

つ
の
方
向
を
変
え
た
忠
孝
観
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

人
の
土
に
交
わ
る
や
、
仁
愛
し
て
篤
如
、
謙
遜
し
て
敬
譲
。
忠

誠
は
内
に
発
し
、
信
効
は
外
に
著
わ
る
。
流
一
一
一
一
向
、
受
く
る
所
な

く
、
愛
，
憎
、
偏
よ
る
所
な
し
。
人
の
短
を
攻
む
る
を
闘
関
し
、

友
に
会
い
て
は
人
の
長
を
述
ぶ
。
我
に
負
く
者
有
る
も
我
は
又

厚
を
加
え
、
我
を
疑
う
者
有
る
も
我
は
又
信
を
加
う
。
，

Q
群
官
官
治
要
』
第
八
節
)

さ
て
、
漢
代
的
統
治
を
支
え
た
前
提
的
理
念
た
る
孝
の
思
想
も
、

( 9 ) 



伸
長
統
の
史
観
か
ら
す
れ
ば
(
伸
長
統
は
ひ
と
ま
ず
そ
の
理
念
を
肯
定
し

て
い
た
と
は
い
え
)
、
王
朝
の
衰
退
期
(
乱
世
〉
に
は
変
質
を
せ
ま
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

放
に
裁
に
事
う
る
に
親
の
知
る
所
と
な
ら
ざ
る
は
こ
れ
孝
の
未

だ
安
ら
ざ
る
な
り
。
君
に
事
え
て
君
の
知
る
所
と
な
ら
ざ
る
は

こ
れ
忠
の
未
だ
歪
ら
ざ
る
な
り
。
人
と
交
わ
り
て
人
の
知
る
所

と
な
ら
ざ
る
の
未
だ
吏
ら
ざ
る
な
り
。

ハ
吋
群
書
治
要
』
第
八
節
〉

す
な
わ
ち
、
従
前
は
服
従
す
る
側
か
ら
無
条
件
一
方
的
に
捧
げ
ら
れ

て
い
た
忠
孝
も
、
友
人
間
の
信
義
の
場
合
、
捧
げ
ら
れ
る
側
が
認
識

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
一
層
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
捧
げ
ら
れ

る
君
毅
側
が
そ
れ
を
認
識
し
な
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
無
意
味
だ
と
い

う
。
こ
れ
は
一
方
的
無
条
件
的
服
従
を
強
い
る
忠
孝
で
な
く
、
相
互

の
認
識
・
了
解
に
も
と
づ
く
合
理
的
な
君
伎
・
親
子
関
係
を
提
起
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
向
時
に
、
従
来
は
何
人
の
内
部
に
お
け

る
倫
理
的
強
制
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
客
観
的
に
表
現

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
た
。

つ
ま
り
感
情
は
外
国
に
現
わ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
Q

ゆ
え
に
そ
こ
に

は
忠
孝
の
形
骸
化
の
契
機
が
内
包
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
貌
普
期
の

辺
を
の
過
剰
な
演
出
あ
る
い
は
の
、
論
理
的
背
景
を
準
備
し

た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

忠
孝
は
こ
の
よ
う
に
信
義
を
媒
介
と
し
て
変
質
し
て
ゆ
く
。
仲
長

統
は
こ
れ
に
も
と
づ
き
、
と
り
わ
け
孝
が
客
観
的
に
表
現
さ
れ
る
こ

と
を
是
と
す
る
立
場
か
ら
、
無
条
件
的
孝
の
行
伎
を
絶
対
的
な
も
の

と
せ
ず
、
む
し
ろ
相
対
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

父
母
、
人
を
怨
答
す
る
に
、
も
っ
て
己
れ
は
正
し
か
ら
ず
し
て

そ
の
然
ら
ざ
る
こ
と
を
審
ら
か
に
せ
ば
、
違
い
て
報
ぜ
ざ
る
べ

し
。
父
母
、
人
に
与
か
る
に
官
位
爵
禄
を
も
っ
て
し
て
、
才
、

実
は
不
可
な
れ
ば
、
違
い
て
従
わ
ざ
る
べ
し
。
父
母
、
脊
泰
移

廃
を
欲
し
:
:
:
父
母
、
学
問
を
好
ま
ず
:
:
:
父
母
、
善
士
を
好

す
く

ま
ず
:
:
:
、
士
友
に
患
の
故
有
り
、
己
れ
を
待
ち
て
済
わ
る
れ

ば
、
父
母
そ
の
行
く
を
欲
せ
ざ
る
も
違
い
て
往
く
べ
し
。

ハ
『
群
書
治
要
』
第
八
節
〉

( 10 ) 

こ
こ
に
は
裁
の
悪
を
徹
底
的
に
か
ば
う
こ
と
を
よ
し
と
す
る
封
建
的

儒
教
の
孝
理
念
に
罰
有
の
賠
習
は
な
い
。
殺
と
い
え
ど
も
恕
は
惑
と

い
う
、
ご
く
健
康
な
倫
理
観
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
初
歩
的

な
論
理
す
ら
も
、
既
製
の
孝
に
依
拠
し
て
い
た
秩
序
に
と
っ
て
は
、

そ
の
根
本
的
理
念
が
侵
食
さ
れ
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
き
わ
め
て
強

烈
な
バ

γ
チ
と
し
て
響
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
仲
長
統
に
よ
れ

ば
真
の
孝
と
は
、
首
目
的
無
条
件
的
な
も
の
で
は
な
く
、
事
情
に
応

じ
て
も
っ
と
も
適
切
・
合
理
的
な
道
を
選
択
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

}
」

0

一
/



故
に
(
親
に
)
迷
う
べ
か
ら
ざ
る
に
違
う
は
孝
に
非
る
な
り
。

違
う
べ
く
し
て
遼
わ
、
ざ
る
も
ま
た
孝
に
非
る
な
り
。
違
わ
ざ
る

を
好
む
も
孝
に
非
る
な
り
。
違
う
を
好
む
も
ま
た
孝
に
非
る
な

り
。
そ
(
合
理
的
な
方
向
)
を
得
ん
の
み
。

第
八
節
〉

以
上
の
ご
と
き
孝
の
思
想
は
、
漢
代
を
通
じ
て
把
持
さ
れ
て
い
た
そ

れ
を
、
大
き
く
更
新
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
点
で
は
仲
長
統
は
す

で
に
漢
代
的
な
も
の
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
次
代
の

倫
理
的
方
向
に
限
を
移
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

五

件
長
統
の
思
想
は
、
儒
教
を
そ
の
摂
底
に
援
く
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
彼
は
偶
人
の
水
準
に
お
い
て
は
、
儒
教
的
意
識
か
ら
は
か
な
り

自
由
な
、
欲
望
充
足
を
肯
定
し
て
い
た
。
そ
れ
は
乱
世
で
は
な
く
安

寧
な
る
世
界
が
招
来
さ
れ
た
暁
に
、
実
現
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ

っ
た
。
内
的
に
は
道
家
的
な
精
神
の
安
定
と
充
足
、
外
的
に
は
過
不

足
な
き
〈
と
い
っ
て
も
実
は
か
な
り
静
福
な
)
生
活
の
実
現
で
あ
る
。
だ

が
そ
れ
は
彼
の
性
格
に
対
応
し
て
、
精
神
面
よ
り
も
現
実
的
側
面
が

き
わ
立
っ
て
い
た
。
彼
は
当
然
な
が
ら
当
時
の
道
家
・
養
生
・
神
仙

の
思
想
に
関
し
て
の
知
識
を
抱
い
て
い
た
。
一
般
に
後
漢
期
の
合
理

的
知
識
人
は
、
養
生
・
神
仙
の
こ
と
を
、
文
学
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
と

し
て
重
用
し
た
が
、
懐
疑
的
態
度
を
根
底
に
お
い
て
持
つ
も
の
が
多

〈
四
)

か
っ
た
。
仲
長
統
も
、
心
底
か
ら
養
生
・
神
仙
の
こ
と
を
信
じ
て
い

た
か
否
か
、
決
定
的
な
こ
と
は
判
然
し
な
い
。
し
か
し
彼
が
み
ず
か

ら
そ
の
感
情
を
、
当
時
の
文
学
的
伝
統
に
沿
っ
て
神
仙
・
養
生
に
ゆ

だ
ね
よ
う
と
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
。
彼
は
神
仙
・
養
生
の
背

景
に
あ
る
呪
術
性
に
つ
い
て
は
冷
静
で
あ
っ
た
が
、
個
人
的
願
望
を

吐
露
す
べ
き
容
器
と
し
て
、
そ
れ
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の

思
想
の
外
穀
は
儒
の
甲
羅
で
お
お
わ
れ
て
い
た
が
、
心
の
内
奥
で
は

儒
に
捉
わ
れ
ぬ
生
き
ざ
ま
を
も
希
求
し
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
は
問
時

代
の
玉
符
が
示
し
た
脱
儒
教
的

η
自
由
μ

と
一
脈
粗
い
通
ず
る
も
の

(
却
)

が
あ
っ
た
。
同
時
に
そ
れ
は
貌
晋
士
大
夫
の
思
想
の
本
質
的
部
分
に

通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
に
つ
い
て
、
彼
の
文
章
に
論
証
す
る
。
「
本
伝
」
に
引
く
「
楽

志
論
」
で
は
、
ま
ず
生
活
面
に
つ
い
て
、

居
る
に
良
田
広
宅
有
ら
し
め
、
山
を
背
に
し
て
流
れ
に
臨
み
、

め

ぐ
h

ソ

あ

ま

ね

(

脱

穀

相

場

)

議
池
は
環
市
て
竹
木
は
周
布
く
、
場
闘
を
前
に
築
き
、
果
関
凶
を

め
し
っ
か
い

後
に
樹
う
。
舟
車
は
以
て
歩
渉
の
販
に
代
わ
る
に
足
り
、
使
令

は
以
て
間
体
の
役
を
怠
わ
し
む
る
に
足
る
。

と
い
う
、
仲
長
統
な
ら
ず
と
も
、
か
く
あ
る
べ
し
と
思
う
程
の
優
雅

な
暮
し
が
説
か
れ
、
ま
た
道
家
養
生
の
こ
と
に
つ
い
て
は
同
じ
「
本

伝
」
に
引
く
二
議
の
詩
に
お
い
て
、
「
飛
鳥
は
跡
を
遺
し
、
蝉
脱
穀

〈
お
)

を
亡
う
」
と
戸
解
に
つ
い
て
述
べ
、
さ
ら
に
「
抗
議
、
餐
う
ベ
く
、

( 11 ) 



九
陽
を
濁
に
代
う
」
「
六
合
の
内
、
心
の
欲
す
る
所
を
恐
い
ま
ま
に

す
、
人
事
遺
む
べ
し
、
何
ぞ
局
促
を
な
さ
ん
」
「
大
道
夷
と
い
え
ど

も
幾
を
見
す
も
の
寡
し
」
「
五
経
を
絞
散
し
、
風
・
雅
を
滅
奔
す
」

「
元
気
を
舟
と
な
し
微
風
を
施
と
な
し
、
太
清
に
致
問
仰
し
意
を
縦
い

ま
ま
に
し
て
容
冶
す
」
等
々
、
儒
教
と
は
は
る
か
に
へ
だ
た
る
道
家

・
神
仙
的
感
情
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
楽
志
論
」
で
は
、

精
を
問
問
一
汚
に
安
ん
じ
、
老
子
の
玄
虚
を
患
い
、
精
和
を
呼
吸

し
、
至
人
の
め
併
た
る
を
求
む
。
達
者
数
子
と
道
を
論
じ
書
を

て
ん
ち

講
じ
、
二
儀
に
術
仰
し
て
人
物
を
錯
綜
せ
ん
。
:
:
:
一
世
の
上

に
強
盗
し
て
、
天
地
の
問
に
牌
脱
し
、
当
時
の
貴
を
受
け
ず
、

永
く
性
命
の
期
を
保
た
ん
。

と
い
う
よ
う
に
、
精
神
の
飛
朔
は
き
わ
め
て
雄
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
描

か
れ
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
明
確
に
当
時
の
文
学
的
伝
統
の
線
上
に

あ
る
も
の
で
あ
る
。
次
の
に
引
く
〉
詳
の
表
現
を
例
に
と
ろ

o
 

h
hノ

あ
な
ぞ
ら

か
く
の
ご
と
く
し
て
則
ち
容
漢
を
陵
、
ぎ
、
字
儲
の
外
に
出
づ
。

山
誌
に
か
の
帝
王
の
門
に
入
ら
ん
や
。

前
淡
か
ら
後
漢
初
に
か
け
て
の
辞
賦
文
学
に
お
け
る
神
仙
的
遊
行

は
、
字
潟
恕
論
が
議
一
大
・
浮
天
の
宇
宙
内
に
怒
っ
た
い
た
の
を
反
映

し
、
字
協
外
に
初
出
す
る
表
現
を
と
ら
な
か
っ
た
が
、
文
学
的
怨
像

力
は
科
学
的
宇
宙
論
と
は
別
に
拡
大
し
、
宇
宙
の
限
界
は
や
が
て
越

え
ら
れ
て

J
T留
の
外
に
出
る
μ

と
い
う
詩
語
が
登
場
す
る
。
そ
の

き
わ
め
て
早
い
時
期
の
用
例
は
察
醤
の
「
碍
宇
宙
市
遺
俗
今
、
砂
翻

駒
市
独
征
」
(
『
後
漢
書
』
「
本
伝
」
〉
で
あ
る
。
仲
長
統
は
、
ま
さ
に
そ

れ
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
右
の
詩
は
、
『
楚
辞
』
以
来
の

神
仙
的
辞
賦
の
伝
統
下
の
刀
工
人
帝
の
問

γ
の
表
現
を
踏
ま
え
る
が
、

そ
の
「
帝
王
の
門
」
は
実
際
に
は
現
世
の
権
力
者
を
意
味
し
て
い

る
。
神
仙
世
界
の
拡
大
的
表
現
を
承
け
な
が
ら
も
、
仲
長
統
の
意
識

は
あ
く
ま
で
も
「
良
国
広
宅
」
を
希
求
す
る
現
実
を
離
れ
て
は
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
彼
の
道
家
神
仙
に
対
す
る
態
度

は
、
根
底
に
お
い
て
、
後
漢
の
合
理
的
知
識
人
の
懐
疑
的
態
度
の
延

長
線
上
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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仲
長
統
の
思
想
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
側
揺
を
め
ぐ
っ
て
見
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
は
漢
末
と
い
う
時
代
の
思
想
に
応
わ
し
く
、

漢
代
思
想
の
多
く
の
留
に
対
し
て
そ
の
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
も
の
と
し

で
あ
っ
た
。
ま
た
貌
習
時
代
へ
の
展
望
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
内
部

(
詑
〉

的
根
源
的
な
酪
に
そ
の
架
橋
的
意
義
が
あ
っ
た
。
か
く
し
て
漢
代
思

想
の
幕
は
仲
長
統
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
思

想
史
に
お
け
る
彼
の
位
授
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
の
で
あ

る。



注(
1
〉
何
休
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
山
間
琢
「
漢
代
に
お
け
る
春
秩
公
平
学

説
の
践
開
」
(
金
大
法
文
論
集
、
哲
史
第
二
、
中
嶋
隆
蔵
「
何
休
の
思
想
」

(
集
刊
東
洋
学
一
九
〉
、
稲
築
一
郎
「
春
秋
公
学
学
の
歴
史
哲
学
」
(
史
林

五

O
i一
…
…
〉
、
古
川
忠
夫
「
党
鏑
と
学
問
」
(
東
洋
史
研
究
一
一
一
五
1

一一口、

問
中
麻
紗
巴
「
何
休
の
災
異
解
釈
に
つ
い
て
」
〈
東
方
学
六
十
)
等
、
参

索。

(
2
〉
加
賀
栄
治
ウ
中
間
古
典
解
釈
史
・
貌
背
備
位
一
五
四
良
以
下
参
着
。

ハ
3
〉
間
嶋
潤
一
「
鄭
玄
の
吋
六
芸
論
b

〈
詩
論
〉
に
つ
い
て
」
(
北
海
道
教

育
大
学
紀
要
、
人
文
科
学
篇
一
一
一
二
i

一
)
、
同
「
鄭
玄
の
コ
ハ
芸
論
』
〈
易

論
〉
に
関
す
る
覚
書
い
(
向
上
、
一
一
一
一
一
一
i

二
、
同
「
両
漢
に
於
け
る
「
闘

争
一
日
」
と
吋
図
書
ピ
〈
向
上
、
玄
関
i

一
〉
。
ま
た
池
田
秀
一
一
一
「
緯
書
鄭
氏

学
研
究
序
説
」
(
哲
学
研
究
公
民
大
)
四
七
i

六〉。

ハ
4
〉
山
中
間
久
治
「
桜
定
「
政
論
」
に
つ
い
て
」
(
愛
媛
大
、
法
文
論
集
、

十
五
〉
、
お
よ
び
、
出
巳
良
国
u

何

E
h
r
E
2
0
(
U
2
5
N丘一
o
ロ
m
H
M

門日出口・

5
2
Q
2
1
u
J
p
r
c
-
P
4
匂

-
N
o
m
-
-

参
君
。

ハ
5
〉
荷
悦
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
包
括
的
な
研
究
は
、

n
rヂ
ユ
ロ

hrwgH

R
A

町内的ロロ

J
E
o
r
E
H円四手
σ
玄
宮
内
凶
。
同
門
知
百
民

g
n
r
-
s
J
H
V
ユ2
2
0ロ

d
・
H
U
T
H
g
O
E
で
あ
る
。

〈
6
〉
間
部
叢
刊
所
収

〈
7
〉
『
玉
樹
山
一

mb
の
斡
逸
か
ら
引
用
す
る
際
に
は
、
そ
の
原
典
名
を
掲

げ
て
お
く
。

〈
8
〉
こ
の
点
を
強
調
し
て
、
後
漢
の
時
代
性
を
稀
薄
化
し
た
場
合
、
仲
長

統
の
思
想
は
き
わ
め
て
尖
鋭
・
近
代
的
な
政
治
思
想
と
し
て
の
相
貌
が
あ

ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

(
9
〉
こ
の
こ
と
自
体
は
、
王
充
以
来
、

擬
の
仕
方
で
あ
っ
た
。

ハ
ぬ
〉
国
主
自
由
、

8
・
0
F
H
Y
N
5・
お
よ
び
前
掲
稲
葉
論
文
一

O
一一一一良参

君。

(
日
〉
『
漢
書
』
「
刑
法
志
」
は
豆
望
日
』
に
も
と

c

つ
い
て
、
こ
れ
を
周
制
と

す
る
。

ハ
ロ
〉
こ
の
内
刑
の
種
類
に
つ
い
て
「
本
伝
」
注
は
、
『
周
礼
』
「
大
司
冠
」

に
典
拠
を
求
め
て
い
る
。

〈
日
〉
内
山
俊
彦
「
仲
長
統

i
後
漢
末
一
知
識
人
の
思
想
と
行
動
」
(
日
本

中
国
学
会
報
一
一
一
十
六
集
)
参
着
。
な
お
、
そ
の
他
の
先
行
論
文
を
あ
げ
て

お
く
。
鈴
木
茂
「
品
村
長
統
の
歴
史
批
判
主
義
に
つ
い
て
」
ハ
東
洋
の
文
化

と
社
会
七
)
、
神
楽
関
昌
俊
「
仲
長
統
の
思
想
」
〈
懐
徳
三
七
〉
、
串
田
久

治
「
仲
長
統
の
思
想
」
(
懐
徳
間
七
)
0

(
日
比
)
吋
春
秋
』
な
ど
の
経
典
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
実
の
援
用
に
よ
る
こ

の
断
罪
法
は
、
経
書
の
権
威
・
適
用
の
怒
意
性
な
ど
に
よ
り
、
徳
治
の
感

情
論
が
先
行
す
る
余
地
が
大
き
い
。

ハ
日
〉
一
例
を
あ
げ
て
お
く
。
「
衆
を
治
め
る
者
は
至
寡
者
な
り
Oi---
天
下

の
動
を
観
す
る
者
は
、
貞
な
る
か
の
一
者
な
り
」
(
周
易
略
例
、
現
象
)

(

M

m

)

王
葬
の
新
こ
そ
、
ま
さ
し
く
そ
れ
を
具
現
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た。

(
W
U

〉
仲
長
統
に
関
す
る
先
行
諸
論
文
は
大
概
こ
れ
を
取
り
扱
っ
て
い
る
の

で
こ
こ
で
は
省
略
に
従
う
。

(
国
)
尚
書
郎
は
た
ん
な
る
事
務
官
で
あ
り
、
政
策
に
責
任
を
と
る
立
場
に

一
部
の
知
識
人
に
は
共
通
す
る
把
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は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
天
子
自
身
が
責
任
を
と
る
こ
と
な
ど
は
あ
り

え
な
い
。

〈
四
〉
拙
稿
「
神
仙
の
復
活
」
(
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
系
論
集
5
〉
参

君。
ハ
加
〉
司
潜
夫
論
』
「
本
訓
」
に
、
「
人
こ
れ
を
行
い
て
天
地
を
動
か
す
。
た

と
う
れ
ば
な
お
率
上
に
て
駒
潟
を
御
し
、
蓬
中
に
舟
船
を
擢
ぐ
が
ご
と

し
」
と
い
う
。
下
文
の
仲
長
統
の
詩
の
表
現
に
も
似
た
も
の
が
あ
る
。

ハ
幻
〉
「
戸
解
」
と
解
す
る
の
は
「
本
伝
」
の
注
に
従
う
。

(
沼
〉
他
方
の
表
層
的
事
実
と
し
て
は
、
老
荘
的
表
現
と
か
、
人
物
評
論
の

問
題
が
し
ば
し
ば
設
場
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
宅
無
吉
践
の
論
(
吋
群
書

治
要
』
第
五
節
)
な
ど
を
指
摘
し
う
る
。
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