
一

始
め
に
―
台
湾
と
日
本
の
関
係

二

日
本
が
統
治
の
際
に
導
入
し
た
西
洋
由
来
の

｢

異
制｣

三

台
湾
人
が
法
院
制
度
に
通
じ
或
い
は
受
け
入
れ
る
ま
で
の
橋
渡
し
役

四

社
会
学
習
に
の
み
よ
る
こ
と
の
限
界

五

戦
後
の
台
日
法
文
化
の
継
続
的
交
流
と
今
日
へ
の
考
察

六

結

語
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翻

訳台
湾
の
法
文
化
中
の
日
本
の
要
素

司
法
の
側
面
を
例
と
し
て
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松
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子

(

訳)



た

(

３)

。
日
本
と
台
湾
が
初
め
て
接
触
し
た
時
は
、
今
日
す
で
に
台
湾
文
化
中
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る

｢

中
国
の
要
素｣

の
開

始
点

(

４)

と
か
な
り
近
い
頃
で
あ
る
。
一
二
世
紀
の
頃
に
は
す
で
に
漢
民
族
の
澎
湖
島
へ
の
移
住
が
み
ら
れ
、
中
国
の
元
朝
政
府
は
後
に
役

所
を
設
け
た
の
で
あ
り

(

５)

、
明
朝

(

一
三
六
八
年
か
ら
一
六
四
四
年
ま
で)

政
府
は
鎖
国
政
策
を
採
っ
た
た
め
、
澎
湖
島
の
官
民
を
排
除

し
、
一
六
世
紀
の
末
に
な
る
と
澎
湖
島
に
軍
事
基
地
を
設
け
た
。
し
か
し
今
の
中
国
の
東
南
部
沿
岸
に
住
み
、
海
外
貿
易
に
従
事
し
た

漢
民
族
の

｢

海
商
集
団｣

は
、
禁
令
を
顧
み
ず
、
澎
湖
島
と
中
国
政
府
が
ま
だ
統
治
を
し
て
い
な
い
台
湾
本
島
の
沿
岸
に
上
陸
し
、
拠

点
を
築
い
た
。
も
う
一
つ
に
は
、
お
よ
そ
一
五
六
〇
年
頃
、
今
の
日
本
に
住
む

｢

海
商
集
団｣

が
貿
易
の
た
め
に
ま
た
台
湾
本
島
に
来

た
の
で
あ
り
、
一
五
九
二
年
に
は
長
崎
商
人
が
日
本
の
役
所
の
許
可
を
得
て
、
基
隆
に
事
務
所
を
設
け
た
。
翌
年
に
豊
臣
秀
吉
が

｢

高

砂
国｣

(

即
ち
台
湾)

に
朝
貢
を
求
め
る
手
紙
を
書
い
た
が
、｢

受
け
取
り
人｣

を
ど
う
し
て
も
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

一
六
一
五
年
に
は
徳
川
将
軍
が
台
湾
を
征
服
し
よ
う
と
考
え
た
が
、
台
風
に
あ
っ
て
失
敗
し
た
。
し
か
し
日
本
の
商
人
は
な
お
続
け
て

台
湾
本
島
沿
岸
に
や
っ
て
来
て
貿
易
を
行
な
い
、
そ
れ
は
一
六
二
四
年
に
オ
ラ
ン
ダ
人
が
今
の
台
南
に
植
民
地
政
府
を
立
て
て
も
止
む

こ
と
は
な
く
、
一
六
三
九
年
に
徳
川
幕
府
が

｢

鎖
国｣

を
命
じ
、
海
外
活
動
を
禁
ず
る
ま
で
続
い
た

(

６)

。

一
九
世
紀
の
後
半
に
、
日
本
は
再
び
台
湾
と
関
係
を
も
つ
。
こ
の
時
の
日
本
は
固
有
の
文
化
の
外
に
、
す
で
に
以
前
の
中
原(

中
華)

文
明
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
文
明
の
影
響
を
受
け
た
頃

(

例
え
ば
七
世
紀
の
頃
の
唐
風
文
化)

と
は
異
な
り
、
積
極
的
に
西
洋
の
近

代
欧
米
文
明
を
取
り
入
れ
て
い
た
。
一
八
七
四
年
に
日
本
は
西
洋
由
来
の
国
際
法
に
基
づ
い
て
、
中
国
の
清
朝
政
府
が
台
湾
の｢

後
山｣

地
区
を
未
だ
管
轄
下
に
お
い
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
台
湾
本
島
南
端
の
原
住
民
部
落
に
出
兵
し
た

｢

牡
丹
社
事
件｣

を
起
こ
す
。

し
か
し
こ
れ
は
ま
だ
序
の
口
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
日
本
の
台
湾
に
対
す
る
よ
り
大
き
な
衝
撃
は
、
日
本
が
西
洋
か
ら
学
ん
だ
近
代
法
制

を
携
え
て
、
一
九
世
紀
の
末
よ
り
開
始
し
た
、
五
〇
年
の
長
き
に
わ
た
る
台
湾
、
澎
湖
島
の
統
治
で
あ
る
。
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一

始
め
に
―
台
湾
と
日
本
の
関
係

今
日
台
湾
と
い
う
共
同
体

(com
m
unity

地
域
と
し
て
は
台
湾
本
島
及
び
澎
湖
、
金
門
、
馬
祖
等
の
離
島
を
含
む)

に
住
む
台

湾
人
と
、
日
本
の
歴
史
と
の
関
わ
り
は
、
集
団
に
よ
っ
て
異
な
る
。
一
九
四
五
年
に
中
国
が
台
湾
・
澎
湖
島
を
軍
事
接
収
し
た
後
、
台

湾
省
を
設
置
し
て
作
り
出
し
た
本
省
人
と
外
省
人
と
い
う
集
団
に
つ
い
て
言
え
ば
、
前
者
は
日
本
の
半
世
紀
の
長
き
に
わ
た
る
植
民
地

統
治
を
受
け
て
い
る
が

(
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で)

、
後
者
は
そ
れ
が
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
し
ば
ら
く
前
ま
で
は
日
本

と
八
年
間
の
激
し
い
戦
争
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
は
こ
こ
で
本
省
人
集
団
と
分
類
さ
れ
た
人
た
ち
は
、
さ
ら
に
細
か
く
分
け

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
中
の
原
住
民
族
と
、
種
族
文
化
の
う
え
で
は
漢
族
に
属
し
、
一
七
世
紀
以
降
台
湾
に
移
住
を
始
め
た
福
�
人
・

客
家
の
両
集
団
は
、
日
本
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
日
本
統
治
前
及
び
日
本
統
治
時
期
に
お
い
て
皆
違
い
が
あ
る

(

１)

。
特
別
で
あ
る
の

は
一
九
四
九
年
に
中
国
が
共
産
党
の
統
治
と
な
っ
た
た
め
に
大
挙
し
て
台
湾
に
渡
っ
て
き
た
外
省
人
集
団
の
中
の
、
東
北
出
身
者
で
あ

り
、
彼
ら
は
日
本
の
作
り
上
げ
た
満
州
国
の
統
治
を
経
験
し
て
い
る
の
で
、
日
本
と
の
関
係
は
お
そ
ら
く
そ
の
他
の
外
省
人
集
団
と
異

な
る
で
あ
ろ
う

(

２)

。
近
年
の
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
中
国

(

中
華
人
民
共
和
国)

等
の
地
か
ら
の
新
移
民
の
、
日
本
と
の
関
係
或

い
は
日
本
に
対
す
る
印
象
に
も
ま
た
違
い
が
あ
る
。
戦
後
台
湾
の
政
府
側
或
い
は
主
流
と
な
っ
た
歴
史
叙
述
は
、
ほ
ぼ
そ
の
中
の

｢

東

北
出
身
で
な
い
外
省
人
集
団｣

の
歴
史
経
験
だ
け
に
基
づ
い
て
、｢
我
々｣

と
日
本
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
お
り
、｢

我
々｣

が
必
ず
し
も
一
つ
で
は
な
い
こ
と
を
軽
視
し
て
い
た
。
差
異
を
強
調
す
る
の
は
、
分
裂
を

｢

作
り
出
す｣

た
め
で
は
な
く
、
既
に
存
在

す
る

｢

分｣

の
事
実
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
さ
ら
に
相
互
尊
重
或
い
は
相
互
賞
讃
と
い
う
や
り
方
で

｢

合｣

し
て
共
存
す
る
こ
と
を

求
め
、
そ
し
て
台
湾
と
い
う
共
同
体
の
文
化
全
体
に
一
層
創
造
的
な
活
力
を
具
え
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

上
記
の
よ
う
に
定
義
す
る
台
湾
及
び
台
湾
人
の
歴
史
を
遡
る
と
、
台
湾
は
最
初
は
わ
ず
か
に
原
住
民
の
法
文
化
が
存
在
し
た
だ
け
だ
っ

翻 訳
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制(

即
ち
中
原
地
区
の
法
制)

を
用
い
る
政
権
の
統
治
を
数
千
年
受
け
て
お
り
、
後
者
も
ま
た
中
原
政
権
の
清
朝
統
治
を
受
け
て
お
り
、

台
湾
で
の
漢
人
と
の
通
婚
或
い
は
交
流
は
二
百
年
に
な
っ
て
い
た

(

�)

。
も
う
一
つ
は
西
洋
の
人
文
と
歴
史
の
文
脈
の
下
で
発
展
し
て
き
た

も
の
で
、
特
定
の
利
益
を
特
に
好
む
こ
と
或
い
は
価
値
の
選
択
に
基
づ
く

｢

近
代
法｣

(m
odern

law
)

と
称
し
う
る
法
規
範
の
体

系
で
あ
り

(

�)

、
彼
ら
か
ら
す
れ
ば
、
当
然

｢

異
制｣

で
あ
る
。
こ
の
外
当
時
の
台
湾
の
総
人
口
の
極
わ
ず
か
を
占
め
、
こ
れ
ま
で
清
朝
、

そ
の
他
の
外
部
民
族
の
統
治
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
原
住
民
に
と
っ
て
は
、
近
代
西
洋
法
制
も
ま
た
異
類
と
い
え
る
。

日
本
の
統
治
下
で
は
、
前
述
の
こ
の

｢

異
制｣

に
属
す
る
国
家
法
が
い
か
に
当
時
の
台
湾
人
の
法
生
活
を
再
形
成
し
、
そ
し
て
日
本

統
治
の
終
結
の
後
再
び
文
化
の
伝
播
を
通
じ
て
今
日
の
台
湾
の
法
文
化
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
本
稿
が
探

究
し
た
い
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
ま
ず
こ
の

｢

異
制｣

の
中
味
を
簡
単
に
述
べ
、
次
に
こ
れ
ま
で
の
論
述
に
基
づ
い
て

(

�)

、
当

時
の
新
聞
、
書
状
、
文
学
作
品
等
の
史
料
を
用
い
て
、
当
時
の
一
般
の
台
湾
人
が
い
か
に
そ
し
て
ど
の
程
度
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
法

生
活
の
一
部
と
し
、
文
化
の
刷
新
現
象
を
生
み
出
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
今
日
ま
で
そ
れ
を
続
け
え
た
の
か
を
検
証
し
た
い
。
こ
の

文
化
の
刷
新
と
は
、
日
本
の
伝
統
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
の
で
、｢

日
本
の
要
素｣

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
中
の
一
部
は
実

質
的
に
は

｢

西
洋
の
要
素｣

と
言
う
こ
と
も
で
き
る

(

�)

。

西
洋
近
代
型

(m
odern-style)

に
源
を
発
す
る
国
家
法
律
体
制
の
こ
の

｢

異
制｣

と
、
そ
れ
に
対
し
て

｢

前
近
代｣

(pre-

m
odern)

と
言
い
う
る
漢
人
の

｢

天
朝
式｣

統
治
体
制
と
、
或
い
は
原
住
民
部
落
の
自
治
体
制
と
の
主
た
る
差
異
の
一
つ
は
、
統
治

権
中
の
司
法
裁
判
権
が
一
般
の
行
政
事
務
か
ら
分
か
れ
て
い
る
か
否
か
、
そ
し
て
法
律
の
専
門
家
に
担
わ
れ
て
お
り
、
且
つ
そ
の
裁
判

の
や
り
方
が

｢

訴
訟
制｣

を
と
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
相
対
立
す
る
原
告
が
被
告
を
訴
え
、
そ
し
て
中
立
者
の
地
位
に
い
る
裁

判
官
の
裁
断
に
よ
る
の
か

(

即
ち
原
告
、
被
告
、
裁
判
官
の
並
立
し
た
三
面
関
係)

に
あ
る
。
も
し
漢
人
の
伝
統
法
制
で
言
う
と
、
す

べ
て
の
権
限
の
集
中
す
る
皇
帝
及
び
そ
の
朝
廷
と
各
地
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
民
を
治
め
る
役
人
が
、
上
位
者
の
権
威
に
基
づ
い
て
、
下

位
の
者
に
対
し
て
事
実
を
問
い
糺
し
て
紛
争
当
事
者
双
方
の
間
の
利
益
を
調
整
す
る(

即
ち
糾
問
者
と
糾
問
さ
れ
る
者
と
の
二
面
関
係)
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二

日
本
が
統
治
の
際
に
導
入
し
た
西
洋
由
来
の

｢

異
制｣

一
八
九
五
年
に
日
本
の
明
治
政
府
が
国
際
法
に
基
づ
い
て
締
結
し
た
下
関

(

中
国
側
は

｢

馬
関｣

と
呼
ん
で
い
る)

条
約
は
、
中
国

の
清
朝
政
府
の
手
か
ら
台
湾
、
澎
湖
島
に
対
す
る
主
権
を
取
得
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
の
法
体
制
全
体
は
、
す
で
に
大
量

に
近
代
西
洋
法
制
を
採
用
し
て
い
た
が
、
た
だ
日
本
の
統
治
階
層
と
一
般
人
民
が
完
全
に
こ
の
法
制
の
も
つ
文
化
的
価
値
観
を
受
け
入

れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い

(

７)
。
明
治
政
府
は
植
民
地
主
義
を
内
包
す
る
各
種
の
政
治
上
の
考
慮
に
基
づ
い
て
、
直
ち
に
日
本
内
地
の
法
を
完

全
に
台
湾
に
施
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
や
は
り
す
で
に
も
つ
西
洋
式
法
制
を
枠
組
に
し
て
、
当
時
の
必
要
性
に
合
致
し
た

台
湾
に
お
け
る
法
体
制
を
作
り
出
し
、
且
つ
台
湾
を
日
本
帝
国
の
政
治
上
の
目
的
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
徐
々
に
台
湾
を
内
地
の
法
制

に
統
一
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た

(

８)

。
換
言
す
れ
ば
、
近
代
西
洋
式
法
制
は
、
こ
こ
よ
り
外
来
の
植
民
者
の

｢

国
家
法｣

の
身
分
で
、
台
湾

に
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
台
湾
へ
の
漢
人
の
移
民
の
一
八
六
〇
年
代
以
降
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
清
朝
政
府
が
西
洋
人
に
対
し
て
台
湾

の
港
を
開
放
し
、
西
洋
文
明
と
の
接
触
を
始
め
た
の
で
、
あ
る
程
度
西
洋
人
の
近
代
型

｢

公
司｣

(com
pany)

或
い
は
保
険
の
観
念

が
導
入
さ
れ

(

９)

、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
者
と
な
る
と
、
お
そ
ら
く
あ
る
程
度
西
洋
の
法
文
明
を
基
礎
と
し
た
教
会
法
の
影
響
を

受
け
た
で
あ
ろ
う

(

�)

。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
民
間
や
非
政
府
部
門
の
法
律
活
動
に
お
い
て
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
当
時
の
中
国
政
府

は
ま
だ
法
制
の
西
洋
化
は
進
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
日
本
人
の
台
湾
で
の
統
治
は
、
当
時
の
台
湾
人

(

台
湾
に
住
ん
で
い
る
人)

に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
称
し
て
い
た
と

こ
ろ
の

｢

異
族
統
治｣

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
一
つ
の

｢

異
制
統
治｣
で
も
あ
る
。
一
八
九
五
年
の
日
本
が
台
湾
の
主
権
を
取
得
し
た

時
を
み
れ
ば
、
台
湾
、
澎
湖
島
の
総
人
口
の
中
、
九
割
以
上
が
い
わ
ゆ
る

｢
本
島
人｣

で
あ
り
、
つ
ま
り
中
国
大
陸
か
ら
移
住
し
た
漢

人

(

今
は
ま
た

｢

華
人｣

と
称
し
て
い
る)

と
、
か
な
り
漢
化
し
た
原
住
の
平
埔
族
で
あ
っ
た
。
前
者
は
す
で
に
伝
統
の
中
華
帝
国
法
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三

台
湾
人
が
法
院
制
度
に
通
じ
或
い
は
受
け
入
れ
る
ま
で
の
橋
渡
し
役

台
湾
総
督
府
法
院
の
統
計
に
基
づ
く
な
ら
、
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
人
が
近
代
型
法
院
を
使
い
、
そ
し
て
非
行
政
機
関
の
調
停
を
使
っ

て
、
民
事
紛
争
を
解
決
す
る
比
率
は
徐
々
に
高
ま
り
、
一
九
一
〇
年
代
の
後
期
か
ら
は
、
法
院
を
使
用
す
る
事
件
は
す
で
に
行
政
争
訟

の
調
停
を
使
う
者
を
徐
々
に
超
え
て
お
り
、
一
九
三
〇
年
代
の
後
期
以
降
は
、
前
者
は
数
量
の
上
で
は
す
で
に
常
に
後
者
の
二
倍
に
な
っ

て
い
る

(

�)

。
し
か
し
民
事
紛
争
の
当
事
者
が
自
発
的
に
法
院
を
使
用
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
に
対
し
て
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
は

一
体
法
院
の
裁
判
手
続
を
使
う
か
或
い
は
警
察
機
関
の
即
決
手
続
を
使
う
か
に
つ
い
て
は
、
人
々
は
選
択
の
余
地
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
い

わ
け
で
は
な
く

(

�)

、
通
常
は
た
だ
受
動
的
に
植
民
地
統
治
当
局
の
裁
決
に
従
い
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
結
果
、
法
院
に
よ
り
警
察
に
よ

ら
ず
に
裁
決
す
る
刑
事
事
件
の
比
率
は
、
日
本
統
治
初
期
は
か
な
り
低
く
、
平
均
し
て
も
し
一
件
の
刑
事
事
件
が
法
院
の
検
察
官
或
い

は
法
院
の
処
理
に
よ
っ
て
い
る
な
ら
、
六
件
が
警
察
官
に
よ
っ
て
裁
決
を
得
て
い
る
。
日
本
統
治
中
期
の
刑
事
の
法
院
使
用
率
は
高
く

な
っ
た
と
言
え
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
晩
期
に
は
ま
た
初
期
ほ
ど
に
下
が
っ
て
い
る

(

�)

。
だ
が
全
体
と
し
て
言
え
ば
、
日
本
統
治
下
の
台

湾
人
が
自
発
的
に
法
院
を
使
い
た
い
と
の
願
望
は
、
や
は
り
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
。

一
九
二
〇
年
代
と
一
九
三
〇
年
代
前
期
の
、
台
湾
人
の
法
院
を
使
用
し
て
民
事
紛
争
を
解
決
す
る
者
が
大
幅
に
増
加
す
る
と
い
う

｢

文
化
の
刷
新｣

現
象
は
、
司
法
施
設
の
増
加
、
都
市
化
、
教
育
の
普
及
、
経
済
生
活
条
件
の
改
善
等
、
大
き
く
環
境
が
整
え
ら
れ
た

下
で
、
一
般
の
台
湾
人
が
社
会
生
活
の
経
験
の
中
か
ら
学
ん
で
得
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う

(

�)

。

し
か
し
こ
れ
以
前
の
日
本
統
治
初
期
よ
り
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な

｢

社
会
学
習｣

が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

一
九
世
紀
末
の
日
本
統
治
の
初
期
に
は
、
一
般
の
台
湾
人
の
ほ
と
ん
ど
皆
が
日
本
語
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
一
部
の
社
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
言
い
か
え
れ
ば
、
差
異
の
所
在
は
近
代
型
法
院
に
よ
る

｢

司
法｣

｢

裁
判｣

権
の
独
占
に
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
？
と
な
る

(

�)

。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
但
し
そ
の
他
の
重
要
な
差
異
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
近
代
型
国
家
の
有
す
べ

き
基
本
的
人
権
の
保
障
が
、
日
本
統
治
時
期
の
法
制
及
び
生
活
実
践
上
に
存
在
し
た
の
か
？
と
い
う
点
に
つ
い
て
な
ど
は
、
本
稿
の
述

べ
る
範
囲
に
は
な
い

(

�)

。

ま
た
法
制
度
は
実
際
上
常
に
援
用
さ
れ
る
の
で
、
徐
々
に
人
々
の
生
活
方
式
或
い
は
文
化
観
念
に
影
響
を
与
え
た
り
、
そ
れ
を
形
成

し
た
り
す
る
。
こ
こ
で
は
資
料
中
に
現
れ
る
日
本
統
治
当
時
の
人
々
の
様
々
な
行
動
或
い
は
言
説
を
通
じ
て
、
そ
の
行
動
を
し
た
者
、

或
い
は
そ
の
よ
う
な
言
説
を
し
た
者
が
、
い
か
な
る
文
化
観
念
或
い
は
認
知
に
基
づ
く
の
か
を
読
み
解
く
。
そ
う
す
る
な
ら
そ
の
よ
う

な
行
動
或
い
は
言
説
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
台
湾
人
の
、
日
本
統
治
時
期
の
法
制
の
下
で
の
、
実
際
の
法
生
活
の

方
式
或
い
は
観
念
、
或
い
は
法
文
化
と
言
っ
て
よ
い
も
の
は
何
か
を
描
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

国
家
の
法
制
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日
本
の
台
湾
統
治
の
二
年
目
で
あ
る
一
八
九
六
年
に
、
正
式
の
裁
判
を
司
る
近
代
型
の
法
院
が
台

湾
に
導
入
さ
れ

(

�)

、
一
八
九
九
年
に
至
る
と
正
式
に
訴
訟
制
に
基
づ
く
日
本
の
民
事
訴
訟
及
び
刑
事
訴
訟
の
手
続
を
実
施
し
た
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
完
全
に
上
述
し
た
よ
う
な

｢

異
制｣

で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
〇
四
年
以
降
は
、
ま
た
も
と
の
清
朝
統
治
の
時
期
の
法
制
と
相

｢

異｣

な
る
程
度
を
緩
め
、｢

旧
慣｣

を
斟
酌
し
て
採
用
し
た
。
こ
れ
よ
り
後
に
つ
い
て
は
地
方
行
政
機
関
が

｢

民
事
争
訟
調
停｣

制
度

に
よ
っ
て
、
実
質
上
は
あ
る
程
度
の
民
事
司
法
の
裁
断
と
そ
の
執
行
さ
え
も
行
な
っ
た
の
で
あ
り
、
行
政
部
門
に
属
す
る
警
察
官
署
は
、

さ
ら
に

｢

犯
罪
即
決｣

の
制
度
を
口
実
に
、
軽
罪
に
問
わ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
す
ぐ
に
罪
を
断
ず
る
こ
と
と
し
、
行
政
と
司
法
の
区
分

を
混
交
し
、
な
ん
と
清
朝
統
治
時
期
の
実
務
運
用
に
か
な
り
近
づ
い
て
し
ま
っ
た

(

�)

。
以
下
で
追
究
し
た
い
の
は
、
一
体
こ
の
法
制
の
下

で
、
一
般
の
台
湾
人
は

｢

異
制｣

の
近
代
型
法
院
制
度
を
十
分
知
っ
て
い
た
の
か
、
或
い
は
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
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…
…
専
掌
破
毀
匡
正
審
判
。
…
…

法
院
判
官

判
官
、
審
究
判
決
訴
訟
刑
・
獄
之
官
員
、
其
權
力
重
大
、
雖
他
文
武
官
僚
位
階
超
�
者
不
能
及
、
而
其
登
任
要
別
�
資
格
。
所

謂
資
格
、
不
啻
�
品
優
良
、
尤
須
法
律
明
達
也
。

台
湾
総
督
府
法
院

訟
を
扱
い
獄
を
治
め
る
役
所
で
あ
り
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
法
院
と
い
う
。
…
…
法
院
は
総
督
が
こ
れ
を
管
理
す
る
。
条
例
に
い

う
に
は
、
台
湾
総
督
の
管
理
に
属
す
る
が
、
台
湾
総
督
が
法
院
の
長
と
な
る
の
で
は
な
い
と
の
意
味
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
管
理
と

は
、
そ
の
行
政
事
務
を
主
管
す
る
も
の
で
、
ゆ
え
に
台
湾
総
督
は
被
告
を
審
問
し
、
刑
名
を
宣
告
す
る
等
の
権
は
な
く
、
帝
国
の

大
憲
、
三
権
分
立
の
本
義
に
で
る
も
の
で
あ
る
。
読
者
が
聞
い
て
直
ち
に
理
解
す
る
の
は
難
し
い
の
で
少
し
詳
し
く
述
べ
ね
ば
な

ら
な
い
。

法
院
は
、
民
事
刑
事
の
裁
判
を
掌
る

田
土
、
家
屋
、
商
売
、
借
金
等
、
一
切
の
争
い
ご
と
を
民
事
と
い
う
。
謀
叛
、
殺
人
、
闘
殴

(

原
文
は

｢

欧｣

と
す
る)

、
賊

盗
、
犯
姦
、
詐
欺
等
の
刑
名
に
係
わ
る
も
の
を
刑
事
と
い
う
。
お
よ
そ
こ
れ
ら
の
訴
訟
が
二
つ
に
分
か
れ
る
の
は
、
そ
れ
は
律
令

と
異
な
っ
て
お
り
、
扱
う
官
員
も
ま
た
異
な
る
た
め
で
あ
る
。

地
方
法
院

…
…
掌
理
す
る
の
は
…
…
第
一
審
、
予
審
を
も
司
る
。
…
…

覆
審
法
院

…
…
覆
審
を
専
掌
し
、
地
方
法
院
の
判
決
が
当
を
失
し
て
い
る
な
ら
、
更
に
こ
れ
を
判
決
す
る
。
…
…

台湾の法文化中の日本の要素
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会
の
エ
リ
ー
ト
階
層
に
属
す
る
台
湾
人
は
、
お
そ
ら
く
新
聞
の
漢
文
欄
を
通
じ
て
、
統
治
者
の
も
た
ら
す
異
制
を
理
解
し
た
と
思
わ
れ
、

そ
の
中
に
は
近
代
型
法
院
が
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

一
八
九
六
年
の
十
月
に
、
台
湾
に
や
っ
て
来
た
日
本
人
の
創
刊
し
た

『

台
灣
新
報』

(

後
に

『

台
灣
日
日
新
報』

に
改
め
る

(

�))

の
第

一
版
が
、
漢
文
で
以
下
で
述
べ
る
内
容
を
の
せ

(

下
線
は
筆
者
の
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
原
文
中
の
句
の
切
れ
目
に
用
い
る
読
点
は
新

式
の
標
点
符
号
に
改
め
、
ま
た
原
文
に
読
点
の
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
も
標
点
符
号
を
加
え
た
。
以
下
同
様)

、
当
時
の
台
湾
人
が
こ
れ

ま
で
聞
い
た
こ
と
も
な
い

｢

法
院｣

と
呼
ぶ
も
の
は
、
新
し
い
日
本
の
法
制
下
の
一
体
ど
の
よ
う
な
官
署
な
の
か
を
要
領
よ
く
紹
介
し

て
い
る
。

台
灣
總
督
府
法
院

理
訟
治
獄
之
公
廨

名
之
曰
法
院
。
…
…
法
院
、
總
督
管
理
之
。
條
例
曰
、
屬
台
灣
總
督
管
理
者
、
是
不
台
灣
總
督
為
法
院
首

長
之
義
。
所
謂
管
理
、
斥
主
裁
其
行
政
的
事
務
、
故
台
灣
總
督
、
無
審
訊
被
告
・
宣
告
刑
名
等
之
權
、
是
出
於
帝
國
之
大
憲
、
三

權
分
立
之
本
義
。
讀
者
難
一
聽
解
其
理
、
應
便
有
所
詳
述
：

法
院
、
掌
民
事
刑
事
裁
判

田
園
・
房
舎
・
商
販
・
欠
銀
等
、
一
切
爭
訟
、
曰
之
民
事
。
謀
叛
・
殺
人
・
鬥
毆

(

原
文
為

｢

歐｣)

・
賊
盜
・
犯
姦
・
詐
欺
・

等
係
刑
名
、
曰
之
刑
事
。
凡
此
等
訴
訟
、
分
部
門
者
、
以
其
擬
之
律
令
不
同
、
而
理
之
官
員
、
亦
異
故
也
。

地
方
法
院

…
…
掌
理
…
…
第
一
審
兼
司
豫
審
。
…
…

覆
審
法
院

…
…
専
掌
覆
審
、
如
地
方
法
院
所
判
決
失
其
當
者
、
則
更
判
之
、
…
…

高
等
法
院
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山
下
氏
の
演
説
の
概
要
は
こ
う
で
あ
る
、
…
…
会
員
の
日
本
人
に
代
わ
っ
て
一
言
述
べ
た
い
…
…
日
本
人
と
台
湾
人
は
意
思
が

合
致
し
、
情
宜
も
通
じ
合
う
の
で
、
紳
商
協
会
を
設
立
す
る
。
…
…
李
春
生
氏
が
述
べ
た
感
謝
の
言
葉
は
こ
う
で
あ
る
。
…
…
私

は
こ
の
協
会
の
年
長
者
で
あ
り
、
…
…
民
は
新
と
旧
が
雑
居
し
、
政
は
異
も
同
も
共
に
用
い
ら
れ
、
且
つ
言
語
が
通
ぜ
ず
、
心
の

内
が
通
じ
な
い
。
…
…
最
後
に
李
春
生
氏
は
台
湾
語
で
述
べ
て
話
を
終
え
た
、
…
…

当
時
は
武
装
抗
日
は
な
お
盛
ん
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
一
部
の
台
湾
人
は
す
で
に
日
本
人
と
交
流
が
あ
り
、
と
も
に
友
好
的
な
団
体
を
組

織
し
、
且
つ
い
わ
ゆ
る

｢

政
則
異
同
參
用｣

(

政
は
異
も
同
も
共
に
用
い
る)

に
従
っ
て
、
新
し
い
政
府
が
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な

る

｢

異
制｣

を
す
で
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
交
流
の
中
で
、
日
本
人
が
し
た
呼
び
方
か

ら
、｢

台
語｣

、｢

台
人｣

(

次
の
例
を
参
照)

等
の
新
し
い
言
葉
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
以
前
に
台
湾
島
の
漢
人
が
、｢

台
湾
人｣

と
称
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

台
湾
に
お
け
る
漢
文

(

今
や

｢

台
語
文｣

と
称
し
う
る)

は
、
こ
の
た
め
に
西
洋
式
の
法
制
に
関
わ
る
言
葉
を
取
り
入
れ
た
。
同
様

に
一
八
九
六
年
一
〇
月
二
二
日
の『

台
湾
新
報』

の
第
一
版
は
、｢

訟
詞
便
覧(

訴
訟
便
覧)｣

と
い
う
専
門
欄
を
開
設
し
、
こ
う
言
う
。

｢

我
帝
國
法
典
之
美
、
燦
然
著
干
寰
宇
、
本
館
欲
台
人
�
知
悉
法
典
、(

我
帝
国
の
法
典
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
全
世
界
に
粲
然
と
輝
き
、

本
館
は
台
湾
人
が
早
く
法
典
を
知
悉
す
る
こ
と
を
望
む)

…
…｣

。
そ
れ
と
並
ん
で

｢

訴
状
の
形
式｣

も
次
の
よ
う
に
掲
げ
て
い
る
。

凡
提
供
訟
詞
者
繕
寫
�
單
從
左
式
…
…

｢

某
某
之
訟｣

原
告
或
代
告
人
姓
名
。｢

訟
詞｣

…
…
原
告
姓
名
…
…
右
代
告
人
姓

名
…
…
被
告
姓
名
。
…
…｢

某
某
事
訟｣

…
…｢

要
求
之
原
因｣

…
…｢

提
告
要
旨｣

…
…｢

立
證
折
疑｣

…
…｢

附
屬
書
類｣

…
…

明
治

年

月

日

右
原
告
或
代
理
人
姓
名

印

台
北
地
方
法
院
長

判
官
某
某
殿

お
よ
そ
訴
訟
を
提
起
す
る
も
の
が
書
く
書
式
は
左
の
通
り
…
…｢

某
某
の
訴｣

原
告
或
い
は
代
理
人
の
姓
名
。｢

訴
状｣

…
…

原
告
の
姓
名
…
…
右
代
理
人
の
姓
名
…
…
被
告
の
姓
名
。
…
…｢

某
某
の
事
の
訴｣

…
…｢

請
求
の
原
因｣

…
…｢

訴
訟
要
旨｣

…
…

台湾の法文化中の日本の要素

58－4－ (名城 '09)55

高
等
法
院

…
…
裁
判
を
破
毀
し
正
す
こ
と
を
専
門
に
掌
る
。
…
…

法
院
の
裁
判
官

裁
判
官
は
判
決
・
訴
訟
・
刑
・
獄
の
官
員
を
審
査
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
力
は
大
き
く
、
文
武
官
僚
の
位
階
よ
り
は
る
か

に
高
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
就
任
す
る
に
は
別
に
資
格
を
も
つ
必
要
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
資
格
と
は
、
�
に
す
ぐ
れ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
法
律
に
通
じ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
文
は
近
代
の
憲
政
体
制
上
の
三
権
分
立
の
概
念
か
ら
、
法
院
を
設
置
す
る
根
本
的
意
義
の
所
在
に
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
新
聞

を
読
む
者
が
お
そ
ら
く
こ
の
憲
政
体
制
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
知
識
を
も
た
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
、
法
院
制
度
の
実
質
的
中
味
を
詳
細

に
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
民
事
、
刑
事
裁
判
の
区
別
を
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
こ
と
も
含
ん
で
い
る
。
審
級
制
度
に
つ
い
て
述
べ
る

時
に
は
、
裁
判
官
に
よ
り
法
律
に
基
づ
い
て
裁
判
を
進
め
る
こ
と
、
行
政
或
い
は
軍
事
部
門
の
高
級
官
僚
が
こ
れ
に
干
渉
で
き
な
い
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
文
字
を
用
い
て
理
を
説
く
が
、
十
分
平
易
で
あ
り
、
か
な
り
わ
か
り
や
す
い
。

当
時
の
台
湾
人
は
こ
の
よ
う
な
知
識
に
接
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
時
台
湾
人
は
日
本
人
と
交
流
が

あ
っ
た
の
か
を
見
る
つ
も
り
で
あ
る
。
も
し
従
来
の
通
説
が
考
え
る
よ
う
に
、
日
本
統
治
の
初
期
に
す
べ
て
の
台
湾
人
が
皆
、
日
本
を

敵
と
看
做
し
、
ま
た
抗
日
家
で
あ
っ
た
な
ら
、
日
本
人
が
い
か
に
わ
か
り
や
す
い
漢
文
で
書
い
て
も
、
台
湾
人
は
誰
も
読
も
う
と
せ
ず

或
い
は
理
解
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
一
八
九
六
年
一
〇
月
二
二
日
の

『

台
湾
新
報』

の
第
一
版
に
よ
る
と
、
以
下
の
よ
う
な

｢

紳
商

協
会｣

に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
る
。

山
下
氏
演
説
概
要
云
：
…
…
欲
代
會
員
日
本
人
述
一
言
、
…
…
日
台
人
士
意
思
相
投
、
今
情
誼
相
貫
通
、
以
設
立
紳
商
協
會
。

…
…
李
春
生
氏
讀
謝
詞
云
：
…
…
予
乃
本
協
會
之
年
長
者
、
…
…
民
則
新
舊
雜
處
、
政
則
異
同
參
用
、
且
又
言
語
未
通
、
衷
曲

莫
達
。
…
…
最
後
李
春
生
氏
台
語
演
述
畢
、
…
…

翻 訳
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明
治
廿
九
年
九
月
二
十
日

台
北
城
内
府
前
街
三
丁
目

保
良
館
事
務
所

そ
の
業
務
量
が
本
当
に
急
速
に
拡
大
し
た
の
か
ど
う
か
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
当
時
台
湾
に
い
た
日
本
人
は
少
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
文
と
漢
文
を
並
べ
た
の
は
、
そ
の

｢

台
湾
人｣

と
呼
ぶ
人
々
を
潜
在
的
で
、
開
拓
で
き
る
顧
客
と
み
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。

こ
の
外
少
数
で
は
あ
る
が
、
専
門
的
に
代
わ
り
に
訴
訟
を
す
る
と
漢
文
で
載
せ
て
い
る
広
告
も
あ
る
。
例
え
ば
次
の
通
り
。

余
少
、
修
英
美
二
國
之
法
學
、
又
通
帝
國
之
制
度
、
…
…
來
本
島
、
又
奉
職
法
務
部
兼
地
方
法
院
庶
務
部
長
、
數
閲
月
洞
察
本

島
人
民
之
形
情
、
近
大
有
所
感
、
慨
然
辭
官
下
野
。
爰
設
立
明
法
局
者
、
其
意
専
在
欲
救
極
臺
民
之
暗
律
令
、
有
可
言
之
理
而
不

能
言
、
有
不
可
為
之
禁
而
極
為
之
、
或
陷
曲
・
或
不
能
伸
冤
枉
者
也
。
…
…

明
治
二
九
年
十
一
月

臺
北
大
稻
�
建
昌
街
一
丁
目
六
番
戸

明
法
局
長

中
村

啓
述

(

�)

私
は
英
米
二
カ
国
の
法
学
を
学
び
、
ま
た
帝
国
の
制
度
に
も
通
じ
て
お
り
、
…
…
本
島
に
来
て
、
法
務
部
兼
地
方
法
院
の
庶
務

部
長
に
奉
職
し
ま
し
た
が
、
数
ヵ
月
本
島
人
民
の
状
況
を
見
、
最
近
大
い
に
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
自
ら
進
ん
で
官
を
や
め

ま
し
た
。
そ
こ
で
明
法
局
を
設
立
し
ま
し
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
台
湾
の
人
々
が
律
令
に
暗
く
、
言
う
べ
き
理
を
言
う
こ
と
が
で
き

ず
、
為
す
べ
か
ら
ざ
る
の
禁
を
な
し
、
誤
り
に
陥
り
或
い
は
無
実
の
罪
の
申
し
開
き
が
で
き
な
い
こ
と
を
救
い
た
い
か
ら
な
の
で

す
。
…
…
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｢

証
拠
方
法｣

…
…

｢

附
属
書
類｣

…
…
明
治

年

月

日

右
原
告
或
い
は
代
理
人
姓
名

印

台
北
地
方
法
院
長

裁
判

官
某
某
殿

こ
の
形
式
は
当
時
の
日
本
が
す
で
に
採
用
し
て
い
た
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
式
訴
訟
の
手
続
に
の
っ
と
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
こ

れ
以
前
の
清
朝
統
治
時
期
に
人
々
が
役
所
に
訴
状
を
提
出
す
る
時
に
用
い
た
も
の
と
は
異
な
る

(

�)

。
し
か
し

｢

訟
詞｣

と
い
う
語
は
、
清

朝
統
治
時
期
の
伝
統
中
国
式
の
法
制
下
で
も
と
も
と
存
在
し
た
語
で
あ
り
、
こ
れ
は｢

舊
瓶
裝
新
酒(

古
い
瓶
に
新
し
い
酒
を
入
れ
る)｣

可
能
性
を
意
味
し
た

(
�)
。

一
八
九
六
年
下
半
期
の
間
の

『

台
湾
新
報』

は
、
一
部
の
台
湾
人
が
法
院
で
近
代
型
司
法
が
も
つ

｢

訴
訟
代
理
人｣

制
度
を
す
で
に

使
っ
て
い
た
こ
と
、
或
い
は
被
告
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
お
そ
ら
く
知
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
新
報
の
第
一

版
で
は
常
に
次
の
よ
う
な
広
告
を
目
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
他
人
に
代
わ
っ
て
訴
訟
に
従
事
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
あ
る
日
本
人

が
、
同
一
の
内
容
に
つ
い
て
、
日
本
文
と
漢
文
を
並
べ
て
載
せ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
漢
文
の
部
分
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

本
館
開
�
以
来
、
不
論
日
本
人
及
台
灣
人
、
凡
屬
民
刑
事
之
訴
訟
、
有
執
確
鑿
程
據
而
來
、
悉
不
憚
煩
勞
而
代
�
也
、
以
致
遠

近
聞
名
者
多
接
踵
而
至
。
…
…
茲
際
本
館
擴
張
事
務
之
時
、
合
行
廣
告
諸
大
方
留
意
…
…

明
治
廿
九
年
九
月
二
十
日

台
北
城
内
府
前
街
三
丁
目

保
良
館
事
務
所

(

�)

本
館
を
開
い
て
以
来
、
日
本
人
及
び
台
湾
人
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
民
刑
事
の
訴
訟
に
つ
い
て
、
確
実
な
手
続
を
と
り
、
ど
ん
な

も
の
で
も
労
を
い
と
わ
ず
、
代
わ
り
に
お
こ
な
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
名
は
あ
ち
こ
ち
に
聞
こ
え
次
々
と
人
が
や
っ
て
き
ま
す
。
…
…

今
回
本
館
が
事
務
を
拡
張
す
る
に
際
し
、
広
告
に
皆
様
御
注
意
下
さ
い
…
…
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寶
生
號
戸
主

蔡
清
發

実
は
こ
の
通
知
が
当
事
者
が
自
発
的
に
な
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
訴
訟
代
理
人
が
自
分
で
載
せ
た
も
の
な
の
か
は
確
実
に
は
わ
か

ら
な
い
。
し
か
し
な
ん
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
も
漢
文
の
わ
か
る
人
に
向
け
て
宣
伝
を
行
な
う
と
の
意
味
を
も
つ
。
こ
の
例
か
ら
知
り

う
る
の
は
日
本
統
治
の
始
め
、
台
湾
人
の
中
に
は
、
特
に
こ
の
事
件
の
よ
う
な
商
紳
の
身
分
の
者
の
中
に
は
、
す
で
に
訴
訟
の
専
門
家

に
頼
ん
で
民
事
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
事
件
の
被
告
は
日
本
人
で
、
お
そ
ら
く
立
場

を
強
化
す
る
た
め
に
台
湾
人
の
原
告
が
、
日
本
人
の
専
門
家
を
代
理
と
し
て
対
処
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時

日
本
人
を
雇
っ
て
訴
訟
代
理
人
と
す
る
一
般
の
台
湾
人
は
、
お
そ
ら
く
近
代
式
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
訴
訟
当
事
者
が
も
と
も
と
自

己
の
利
益
の
た
め
に
法
律
専
門
家
の
協
力
を
要
請
す
る

｢

権
利｣

を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
十
分
に
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
少
な
く
と
も
日
本
人
が
も
た
ら
し
た

｢

異
制｣

の
中
で
、
訴
訟
代
理
業
者
が
か
な
り
尊
重
さ
れ
る
と
感
じ
て
い
る

(

こ
の
広
告

で
は

｢

大
人｣

と
呼
ん
で
い
る)

。
そ
し
て
光
明
正
大
に
、
こ
の
仕
事
に
つ
く
こ
と
を
専
門
と
す
る
と
称
し
て
、
広
告
を
新
聞
に
載
せ

る
だ
け
で
な
く
、
役
所
の

｢

法
廷｣

で
も
一
定
の
位
置
を
占
め
、
滔
滔
と
弁
ず
る
こ
と
さ
え
で
き
る
の
は
、
清
朝
統
治
の
時
期
の
訟
師

が
こ
っ
そ
り
と
法
廷
外
で
人
々
が
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
を
助
け
た
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

監
獄
に
入
れ
ら
れ
る
災
難
に
あ
い
、
且
つ
官
員
が
皆
日
本
人
で
あ
る
刑
事
法
院
で
、
台
湾
人
が
訴
訟
代
理
業
者
を
求
め
て
援
助
を
望

む
可
能
性
は
一
層
高
い
。
一
八
九
六
年
十
一
月
の

『

台
湾
新
報』

で
も
、
次
の
よ
う
な
知
ら
せ
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
民
等
曩
蒙
冤
在
獄
數
旬
幸
因
法
院
大
人
閣
下
公
明
正
大
審
理
、
與
辨
護
人
小
林
勝
民
先
生
熱
誠
切
實
辨
護
、
本
月
二
十
一
日

得
無
罪
放
免
出
獄
矣
、
故
謹
報
辱
交
諸
君
。

台
北
縣
大
□
�

陳
存
心

游
阿
界

(

�)

私
た
ち
は
先
頃
不
当
に
も
獄
に
数
日
留
め
お
か
れ
ま
し
た
が
、
幸
い
な
が
ら
法
院
の
お
役
人
様
が
公
明
正
大
に
審
理
し
て
下
さ

台湾の法文化中の日本の要素

58－4－ (名城 '09)59

明
治
二
十
九
年
十
一
月

臺
北
大
稻
�
建
昌
街
一
丁
目
六
番
戸

明
法
局
長

中
村

啓
述

一
ヵ
月
後
の
同
じ
新
聞
に
、
漢
文
で
載
せ
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
広
告
が
目
に
つ
く
。

明
法
局
中
村
大
人
寓
建
昌
街
…
…
清
發
有
�
…
…
租
之
日
人
某
…
…
�
欠
租
銀
六
月
…
…
。
奉
囑
中
村
大
人
以
伸
雪
之
事
、
大

人
甘
諾
訴
之
法
院
、
時
在
十
一
月
十
六
日
。
法
院
立
傳
原
被
兩
造
對
審
、
方
此
時
中
村
大
人
當
堂
辯
論
持
正
駁
邪
。
�
第
二
日
捷

報
忽
至
、
舉
案
全
勝
。
…
…
為
此
廣
告
世
間
泣
冤
哭
屈
之
人
速
來
同
享
其
惠
、
特
告
。

明
治
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

大
稻
�
中
街
四
十
八
番
戸

寶
生
號
戸
主

蔡
清
發

(

�)

明
法
局
中
村
氏
宅
建
昌
街
…
…
私
清
發
は
家
を
持
っ
て
お
り
…
…
こ
れ
を
借
り
た
日
本
人
の
某
が
…
…
六
ヵ
月
も
支
払
い
を
し

ま
せ
ん
…
…
。
中
村
氏
に
お
任
せ
し
身
に
覚
え
の
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
と
、
中
村
氏
は
法
院
に
訴
え

る
こ
と
を
承
諾
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
十
一
月
十
六
日
の
こ
と
で
し
た
。
法
院
が
原
告
・
被
告
双
方
に
対
審
を
伝
え
、
そ
の
対
審
の

時
に
中
村
氏
は
法
廷
に
お
い
て
、
正
義
を
守
り
悪
を
暴
く
こ
と
を
弁
じ
た
の
で
す
。
ど
う
し
て
二
日
目
に
勝
利
の
知
ら
せ
を
得
ら

れ
ぬ
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
、
完
全
に
勝
利
し
ま
し
た
。
…
…
そ
こ
で
い
わ
れ
の
な
い
罪
に
苦
し
む
人
々
が
早
く
幸
運
を
手
に
入

れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
間
に
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
特
に
お
伝
え
す
る
も
の
で
す
。

明
治
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日

大
稻
�
中
街
四
十
八
番
戸
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ば
ど
う
し
て
投
書
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
新
聞
で
訴
え
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
効
果
が
あ
り
、
ま
た
必
ず
そ
れ
は
当
時
一
定
の
影
響

力
を
も
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
前
述
の
新
聞
上
の
情
報
に
触
れ
た
地
主
階
層
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
社
会
の
中
の
最
も

経
済
力
が
あ
っ
て
法
院
を
使
う
人
な
の
で
あ
る
。

台
湾
人
が
同
じ
台
湾
人
の
紛
争
の
相
手
に
対
し
て
は
、
同
じ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
も
含
め
、
や
は
り
日
本
人
を
招
聘
し
て
訴
訟
代
理

人
と
し
、
新
し
い
法
院
制
度
を
使
っ
て
、
自
己
の
利
益
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
特
に
金
銭
に
関
わ
る
紛
争
は
そ

う
で
あ
ろ
う

(

�)

。
例
え
ば

｢

日
本
統
治
時
代
の
法
院
文
書｣

の
中
で
、
台
中
地
方
法
院
の
一
八
九
九
年
の
強
制
執
行
に
関
わ
る
文
書
の
示

す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
台
中
県
彰
化
城
の
祖
廟
街
の
九
十
九
番
に
住
む
廖
某
が
、
日
本
人
の
水
野
金
次
郎
を
招
聘
し
訴
訟
代
理
人
と
し
、

同
街
百
四
十
二
番
の
陳
某
を
被
告
と
し
て
、
法
院
に

｢

資
本
金
回
収｣

の
訴
を
起
こ
し
、
一
八
九
八
年
に
勝
訴
判
決
を
得
た
。
し
か
し

お
そ
ら
く
被
告
が
返
還
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
一
八
九
九
年
の
一
月
の
間
に
、
再
び
法
院
に
強
制
執
行
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
民

事
強
制
執
行
手
続
は
伝
統
中
国
の
法
制
に
は
無
か
っ
た
も
の
で
、
廖
某
も
元
来
知
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
人
を
招

聘
し
て
訴
訟
代
理
人
と
し
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な

｢

新
し
い
金
銭
の
要
求
方
法｣

を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
例
え
ば
、
一
九
〇
五
年
の
あ
る
小
作
権
の
共
有
に
関
わ
る

｢

損
害
賠
償
請
求
事
件｣

で
は
、
原
告
と
被
告
は
い
ず
れ
も
台
湾
人

で
、
各
々
が
日
本
人
の
弁
護
士
を
招
聘
し
て
訴
訟
代
理
人
と
し
、
一
審
判
決
の
後
、
さ
ら
に
覆
審
法
院
に
控
訴
し
て
い
る

(

�)

。

前
掲
の
事
件
は
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
〇
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
。『

台
法
月
報』

か
ら
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
月
刊
誌
は
日
本

人
が
始
め
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
期
ご
と
に
判
決
例
の
漢
訳
が
つ
い
て
お
り
、
さ
ら
に
法
令
・
論
文
に
つ
い
て
は
漢
訳
を
し
て
お
り
、

漢
詩
を
載
せ
る
こ
と
さ
え
あ
る

(

�)

。
台
湾
人
の
こ
の
刊
行
物
の
読
者
を
得
た
い
と
思
っ
た
よ
う
だ
が
、
発
行
は
わ
ず
か
二
年
に
止
ま
り
、

推
測
す
る
に
売
れ
行
き
が
お
そ
ら
く
あ
ま
り
期
待
に
沿
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
九
〇
八
年
か
ら
は
、
別
に
い
わ
ゆ
る

｢

法
院
月
報
発
行
所｣

に
よ
り

『

法
院
月
報』

が
発
行
さ
れ
、
そ
し
て
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
四
三
年
ま
で
は

『

台
法
月
報』

と
改
称

さ
れ
た
が
、
し
か
し
こ
の
法
院
の
後
押
し
す
る
月
刊
誌
は
、
い
か
な
る
法
令
・
判
決
・
論
文
等
の
漢
訳
も
載
せ
て
は
い
な
か
っ
た

(

�)

。
日
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り
、
そ
し
て
弁
護
人
の
小
林
勝
民
氏
も
懇
切
且
つ
適
切
に
弁
護
し
て
下
さ
り
、
本
月
二
十
一
日
に
無
罪
放
免
と
な
り
出
獄
し
ま
し

た
。
そ
こ
で
皆
様
に
お
伝
え
す
る
次
第
で
す
。

台
北
縣
大
□
�

陳
存
心

游
阿
界

こ
の
通
知
の
右
側
は
、
も
う
一
つ

｢

台
湾
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
有
志｣

の
名
で
、
同
じ
事
件
に
感
謝
す
る
も
の
で
、
そ
の
左
側
は

｢

公

正
館
法
律
事
務
所
主
幹
小
林
勝
民｣

の

｢

西
門
街
に
移
転
し
さ
ら
に
業
務
拡
張｣

と
の
広
告
で
あ
る
。
そ
の
宣
伝
の
意
味
は
十
分
で
あ

る

(

�)

。
そ
の
他
も
う
一
人
、
日
本
の
内
地
で
す
で
に
十
年
以
上
仕
事
を
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
日
本
人
弁
護
士
は
、
広
告
の
中
で

｢

林

本
源
家
の
法
律
顧
問｣
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
一
般
の
台
湾
人
の
信
頼
を
得
よ
う
と
し
て
い
る

(

�)

。
こ
の
外
、
こ
れ
ら

の
新
聞
は
ま
た
か
な
り
多
く
の
法
院
に
関
わ
る
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
事
件
・
分
量
も
様
々
な
ニ
ュ
ー
ス
を
載
せ
て
い
る
。

一
体
ど
れ
く
ら
い
の
人
が
こ
の
新
聞
か
ら
上
記
の
知
ら
せ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
か
は
、
お
そ
ら
く
い
ま
だ
探
究
を
待
つ
こ
と
に
な

ろ
う
。
し
か
し
一
八
九
六
年
十
月
三
十
日
の

『

台
湾
新
報』

の
も
う
一
つ
の
投
書
か
ら
、
あ
る
い
は
少
し
窮
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
第
一
版
に
一
つ
の｢
庄
紳
負
託｣

が
あ
り
、｢

桃
澗
堡
龜
崙
口
大
湖
坑
庄
�
人
民
等(

投
書)｣

と
の
署
名
が
あ
る
。

そ
の
内
容
の
概
略
は
こ
う
で
あ
る
。
台
北
県
庁
が
業
戸
に
申
込
書
を
出
す
よ
う
に
、
そ
し
て
各
庄
の
総
理
庄
紳
が
す
べ
て
集
め
て
役
所

に
持
っ
て
く
る
よ
う
に
、
ま
た
一
銭
の
お
金
も
と
っ
て
は
な
ら
な
い
と
指
示
し
た
。
し
か
し
こ
の
庄
の
総
理
庄
紳
が
一
定
の
金
額
を
強

要
し
た
た
め
、｢

人
民
受
苦
無
門
告
投
不
得
不
求

報
館
諸
君
附
刊
紙
尾
、
以
備

上
憲
鑒
察
、
伸
我
庄
人
民
之
冤
耳

(

人
々
が
苦
し

め
ら
れ
訴
え
る
す
べ
が
な
く
求
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
新
聞
社
諸
君
の
末
尾
に
付
し
て
、
役
人
の
査
察
に
そ
な
え
、
我
庄
の
人
民
の

不
当
な
扱
い
を
や
め
さ
せ
る
の
み)｣

と
な
っ
た
。
ま
た
こ
の
庄
の
総
理
と
称
す
る
は
戸
ご
と
に

｢

家
甲
牌｣

を
受
け
取
る
時
に
金
銭

を
強
要
し
、
ま
た
各
庄
に

｢

局
費｣

と
し
て
寄
付
金
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、｢

上
憲
若
派
員
到
地
密
査
自
然
水
落
石
出

(

役
人
が
も
し
人
を
派
遺
し
て
そ
の
地
を
調
べ
さ
せ
る
な
ら
、
自
ず
か
ら
真
相
が
明
ら
か
に
な
ろ
う)｣

と
す
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
被

害
を
自
認
す
る
業
戸
は
、
こ
の
新
聞
の
読
者
に
ち
が
い
な
い
。
少
な
く
と
も
こ
の
新
聞
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ

翻 訳
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法
。
這
就
是
叫
做
假
差
押
�
。
�
好
�
緊
請
法
院
給
他
假
差
押

(

抄
封)

、
以
制
機
先
。
…
…
等
�
�
正
訴
勝
他
的
時
、
就
可
請
官
裡

給
他
公
賣
財
�
來
還
�
了

(

…
…
法
律
に
は
こ
の
よ
う
な
財
産
を
隠
匿
す
る
方
法
を
阻
止
す
る
規
定
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
仮
差
押
え

と
言
い
ま
す
。
す
ぐ
に
法
院
に
仮
差
押
え

[｢

抄
封｣

の
こ
と]

を
申
請
し
、
先
手
を
打
つ
の
で
す
。
…
…
あ
な
た
が
勝
訴
し
た
と
こ

ろ
で
、
官
に
彼
の
財
産
を
競
売
に
か
け
て
も
ら
い
あ
な
た
に
お
返
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す)

。｣

さ
ら
に
こ
う
言
う
。｢

…
…
法
律
上

有
兩
條
制
裁
�
法
。
第
一
的
方
法
、
是
做
刑
案
記
訴

(

傷
害
罪)

。
�
若
到
法
庭

(

本
地
警
察
署
亦
可)

告
訴
、
那
個
亂
來
的
監
督
一

定
被
官
拿
去
受
罪
。
第
二
的
方
法
、
是
做
民
事
案
件
、
請
求
損
害
賠
償

(

法
語
上
的
名
詞
叫
做
不
法
行
為)

。
…
…
確
有
可
求
一
萬
圓

償
金
的
可
價
値
、
這
樣
叫
做
私
訴
是
也
。(

…
…
法
律
上
は
制
裁
方
法
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
の
方
法
は
刑
事
事
件
と
し
て
訴
え

る

[

傷
害
罪]

こ
と
で
す
。
も
し
法
廷

[

そ
の
地
の
警
察
署
で
も
よ
い]

に
訴
え
出
れ
ば
、
そ
の
勝
手
な
こ
と
を
や
る
監
督
は
必
ず
や

官
に
罪
を
問
わ
れ
ま
す
。
第
二
の
方
法
は
、
民
事
事
件
と
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
の
で
す

[

法
律
用
語
と
し
て
は
不
法
行
為
と

い
い
ま
す]

。
…
…
確
か
に
一
万
円
の
賠
償
金
を
求
め
る
価
値
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
私
訴
と
呼
び
ま
す

(

�)

。)｣

こ
こ
で
わ
か
る

の
は
、
近
代
型
法
院
の
民
事
訴
訟
手
続
及
び
民
刑
区
分
の
観
念
で
あ
る
。
台
湾
語
文
自
体
も
、
当
時
施
行
し
た
日
本
化
し
た
西
洋
式
法

制
の
た
め
、
法
律
関
係
の
外
来
語
が
か
な
り
増
え
て
い
る
。

四

社
会
学
習
に
の
み
よ
る
こ
と
の
限
界

社
会
自
身
が
本
の
姿
を
変
え
る
こ
と
に
対
し
て
一
定
の
時
間
を
要
す
る
外
に
、
日
本
政
府
は
植
民
地
統
治
の
政
治
上
の
考
慮
か
ら

(

�)

、

法
院
を
含
む
近
代
西
洋
式
の
法
制
を
導
入
し
た
時
、
積
極
的
に
台
湾
に
そ
れ
を
広
め
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
台
湾
人
は
知
る
機
会
が

あ
り
、
確
か
に
近
代
型
法
院
制
度
を
使
う
人
も
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
伝
播
さ
れ
或
い
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
程
度
に
は
や
は
り
限
界

が
あ
っ
た
。
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本
の
役
所
の
側
は
客
寄
せ
せ
よ
と
の
圧
力
が
な
い
の
で
、
漢
訳
等
の
や
り
方
を
通
じ
て
、
法
律
の
知
識
を
台
湾
人
の
間
に
広
め
よ
う
と

す
る
意
識
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
台
湾
人
は
さ
ら
に
社
会
生
活
の
経
験
の
中
か
ら
、
何
が
西
洋
式
の
法
制
と
法
院
で
あ
る
か
を
探
っ
た
。
日
本
統
治
の
始
め
の

頃
よ
り
、
一
部
の
台
湾
人
の
紳
商
は
、
す
で
に
日
本
の
法
律
及
び
商
業
事
情
に
通
じ
た
人
を
講
演
に
招
き
、
か
つ
法
院
の
判
決
例
に
注

意
を
払
い
、
官
報
の
記
事
を
重
視
し
た

(

	)

。
こ
れ
ら
の
人
々
は
前
述
の
新
聞
或
い
は
月
刊
誌
の
定
期
購
読
者
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高

い
。
こ
の
他
ま
た
ポ
ツ
ポ
ツ
と
、
法
律
書
で
漢
文
に
訳
さ
れ
た
も
の
が
現
わ
れ
た

(


)

。

人
々
が
近
代
型
法
院
を
使
う
こ
と
の
経
験
が
、
徐
々
に
台
湾
人
の
日
常
的
な
言
葉
の
中
に
現
わ
れ
た
。
一
九
一
六
年
に
初
版
が
発
行

さ
れ
、
台
湾
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

｢

台
語｣

を
教
え
る
た
め
の
教
科
書
の
中
は
す
で
に
、｢

伊
在
得
做
法
院
的
通
譯

(

彼
は
法
院
の

通
訳
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い)｣

、｢
在
我
打
算
、
不
如
著
債
辯
護
辯(

弁
を
請
い
て
弁
護
さ
せ
る
の
が
一
番
良
い
、
と
私
は
考
え
て
い
る)｣

、

｢

判
官
在
公
堂
在
問
案

(

裁
判
官
が
法
廷
で
事
件
を
取
り
調
べ
る)｣

等
の
言
い
方
が
現
れ
て
い
る

(

�)

。
法
院

(

今
も
こ
う
呼
ん
で
い
る)

に
来
て
、
弁
護
士

(

今
の
律
師)

を
頼
み
、
判
官

(

今
の
法
官)

に
よ
っ
て
事
件
を
審
理
す
る
こ
と
が
、
一
九
一
〇
年
代
で
は
お
そ
ら

く
す
で
に
台
湾
人
の
日
常
生
活
の
経
験
の
一
部
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て

｢

法
院｣

、｢

弁
護

(

士)｣

等
の
言
葉
が
す

で
に
台
湾
漢
文
の

｢

外
来
語｣

と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
日
本
統
治
に
よ
っ
て
西
洋
の
法
制
が
も
た
ら
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

日
本
統
治
以
降
、
台
湾
人
は
限
界
の
あ
る
漢
文
の
情
報
と
伝
授
に
よ
っ
て
、
法
院
を
含
む
近
代
西
洋
式
の
法
制
を
学
ん
だ
。
ほ
ぼ
一

九
二
〇
年
代
に
至
る
と
、
よ
う
や
く
日
本
語
教
育
を
受
け
る
か
或
い
は
近
代
法
学
の
訓
練
を
受
け
た
新
世
代
の
台
湾
人
が
よ
り
広
い
知

識
を
得
て
、
西
洋
式
の
法
制
を
理
解
、
使
用
し
、
そ
の
経
験
を
さ
ら
に
多
く
の
台
湾
人
に
伝
え
て
い
っ
た
。

一
九
二
三
年
に
発
行
さ
れ
、
台
湾
人
の
声
を
標
榜
す
る

『

台
湾
民
報』
は
第
一
号
の
中
で
、
台
湾
人
弁
護
士
の
鄭
松
�
の
開
く

｢

法

律
顧
問｣

の
特
別
欄
を
設
け
、
問
題
回
答
の
場
を
借
り
て
人
々
に
法
院
の
使
用
に
つ
い
て
教
え
、
台
湾
人
に
一
層
近
代
西
洋
式
の
制
度

を
理
解
す
る
機
会
を
与
え
た
。
例
え
ば
こ
の
よ
う
な
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。｢
…
…
法
律
亦
有
規
定
、
阻
止
這
種

匿
財
産
的
�

翻 訳

(名城 '09) 58－4－62



ろ
こ
ろ
と
変
わ
っ
た
の
で
す
が
依
然
返
そ
う
と
し
ま
せ
ん
。
厳
し
く
追
及
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
た
だ
か
な
い
と
、
泰
等
の
財
は

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
悪
事
に
追
従
し
て
お
い
て
、
ま
た
彼
は
逃
げ
お
お
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
事
情
を
は
っ
き

り
さ
せ
る
べ
き
で
す
、
ど
う
ぞ
お
願
い
し
ま
す
。

台
湾
総
督
府
が
、
法
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
命
じ
、
元
金
を
取
り
返
し
、
民
の
頼
り
と
な
る
こ
と
、
ど
う
か
お
願
い
致
し
ま
す
。

も
し
合
理
的
に
読
む
な
ら
、
こ
の
三
人
の
台
湾
人
は
ま
さ
に
ま
だ
あ
ま
り

｢

異
制｣

に
適
応
で
き
て
い
な
い
一
般
の
民
衆
と
思
わ
れ

る
。
彼
ら
は
明
ら
か
に
形
式
の
違
い
を
知
っ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く

『

台
湾
新
報』

に
載
っ
た
こ
と
の
あ
る

｢

台
灣
總
督
、
無
審
訊
被

告
・
宣
告
刑
名
等
之
權

(

台
湾
総
督
は
、
被
告
を
審
問
し
、
刑
名
を
宣
告
す
る
等
の
権
限
は
な
い)｣

と
の
言
葉
を
知
ら
ず
、
な
お
父

母
官
が
一
切
の
事
務
を
統
轄
す
る
と
の
観
点
で
、｢

新
し
い｣

日
本
の
長
官
を
見
る
の
で
、
被
告
に
は

｢

罪｣

が
あ
る
と
考
え
て
、
総

督
に

｢

�
�
本
金

(

元
金
の
返
還
を
迫
る)｣

こ
と
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
実
は
彼
ら
は
こ
の
文
書
を
送
る
前
に
、
す
で
に
法
院
に

｢

�
控

(

訴
え
出)｣

て
い
た
。
し
か
し
な
お
彼
ら
は
伝
統
中
国
の
や
り
方
に
従
っ
て

｢

遞
轅
呼
冤

(

役
所
に
自
分
に
非
が
な
い
こ
と
を

訴
え
た)｣

の
は
、
お
そ
ら
く
法
院
へ
訴
え
る
時
に
本
事
件
の
原
告
が
日
本
人
の
法
律
専
門
家
の
援
助
を
求
め
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
事
件
は
法
院
の
中
で
、
提
訴
手
続
が
違
法
で
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、｢

蒙
�
而
未
�(

追
求

を
求
め
た
が
追
求
さ
れ
な
か
っ
た)｣

と
考
え
ら
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
外
行
政
機
関
に
属
す
る
警
察
署
に
対
し
て
、
民

事
紛
争
に
つ
い
て

｢

�
封

(

差
し
押
さ
え
る
こ
と)｣

を
な
す
こ
と
を
求
め
、
同
じ
く
拒
絶
さ
れ
た
。
そ
の
行
な
う
べ
き
は
、
法
院
に

対
し
て
鄭
松
�
が
一
九
二
三
年
の

『

台
湾
民
報』

で
説
い
た

｢

假
差
押｣

を
請
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
す
で
に
警
察
署
に

請
求
が
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
は
い
た
が
、
被
告
は

｢

抗
藐
法
律
、
膽
敢
將
木
柱
、
擅
行
散
賣

(

法
を
踏
み
に
じ
り
、
木
柱
を
勝
手

に
あ
ち
こ
ち
に
売
っ
て
し
ま
っ
た)｣

の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
三
人
の
台
湾
人
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
十
九
世
紀
末
に
生
き
て

い
る
彼
ら
は
、
た
だ
そ
の
固
有
の
文
化
観
念
に
よ
り
、
一
つ
の

｢

正
義｣

を
求
め
た
の
で
あ
り
、
異
な
る
法
制
の
下
で
は

｢

正
義｣

の
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一
八
九
七
年
十
二
月
、
台
湾
総
督
乃
木
希
典
が

｢

討
求
木
柱
理
�
不
�

恩
准
移
飭
究
�
之
願

(

木
柱
の
返
す
べ
き
を
返
さ
ざ
る
を

追
求
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
、
お
許
し
い
た
だ
け
る
よ
う
に
請
う
の
願
い
出)｣

と
書
か
れ
た
文
書
を
受
け
取
っ
た

(

�)

。
送
り
主
は

｢

原
告｣
と
称
し
、
当
時
台
中
県
北
投
堡
番
仔
田
庄
に
住
む
台
湾
人
の
洪
某
と
二
人
の
荘
某
の
計
三
人
が
関
わ
り
、
日
本
人
の
臼
井
武

右
衛
門
を

｢
被
告｣

と
し
て
い
た
。
そ
の
書
状
の
形
式
と
前
述
一
八
九
六
年
の

『

台
湾
新
報』

よ
り
参
考
に
掲
げ
た
訴
状
と
は
か
な
り

似
て
お
り

(

�)

、

｢
淡
新
�
案｣

の
中
の
清
朝
統
治
時
代
の
文
書
の
形
式
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
洪
某
荘
某
の
述
べ
る
と
こ
ろ
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

…
…
約
期
未
到
、
木
柱
盡
被
臼
井
氏
強
搬
而
去
、
泰
等

(

即
原
告
洪
某
・
荘
某
、
筆
者
注)

向
討
、
…
…
不
肯
獻
還
。
泰
等
�

赴
台
中
警
察
署
�
控
、
蒙
訊
追
封
在
案
、
不
許
變
賣
。
孰
意
臼
井
氏
抗
藐
法
律
、
膽
敢
將
木
柱
、
擅
行
散
賣
。
泰
等
無
奈
再
赴
台

中

法
院
�
控
、
並
遞
轅
呼
冤
。
雖
蒙
追
而
未
追
。
嗣
後
臼
井
氏
懼
罪
、
囑
託
彰
化
北
門
内
尤
樹
松
、
…
…
折
處
價
金
八
百
九
十

三
丹
…
…
	
料
臼
井
氏


覆
無
常
…
…
仍
繼
堅
抗
不
還
、
非
蒙
大
人
移
飭
嚴
追
究
�
、
不
特
泰
等
財
本
無
歸
、
而
效
尤
亦
伊
胡
底

耶
、
理
合
瀝
情
、
叩
乞

台
灣
總
督
府
、
移
�
律
�
、
追
還
本
金
、
新
民
有

、
奉
願
候
也
。
…
…

…
…
約
束
の
時
期
が
ま
だ
来
て
い
な
い
の
に
、
木
柱
を
臼
井
氏
が
尽
く
持
ち
去
り
、
泰
等

(

即
ち
原
告
の
洪
某
、
荘
某
―
筆
者

注)

が
請
求
し
て
も
、
…
…
返
そ
う
と
し
ま
せ
ん
。
泰
等
は
台
中
に
赴
き
警
察
署
に
訴
え
出
、
差
し
押
え
る
こ
と
を
検
討
し
て
ほ

し
い
と
言
っ
て
い
る
最
中
な
の
で
、
金
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
臼
井
氏
は
法
を
踏
み
に

じ
り
、
木
柱
を
勝
手
に
あ
ち
こ
ち
に
売
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
泰
等
は
已
む
な
く
台
中
に
も
う
一
度
赴
き
、
法
院
に
訴
え
、
い
わ

れ
な
き
仕
打
ち
を
伝
え
ま
し
た
。
し
か
し
追
求
を
求
め
て
も
追
求
は
な
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
臼
井
氏
は
罪
を
恐
れ
、
彰

化
北
門
内
の
尤
樹
松
に
頼
み
、
…
…
金
八
百
九
十
三
丹
を
値
引
こ
う
と
し
…
…
思
い
も
し
な
か
っ
た
こ
と
に
臼
井
氏
は
態
度
が
こ

翻 訳

(名城 '09) 58－4－64



｢

没
有
錢
。｣

參
説
、
…
…
去
受
監
禁
。

參
的
妻
子
、
…
…

�
剛
跨
進
郡
衙
的
門
限
、
被
一
巡
警
的｢

要
做
什
麼｣

的
一
聲
呼
�
、
已
嚇
得
倒
退
的
門
外
去
、
…
…
幸
有
…
…

小
使
、
…
…
教
�
拿
出
三
塊
錢
、
代
�
進
去

(

�)

。｣

巡
査
は
彼
を
一
瞥
し
、
役
所
に
連
れ
て
行
っ
た
。

｢

な
ん
じ
は
奏
得
参
か
。｣

法
官
は
上
か
ら
尋
ね
た
。

｢

は
い
、
そ
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。｣

彼
は
地
面
に
跪
い
て
答
え
た
。

法
官

｢

な
ん
じ
は
罪
を
犯
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。｣

参

(

秦
得
参)

｢

私
は
三
十
に
な
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
一
度
も
法
を
犯
し
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。｣

法
官

｢

こ
れ
ま
で
は
関
係
な
い
。
今
回
度
量
衡
規
則
を
犯
し
て
お
る
。｣

参

｢

こ
れ
は
濡
衣
で
す
。｣

法
官

｢

し
か
し
巡
査
の
報
告
は
こ
れ
ま
で
間
違
っ
た
こ
と
は
な
い
。｣

…
…

法
官

｢

違
犯
し
た
と
な
る
と
、
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ん
じ
に
三
円
の
罰
金
を
科
す
が
、
こ
れ
は
格
別
の
恩
典
で
あ
る
。｣

参

｢

し
か
し
お
金
が
あ
り
ま
せ
ん
。｣

法
官

｢

金
が
な
い
な
ら
、
監
獄
に
入
る
こ
と
三
日
で
あ
る
が
、
ど
う
で
あ
る
か
。｣

参

｢

お
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。｣

…
…
収
監
さ
れ
る
。

参
の
妻
、
…
…
彼
女
は
ち
ょ
う
ど
郡
役
所
の
門
を
潜
ろ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
巡
査
か
ら

｢

何
の
用
だ
。｣

と
大
声
で
怒
鳴
ら

れ
、
び
っ
く
り
し
て
門
の
外
に
飛
退
い
た
、
…
…
幸
い
な
が
ら
…
…
小
使
が
、
…
…
三
円
だ
せ
ば
よ
い
と
教
え
て
く
れ
、
代
わ
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意
味
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
な
ど
と
ど
う
し
て
わ
か
ろ
う
。
新
し
い
政
府
は
、
あ
ら
ゆ
る
か
ぎ
り
の
手
を
尽
し
、
人
々

に
新
し
い

｢

正
義｣

と
は
何
か
を
教
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
外
、
白
話
文
で
庶
民
の
生
活
を
反
映
す
る
こ
と
を
提
唱
し
、
但
し
本
業
は
医
者
で
あ
る
頼
和
が
、
一
九
二
六
年
に『

台
湾
民
報』

で
発
表
し
た
小
説

｢

一
挺
の

『

稱
仔

(

秤)』｣

で
使
わ
れ
た
用
語
に
よ
れ
ば

(

�)

、
日
本
統
治
時
代
に
は
、
た
と
え
高
等
教
育
を
受
け
て
い

た
と
し
て
も
、
近
代
型
法
院
と
行
政
部
門
に
属
す
る
警
察
機
関
は
ど
う
異
な
る
か
を
必
ず
し
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
文
で
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

巡
警
�
他
一
眼
便
帶
他
上
衙
門
去
。

｢

汝
泰
得
參
�
？｣

法
官
在
座
上
問
。

｢

是
、
小
人
、
是
。｣

參
跪
在
地
上
回
答
説
。

｢

汝
�
犯
過
罪
�
？｣

法
官
。

｢

小
人
生
來
將
三
十
歳
了
、
�
未
犯
過
一
次
法
。｣

參
。

｢

以
前
不
管
他
、
這
回
違
犯
著
度
量
衡
規
則
。｣
法
官
。

…
…

｢

這
事
冤
枉
的
	
！｣

參
。

｢

但
是
、
巡
警
的
報
告
、
總
没
有
錯
	
！｣

法
官
。

…
…

｢

既
然
違
犯
了
、
總
不
能
輕
恕
、
只
科
罰
汝
三
塊
錢
、
就
算
格
外
恩
典
。｣

官
。

｢

可
是
、
没
有
錢
。｣

參
。

｢

没
有
錢
、
就
坐
監
三
天
、
有
没
有
？｣

官
。
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と
結
び
つ
い
て
い
る

(

�)

。
こ
こ
で
い
う

｢

稱
仔｣

は
、
西
洋
人
が
比
喩
で
用
い
る

｢

法｣

の
天
び
ん
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
相
対

立
す
る
も
の
と
し
て
、
上
述
の

｢

討
求
木
柱
理
還
不
還

恩
准
移
飭
究
追
之
願｣

の
如
き
は
、
文
を
書
い
た
者
は
相
手
方
は

｢
法
律｣

、
｢

罪
を
恐
れ
る
こ
と｣

を
軽
視
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
取
引
上
の
金
に
関
わ
る
紛
争
で
さ
え
、
み
な

｢

法｣

と

｢
罪｣

が
結
び
つ
い
て
お
り
、
明
ら
か
に
依
然
と
し
て
伝
統
中
国
の
法
律
観
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
代
法
観
念
を
具
え
る
頼
和
は
、
そ

の
た
め
に
役
所
も
同
様
に
法
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る

(

�)

。
但
し
頼
和
は
小
説
の
中
で

｢

辯
護
士
要
錢
、
法
院
印
紙

(

印
花)

要
錢
、
�
没
這
麼
多
的
錢
、
且
法
律
會
保
護
到
他
們
�
？
他
不
敢
信
任
、
也
只
有
自
己
怨
嘆
而
已

(

弁
護
士
に
金
が
い
り
、

法
院
印
紙
に
金
が
い
り
、
彼
女
は
こ
ん
な
に
多
く
の
金
を
持
た
ず
、
そ
の
う
え
法
律
は
彼
ら
を
保
護
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
彼
は
信
じ
よ

う
と
は
せ
ず
、
た
だ
一
人
で
怨
む
だ
け
だ)

。｣

と
言
い

(

�)

、｢

法
院
是
有
路
用
？
！
法
是
伊
創
的

(

法
院
は
コ
ネ
の
あ
る
者
が
使
う
も
の

か
。
法
は
法
院
が
作
る
も
の
な
の
だ)｣

と
さ
え
書
い
て
い
る

(

�)

。
当
時
の
頼
和
の
よ
う
な
社
会
主
義
の
傾
向
を
も
つ
台
湾
人
は
、
近
代

型
法
院
体
制
が
資
産
階
級
に
有
利
で
あ
る
こ
と

(

現
在
も
な
お
然
り)

を
す
で
に
見
抜
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
台
湾
人
の

作
家
が
書
い
た
小
説
の
中
で
、
警
察
に
つ
い
て
は
常
に
横
暴
で
ま
た
貪
欲
と
さ
え
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し

(

�)

、
裁
判
官
及
び
検
察
官
は

大
体
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
負
の
側
面
か
ら
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
免
れ
て
い
る
の
で

(

�)

、
こ
の
こ
と
は
近
代
型
法
院
が
一
般
人
の
受
け

入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
に
役
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
当
時
の
台
湾
人
の
一
部
に
つ
い
て
言
え
ば
、
法
院
は
警
察
に
比
べ
て

｢

清
廉
潔
白
で
公
正｣

な
上
級
の

｢

役
所｣

で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
一
九
二
六
年
の『

台
湾
民
報』

に
は
、｢

小
孩
放
尿
的
裁
判
・
大
人
對
小
孩
的
奇
案(

子
供
の
立
小
便
裁
判
・

大
人
の
子
供
に
対
す
る
珍
事
件)｣

と
題
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が
載
っ
て
い
る
。

…
…
在
台
中
市
榮
町
漢
醫
趙
作
霖
氏
的
孫
、
今
年
才
四
	
的
小
孩
子
、
…
…
在
門
前
放
了
尿
、
湊
巧
卻
被
受
持
三
苫
巡
査
觸
見
、

就
將
犯
違
警
例
告
發
了
。
趙
氏
…
…
對
警
察
署
的
五
十
錢
的
科
料

(

額
度
較
少
的
罰
金
、
筆
者
註)

聲
明
不
服
、
而
提
起
正
式
裁

判
了
。
至
十
月
二
十
日
在
台
中
地
方
法
院
開
第
一
審
公
判
後
、
因
為
起
訴
理
由
中
有
曖
昧
處
、
所
以
同
日
下
午
就
到
現
場
臨
檢
了
。
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り
に
持
っ
て
行
っ
て
く
れ
た
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
直
接
に
警
察
に
よ
っ
て
移
送
さ
れ

(

ま
ず
検
察
局
に
移
送
さ
れ
る
の
で
は
な
い)

、
警
察
の
報

告
だ
け
に
基
づ
い
て

(

検
察
官
の
起
訴
で
は
な
い)

、｢

行
政
諸
規
則
に
違
反
す
る
罪｣

に
入
る
度
量
衡
規
則
違
反
に
対
し
て
、｢

百
圓

以
下
の
罰
金｣
に
入
る
三
円
を
科
す
か
、
或
い
は

｢

三
個
月
以
下
の
重
禁
錮｣

に
入
る
三
日
間
の
監
禁
の
処
罰
を
す
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
は
犯
罪
即
決
手
続
に
よ
っ
て
、
高
級
警
察
官
に
属
す
る

｢

即
決
官｣

が
裁
き
を
下
し
て
い
る
の
だ
が

(


)

、

頼
和
は
裁
き
を
下
す
者
を

｢

法
官｣

と
呼
ん
で
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
頼
和
は
糾
問
制
の
下
で
犯
罪
の
裁
き
を
す
る
執
法
官
員
を

｢

法
官｣

と
い
う
言
葉
で
理
解
し
て
お
り
、
国
家
法
上
こ
の
犯
罪
を
裁
く
こ
と
を
担
当
す
る
者
が

｢

判
官｣

な
の
か
或
い
は

｢

即
決
官｣

な
の
か
は
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
国
家
法
上
は
こ
の
区
別
が
重
大
な
意
味
を
も
ち
、
判
官
は
近
代
型
訴
訟
制
に
基
づ
い
て
、
行
政
部
門

の
影
響
を
受
け
な
い
中
立
的
な
裁
判
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
即
決
官
は
伝
統
中
国
の
糾
問
制
を
踏
襲
し
、
検
察
と
裁
判
の
任
務
を
兼
ね

る
行
政
官
員
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
般
人
民
が
両
者
を

｢

区
別
し
な
い｣

の
は
、
ま
さ
に
日
本
統
治
当
局
が
刑
事
事
件
に
つ
き
、
大
部

分
を
行
政
司
法
不
分
の
犯
罪
即
決
手
続
を
採
用
し
て
い
た
た
め
に

(

�)

、
人
々
が

｢

異
制｣

の
近
代
型
法
院
の
訴
訟
手
続
上
に
属
す
る
検
察

官
・
裁
判
官
の
役
割
を
知
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

但
し
も
し
さ
ら
に
知
識
階
級
に
属
す
る
頼
和
を
例
に
す
る
と
、(

そ
れ
は
必
ず
し
も
教
育
を
受
け
て
い
な
い
庶
民
を
代
表
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が)

、
当
時
一
部
の
台
湾
人
は
す
で
に
西
洋
文
明
の

｢

法｣

を
認
め
る
こ
と
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
近
代
型
法
院
の
実
現

す
る
実
質
正
義
に
対
し
て
さ
ら
に
高
い
期
待
を
か
け
て
い
た
。
ま
さ
に
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
頼
和
は

(｢

秤｣

を
意
味
す
る)

｢

稱
仔｣

と
い
う
言
葉
で

｢

法｣

は
公
正
・
平
等

(

均
等)

を
代
表
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
、
そ
し
て

｢

稱
仔｣

が
警
察
に
よ
り
折
ら
れ
る
こ
と
で
執
法
者
が
自
ら
こ
の
理
念
を
破
壊
し
た
こ
と
を
象
徴
し
た
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
う
な
る
の
は
つ

ま
り
日
本
の
高
等
教
育
を
受
け
た
頼
和
が
、｢

法｣

に
対
し
て
有
す
べ
き
意
味
の
理
解
が
す
で
に

｢

近
代
西
洋
式｣

と
な
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
伝
統
中
国
の｢

法｣

は
通
常
、
犯
罪
と
処
罰
に
関
わ
る｢

刑｣

と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
近
代
西
洋
の｢

法｣

は｢

正
義｣
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五

戦
後
の
台
日
法
文
化
の
継
続
的
交
流
と
今
日
へ
の
考
察

一
九
四
五
年
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
、
敗
戦
国
の
日
本
は
台
湾
の
統
治
権
を
譲
渡
し
、
戦
勝
国
の
一
つ
で
あ
る
中
国
が
台
湾
を

接
収
し
た
。
こ
れ
を
見
る
と
、
日
本
の
法
制
及
び
法
学
の
台
湾
に
対
す
る
影
響
は
こ
こ
で
終
わ
り
を
迎
え
る
べ
き
な
の
だ
が
、
実
際
上

は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

戦
後
の
台
湾
で
は
、
中
国
大
陸
か
ら
や
っ
て
来
た
外
省
人
グ
ル
ー
プ
が
、
そ
の
多
く
が
政
府
部
門
内
で
働
き
且
つ
指
導
的
地
位
を
占

め
た
た
め
に
、
先
の
台
湾
在
住
日
本
人
に
取
っ
て
代
わ
り
、
政
治
、
社
会
上
の
優
勢
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
た

(

�)

。
彼
ら
が
中
日
戦
争
を
経
て

日
本
を
敵
と
み
る
心
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
台
湾
に
も
た
ら
し
た

｢

中
華
民
国
法
制｣

及
び
関
連
す
る
法
学
知
識
は
、
近
代
式
法

典
を
制
定
し
た
時
、
す
で
に
日
本
法
或
い
は
日
本
の
学
界
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸

(

と
り
わ
け
ド
イ
ツ)

の
法
制
の
研
究
を
参
考
に
し
て

い
た
。
且
つ
民
国
時
代
の
中
国
で
法
を
学
ぶ
者
は
、
も
し
海
外
で
さ
ら
に
学
ぶ
な
ら
、
多
く
は
日
本
に
向
か
い

(

�)

、
僅
か
に
中
国
国
内
で

法
学
教
育
を
受
け
た
者
も
、
ま
た
大
量
に
日
本
の
学
説
理
論
を
採
用
す
る
雰
囲
気
の
中
に
包
ま
れ
て
い
た
の
で
、
外
省
人
グ
ル
ー
プ
の

法
律
経
験
の
中
に
は
ま
た
濃
厚
に

｢

日
本
の
要
素｣

が
存
在
し
た
。
そ
の
後
、
多
く
の
外
省
人
グ
ル
ー
プ
の
法
を
学
ん
だ
者
が
戦
後
台

湾
の
司
法
官
と
な
り
、
そ
の
法
的
見
解
は
多
か
れ
少
な
か
れ
戦
前
或
い
は
戦
後
の
日
本
の
法
学
の
論
文
・
著
作
の
影
響
を
受
け
て
い
る

(

�)

。

提
言
す
べ
き
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
偶
然
に
よ
っ
て
、
戦
後
の
中
華
民
国
の
法
院
制
度
が
戦
前
の
日
本
に
近
似
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ

れ
が
日
本
統
治
時
期
の
台
湾
人
の
法
院
使
用
の
経
験
を
そ
の
ま
ま
続
け
さ
せ
、
近
代
型
法
院
の
台
湾
で
の
推
進
に
役
立
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る

(

�)

。

も
う
一
方
で
、
本
省
人
グ
ル
ー
プ
の
中
の
福
�
人
、
客
家
は
日
本
統
治
時
代
に
形
成
さ
れ
た
気
風
を
受
け
継
い
で
、
法
院
内
で
司
法

官
に
な
っ
た
り
或
い
は
弁
護
士
業
務
に
従
事
す
る
た
め
に
、
子
弟
が
法
律
を
学
ぶ
こ
と
を
か
な
り
奨
励
し
て
い
る
。
例
え
ば
戦
後
十
年
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在
臨
檢
的
時
候
、
三
苫
巡
査
所
説
的
是
屎
、
判
官
詰
問
�
所
起
訴
的
是
尿
、
怎
今
説
是
屎
�
？
巡
査
無
意
説
是
屎
與
尿
兩
個
字
是

很
相
似
、
我
卻
認
不
清
楚
。
屎
尿
認
不
消

(

應
為

｢

清｣

、
筆
者
註)

楚
的
也
配
當
警
官
？
豈
不
笑
�
判
官
	
腹


？
又
且
地
點

説
的
很
不
確
定
、
所
以
十
月
二
十
九
日
的
判
決
判
作
無
罪
了

(

�)

。

…
…
台
中
市
栄
町
の
漢
方
医
趙
作
霖
氏
の
孫
で
、
今
年
四
才
に
な
っ
た
ば
か
り
の
小
児
が
、
…
…
門
の
前
で
立
小
便
を
し
て
、

運
悪
く
受
持
ち
の
三
苫
巡
査
に
見
付
か
り
、
違
警
例
を
犯
し
た
廉
で
捕
ま
っ
た
。
趙
氏
は
…
…
警
察
署
の
五
十
銭
の
科
料

(

額
の

か
な
り
低
い
罰
金
―
筆
者
注)

に
対
し
て
不
服
を
表
明
し
、
正
式
の
裁
判
を
起
こ
し
た
。
十
月
二
十
日
に
台
中
地
方
法
院
が
第
一

審
の
公
判
を
開
い
た
後
、
起
訴
理
由
の
中
に
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
同
日
の
午
後
に
現
場
検
証
を
行
な
っ
た
。

現
場
検
証
の
時
、
三
苫
巡
査
の
言
う
こ
と
が
大
便
だ
っ
た
と
な
り
、
裁
判
官
は
君
は
起
訴
で
は
小
便
と
し
て
い
た
も
の
を
、
今
な

ぜ
大
便
と
い
う
の
か
と
問
い
詰
め
た
。
巡
査
は
う
っ
か
り
と
屎
と
尿
と
い
う
二
つ
の
字
は
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
は
っ
き

り
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
言
っ
た
。
屎
と
尿
が
区
別
で
き
な
い

(｢

消｣

の
字
は

｢

清｣

と
す
べ
き
だ
ろ
う
―
筆
者
注)

者
が

警
官
に
な
れ
る
の
か
。
裁
判
官
が
腹
を
抱
え
る
よ
う
な
冗
談
を
言
う
で
は
な
い
か
。
ま
た
且
つ
場
所
も
は
っ
き
り
と
し
な
か
っ
た

の
で
、
十
月
二
十
九
日
の
判
決
は
無
罪
と
な
っ
た
。

こ
の
事
件
の
中
で
は
、
人
民
は
警
察
署
の
即
決
官
の
裁
断
に
不
満
な
た
め
、
即
ち

｢

正
式
の
裁
判
を
起
こ
す｣

方
式
で
、
法
院
に
不

服
の
意
を
示
し
て
い
る
。
ま
さ
に
法
院
手
続
の
中
で
、
裁
判
官
が
警
察
を
詰
問
し
て
、
最
終
的
に
は
無
罪
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
の

で
、
傾
向
と
し
て
は
法
院
内
の
裁
判
官
は
か
な
り

｢

民
を
愛
す
る｣
上
級
官
員
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

翻 訳
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領
軍
の
主
導
の
下
、
民
主
化
と
自
由
化
の
法
律
改
革
を
進
め
、
文
化
の
刷
新
を
促
し
た

(

�)

。
民
主
・
自
由
の
理
念
を
も
つ
一
部
の
台
湾
人

の
法
を
学
ぶ
者
か
ら
す
れ
ば
、
戦
後
の
日
本
の
法
制
及
び
そ
の
法
学
は
、
民
国
時
代
の
中
国
か
ら
の
国
家
主
義
を
偏
重
す
る
法
制
と
法

学
を
踏
襲
し
て
い
る
台
湾
に
と
っ
て
参
考
と
す
る
に
値
す
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
台
湾
の
法
制
及
び
そ

の
法
学
が
刷
新
を
求
め
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
法
を
学
ぶ
方
向
へ
向
か
っ
た
時

(

�)

、
比
較
的
早
く
に
ア
メ
リ
カ
法
の
影
響
を
受
け
た
日
本

が
、
良
い
参
考
対
象
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
こ
数
年
台
湾
の
刑
事
訴
訟
法
は
ま
さ
に
積
極
的
に
ア
メ
リ
カ
法
制
に
接
近

し
、
こ
の
時
は
日
本
の
戦
後
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
た

｢

改
良
式
当
事
者
進
行
主
義｣

刑
事
訴
訟
手
続
を
参
考
に
で
き
た
の

で
あ
る

(

�)

。
お
そ
ら
く
台
湾
法
制
は
改
革
前
に
は
、
か
な
り
戦
前
の
日
本
法
制
に
似
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

(

�)

。

未
来
を
展
望
す
れ
ば
、
台
・
日
両
国
の
法
制
及
び
法
学
は
、
相
互
比
較
と
尊
重
が
肝
要
で
あ
り
、
も
は
や
台
湾
が
一
方
的
に
日
本
に

学
ぶ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
民
事
訴
訟
法
を
例
に
と
れ
ば
、
戦
後
台
湾
の
民
事
訴
訟
法
学
は
、
当
初
は
民
国
時
代
の
中
国
出
身
で
東

京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
石
志
泉
教
授
、
及
び
日
本
統
治
下
の
台
湾
に
生
ま
れ
、
同
じ
く
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
蔡
章
麟
教
授
の

影
響
を
か
な
り
受
け
、
関
連
学
説
が

｢

日
本
の
要
素｣

を
も
つ
こ
と
は
全
く
意
外
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
駱
永
家
、
陳

榮
宗
、
邱
聯
恭
等
何
名
か
の
教
授
は
、
日
本
に
留
学
し
て
当
時
の
日
本
の
民
事
訴
訟
法
の
学
説
を
持
ち
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
最
近
台
湾

の
学
者
、
例
え
ば
邱
聯
恭
教
授
及
び
政
府
の
関
連
部
門
が
、
こ
れ
ま
で
の
学
問
の
基
礎
に
基
づ
い
て
、
台
湾
の
実
践
経
験
を
考
慮
し
、

台
湾
に
適
合
す
る
民
事
訴
訟
モ
デ
ル
を
考
え
出
そ
う
と
し
て
い
る

(

�)

。
こ
れ
よ
り
、
一
つ
に
は
比
較
法
研
究
を
通
じ
て
法
規
範
と
社
会
条

件
の
間
の
相
互
関
係
を
追
究
す
る
こ
と
が
で
き
、
も
う
一
つ
に
は
日
本
の
学
界
に
も
う
一
つ
の

(

台
湾
か
ら
発
展
し
た)

訴
訟
モ
デ
ル

と
い
う
選
択
肢
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
例
え
ば
、
近
年
は
台
湾
の
大
法
官
会
議
が
常
に
そ
の
司
法
違
憲
審
査

権
を
発
揮
し
て
、
立
法
と
行
政
機
関
の
均
衡
を
は
か
っ
て
い
る
の
で

(

�)

、
あ
る
い
は
日
本
の
憲
法
解
釈
機
関
の
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
台
湾
の
直
接
の
住
民
選
挙
に
よ
る
総
統
と
日
本
の
多
数
党
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
総
理
大
臣
と
い
う
の
も
、
ま
た
比
較
で
き
る
興
味

深
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
台
日
間
の
法
制
と
法
学
経
験
の
交
流
が
さ
ら
に
頻
繁
に
ま
た
密
接
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る

(

�)

。
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〜
二
十
年
の
間
は
、
台
湾
大
学
の
も
し
す
べ
て
の
学
生
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
外
省
人
グ
ル
ー
プ
が
多
数
で
あ
る
が
、
し
か
し
法
律
系

の
学
生
に
つ
い
て
は
七
割
が
、
日
本
の
五
十
年
の
統
治
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
本
省
人
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
多
く
は
中
南

部
か
ら
来
た
学
生
が
入
学
後
一
心
不
乱
に
司
法
官
或
い
は
弁
護
士
試
験
へ
の
合
格
を
目
指
し
た
の
で
あ
っ
た

(

�)

。
一
般
の
外
省
人
の
日
本

を
敵
視
す
る
心
に
対
し
、
本
省
人
の
中
の
中
国
か
ら
来
た
国
民
党
政
権
に
対
し
好
感
を
も
た
な
い
者
は
、
か
つ
て
植
民
地
統
治
を
行
な
っ

た
日
本
政
権
に
対
し
て
、
逆
に
共
同
の
生
活
経
験
或
い
は
言
語
か
ら
生
ま
れ
る

｢

親
近
感｣

を
も
っ
て
い
た
た
め
、
法
を
学
ぶ
者
が
留

学
或
い
は
研
究
の
た
め
に
出
国
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
日
本
行
き
を
選
択
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
台
湾
大
学
法
律
系
の
教
師
を
例
に

す
る
と
、
戦
後
台
湾
か
ら
日
本
へ
留
学
し
た
者
は
、
す
べ
て
本
省
人
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る

(

	)

。
且
つ
本
省
人
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
司

法
官
の
中
に
は
、
日
本
の
統
治
を
受
け
て
い
た
た
め
、
日
本
語
に
通
じ
て
お
り
、
必
要
な
時
に
は
戦
後
の
日
本
の
法
学
の
論
文
・
著
作

を
参
考
に
し
、
法
律
見
解
を
作
り
上
げ
る
人
物
も
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
日
本
統
治
時
期
に
日
本
の
教
育
を
受
け
、
戦
後
台
湾
大
学

法
律
系
に
入
っ
て
学
び
、
そ
し
て
司
法
官
試
験
に
通
っ
た
陳
瑞
堂
大
法
官
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

大
学
の
時
に
は
教
授
の
講
義
す
ら
終
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
日
本
語
の
法
律
書
籍
を
読
ん
で
研
究
す
る
暇
な
ど
ど
こ
に
も
な
か
っ

た
。
し
か
し
法
官
に
な
っ
て
か
ら
は
、
時
に
参
考
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
日
本
の
書
籍
は
私
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
大
法
官

に
な
っ
た
時
に
役
に
立
っ
た
。
当
時
私
は
ほ
ぼ
事
件
ご
と
に
日
本
の
関
連
す
る
論
文
・
著
作
・
判
例
或
い
は
法
令
を
捜
し
て
は
研

究
し
た
。
な
ぜ
な
ら
台
湾
で
は
中
国
語
で
関
連
資
料
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
難
し
か
っ
た
が
、
日
本
で
は
ど
の
領
域
に
お
い
て
も

関
連
す
る
著
作
或
い
は
参
考
資
料
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
…
…

(

)

。

こ
の
よ
う
に
、
戦
後
台
湾
の
近
代
型
法
院
制
度
及
び
そ
の
運
用
方
式
に
は
、
外
省
人
グ
ル
ー
プ
・
本
省
人
グ
ル
ー
プ
の
各
々
が
そ
の

源
流
を
持
ち
、
さ
ら
に
そ
の
後
両
者
が
合
流
し
た
と
い
う
状
況
の
下
で
、
そ
の
ま
ま
薄
ま
る
こ
と
の
な
い
濃
厚
な

｢

日
本
の
要
素｣

が

残
っ
て
い
る
。

戦
前
の
台
湾
が
日
本
の
植
民
地
統
治
者
の
主
導
の
下
で
法
律
改
革
を
行
な
っ
た
の
と
同
じ
く
、
戦
後
の
日
本
も
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
占
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の
最
重
要
目
標
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
効
果
は
当
然
な
が
ら
限
界
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
戦
後
、
好
都
合
な

こ
と
に
国
民
党
政
権
が
持
ち
込
ん
だ
中
華
民
国
の
法
制
と
法
学
は
、
戦
前
の
日
本
と
非
常
に
似
て
お
り
、
そ
の
た
め
日
本
の
要
素
を
戦

後
の
台
湾
法
文
化
の
中
に
鮮
か
に
生
か
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
戦
後
は
ま
た
多
く
の
台
湾
の
法
学
者
が
、
日
本
留
学
を
経
て
現

在
の
欧
米
の
自
由
・
民
主
を
か
な
り
強
調
す
る
法
学
理
論
を
導
入
し
た
。
過
去
百
年
近
く
、
台
湾
人
民
は
常
に
日
本
か
ら
法
制
と
法
学

を
取
り
入
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
は
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
相
互
に
主
体
性
を
具
え
た
対
等
な
交
流
を
進
め
、
相
互
の
理
解
を

通
じ
て
相
互
に
協
力
し
合
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注

(

１)

日
本
統
治
よ
り
以
前
は
、
福
�
人
の
海
商

(

例
え
ば
鄭
氏
一
族)

が
日
本
人
と
接
触
が
あ
り
、
鄭
氏
支
配
の
時
期
に
は
、
日
本
は
台
湾
の
最

大
の
貿
易
相
手
国
で
あ
っ
た
。
し
か
し
清
朝
統
治
時
期
に
は
、
台
湾
人
と
日
本
人
と
の
商
業
的
な
往
来
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
鎖
国
前
の
日

本
人
は
台
湾
に
や
っ
て
来
て
原
住
民
と
鹿
皮
等
の
取
引
活
動
を
行
な
っ
た
が
、
清
朝
統
治
の
時
期
に
入
っ
て
か
ら
は
、
原
住
民
と
日
本
人
は
全

く
接
触
す
る
こ
と
も
な
く
、
牡
丹
社
事
件
は
少
数
の
原
住
民
部
落
に
関
係
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
日
本
統
治
開
始
後
は
、

島
の
原
住
民
と
漢
民
族
に
対
し
て
は
分
治
の
政
策
が
と
ら
れ
、
両
者
の
適
用
さ
れ
る
法
律
は
異
な
り
、
日
本
統
治
当
局
は
原
住
民
に
対
し
て
、

台
湾
の
漢
民
族
に
対
す
る
よ
り
一
層
同
化
政
策
を
推
し
進
め
た
こ
と
で
あ
る
。

(

２)

例
え
ば
張
承
韜
大
法
官
は
東
北
出
身
で
、
日
本
の
支
配
下
に
あ
っ
た
満
州
国
で
若
い
時
代
を
過
ご
し
、｢

中
国
内
地
と
比
べ
る
と
、
東
北
は

日
本
統
治
下
に
あ
っ
て
相
対
的
に
安
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る｣

と
考
え
て
お
り
、
日
本
語
の
国
家
試
験
を
通
じ
て
の
外
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
日

本
人
の
教
師
で
あ
る
満
州
国
の
長
春(

当
時
は
新
京
と
称
す)

の
法
政
大
学
で
法
学
教
育
を
受
け
た
。
談
話
の
中
で
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

｢

中
華
民
国
政
府
が
東
北
を
取
り
戻
し
た
後
、
東
北
の
人
々
は
奮
い
立
っ
た
の
だ
が
、
と
こ
ろ
が
蔑
視
さ
れ
て
い
る
と
の
感
覚
を
も
っ
て
し
ま
っ

た
。｣

且
つ
こ
う
言
う
。｢

台
湾
は
日
本
統
治
五
十
年
の
各
種
の
不
平
等
な
待
遇
を
受
け
は
し
た
が
、
と
こ
ろ
が
ま
た
日
本
の
明
治
維
新
以
来
の

東
西
双
方
の
文
明
に
配
慮
す
る
現
代
化
建
設
の
お
か
げ
を
こ
う
む
り
、
人
々
は
か
な
り
法
を
守
っ
て
事
を
行
な
い
、
勤
勉
で
活
発
で
あ
ろ
う
と

す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
東
北
と
台
湾
の
間
に
は
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
。｣

東
北
出
身
者
は
自
身
の
歴
史
経
験
に
基
づ
き
、
お
そ
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六

結

語

我
々
は

｢
多
元｣

の
角
度
か
ら
台
湾
と
日
本
の
関
係
を
見
る
時
、
ま
ず
留
意
す
べ
き
は
、
台
湾
社
会
自
体
が
一
つ
の
多
元
的
グ
ル
ー

プ
か
ら
成
る
生
活
共
同
体
で
あ
り
、
ゆ
え
に
各
方
面
に
配
慮
し
て
台
日
関
係
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
万
事

植
民
地
主
義
の
せ
い
に
す
る
単
線
的
思
考
モ
デ
ル
を
脱
す
る
な
ら
、
日
本
の
台
湾
統
治
以
降
に
、
時
を
同
じ
く
し
て
台
湾
人
と
近
代
西

洋
に
源
を
発
す
る

｢

異
制｣
と
の
間
の
衝
突
と
調
整
が
生
じ
た
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
日
本
統
治
の
始
め
は
依
然
と
し
て

民
事
紛
争
に
つ
い
て
は
旧
制
に
従
う
人
が
お
り
、
新
制
の
下
で
は
司
法
審
判
に
与
り
え
な
い
総
督
に
財
物
の
返
還
請
求
を
願
い
出
て
い

た
。
ま
さ
に
こ
の
近
代
西
洋
化
の
過
程
は
日
本
に
主
導
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
日
本
化
し
た
西
洋
式
の
法
制
を
導
入
す
る
こ
と

も
含
め
て
、
そ
の
後
の
変
化
の
結
果
は
、
日
本
統
治
が
導
い
た
変
遷
と
言
う
に
等
し
い
。
そ
こ
で
こ
れ
を
台
湾
法
文
化
中
の

｢

日
本
の

要
素｣

と
言
う
こ
と
が
で
き
、
本
稿
は
司
法
的
側
面
の
影
響
に
的
を
絞
っ
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
統
治
下
で
、
近
代
法
院
制
度
を
使
う
こ
と
は
、
す
で
に
徐
々
に
台
湾
人
の
法
的
生
活
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
。
日
本
統
治
の

初
期
か
ら
、
新
聞
は
一
部
の
漢
文
に
通
じ
た
台
湾
人
が

｢
異
制｣

に
属
す
る
法
院
制
度
を
認
識
す
る
た
め
の
一
つ
の
橋
渡
し
役
で
あ
っ

た
。
新
聞
及
び
法
院
�
案
等
よ
り
、
す
で
に
弁
護
士
制
度
を
含
む
新
式
法
院
の
運
用
を
理
解
し
て
い
た
台
湾
人
が
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、

民
事
或
い
は
刑
事
訴
訟
上
の
利
益
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
且
つ
法
院
に
関
わ
る
言
葉
の
う
ち
に
は
、
す
で
に
台
湾
人
の
日
常
言

語
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
ほ
ぼ
一
九
二
〇
年
代
以
降
は
、
台
湾
人
弁
護
士
の
出
現
が
台
湾
人
を
法
院
に
近
づ
け
さ
せ

た
。
し
か
し
日
本
統
治
下
の
一
般
の
台
湾
人
に
つ
い
て
は
、
西
洋
か
ら
き
た
近
代
型
法
院
に
対
す
る
親
近
の
程
度
は
、
過
度
に
誇
張
す

べ
き
で
な
く
、
依
然
近
代
法
院
な
ど
知
る
由
も
な
く
、
ま
た
は
使
う
こ
と
も
で
き
な
い
人
々
も
い
た
の
で
あ
る
。
且
つ
人
々
の
法
院
使

用
と
い
っ
て
も
、
日
本
帝
国
の
利
益
を
最
終
的
に
帰
す
べ
き
と
こ
ろ
と
す
る
植
民
地
法
改
革
の
副
産
物
に
す
ぎ
ず
、
当
初
は
法
政
策
上
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(

�)

参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

６)

著
一
六
―
二
〇
頁
。

(

�)

参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

３)

著
一
〇
九
―
一
一
四
頁
。

(

�)

こ
れ
ら
の
論
点
及
び
そ
の
論
証
の
過
程
は
、
す
で
に
筆
者
は
他
の
専
門
書
或
い
は
論
文
中
で
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
今
回
は
本
稿
で
再
び
詳

し
く
論
ず
る
こ
と
は
せ
ず
、
重
複
を
避
け
た
い
と
思
う
。
但
し
注
に
お
い
て
そ
の
専
門
書
或
い
は
論
文
の
関
連
す
る
ペ
ー
ジ
を
記
す
こ
と
で
責

を
果
た
す
こ
と
と
す
る
。

(

�)

例
え
ば
今
日
も
依
然
と
し
て
多
く
の
台
湾
人
が
日
本
式
の
発
音

｢

西
服｣

で
西
洋
か
ら
伝
わ
っ
た
服
装
を
呼
ぶ
の
は
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
日

本
統
治
を
受
け
た
た
め
の

｢

日
本
の
要
素｣

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
西
洋
文
明
に
関
わ
る
産
物
に
基
づ
く
も
の
で
ま
た

｢

西
洋
の
要
素｣

と

も
言
い
う
る
。
但
し
日
本
人
が
台
湾
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
は
、
ま
た
日
本
の
固
有
文
化
に
属
す
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
或
い
は
も
と
は
中
原
文
化

の
影
響
を
受
け
る
と
こ
ろ
の
も
の
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
部
分
は
西
洋
文
明
と
無
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)
｢

司
法｣

は
一
般
性
の
あ
る
法
律
規
範
を
個
々
の
事
案
に
適
用
し
、
法
的
判
断
を
す
る
こ
と
を
い
い
、｢

裁
判｣

は
訴
訟
制
度
に
従
い
、
裁
判

官
が
原
告
・
被
告
を
拘
束
す
る
法
的
判
断
を
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
糾
問
者
に
よ
り
糾
問
を
や
り
お
え
た
後
に
裁
断
或
い
は
指
示
を
す
る
も
の

で
は
な
い

(

糾
問
さ
れ
る
者
は
罪
を
認
め
る
こ
と

[

自
白]

或
い
は
従
う
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い)

。

(

�)

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
答
え
る
。
台
湾
は
日
本
統
治
時
期
に
形
式
上
あ
る
程
度
立
憲
主
義
制
度
を
持
っ
て
い
た
。
し
か

し
一
般
の
人
々
は
や
は
り
強
い
立
憲
主
義
の
観
念
は
も
た
ず
、
そ
れ
に
は
基
本
権
が
補
償
を
受
け
る
べ
き
と
の
観
念
を
欠
く
こ
と
を
含
ん
で
い

た
。
参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

３)

著
一
五
三
―
一
五
六
頁
、
王
泰
升

｢

自
由
民
主
憲
政
在
台
灣
的
實
現
：
一
個
歴
史
的
巧
合｣

(『

台
湾
史
研

究』

一
一
巻
一
期)

一
七
六
―
一
八
六
頁
、
二
〇
〇
四
年
六
月
。

(

�)

一
八
九
五
年
六
月
一
七
日
、
日
本
政
府
は
台
北
城
で

｢

始
政｣

を
宣
布
し
、
直
ち
に
台
湾
人
が
日
本
の
役
所
に

｢

民
事
訴
状｣

を
提
出
し
た

た
め
、
台
北
県
の
知
事
は

｢

民
事
訴
訟
処
理
規
則｣

を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
参
照
、『

台
灣
總
督
府
�
案』

明
治
二
八
年
、
永

久
保
存
、
第
十
六
門
司
法
、
民
事
、
四
十
三
、｢

台
北
縣
民
事
訴
訟
取
扱
規
則｣

。
し
か
し
な
が
ら
同
年
八
月
六
日
か
ら
、
日
本
政
府
は
台
湾
で

｢

軍
政｣

を
実
施
し
た
た
め
、
同
年
一
一
月
に
設
置
し
た

｢

台
灣
總
督
府
法
院｣

は
、
審
判
・
検
察
の
区
別
が
あ
り
、
近
代
型
法
院
の
令
状

(

例
え
ば
召
喚
状
、
勾
引
状
、
勾
禁
状
、
呼
出
状
、
送
達
状
等)

を
使
う
と
い
え
ど
、
裁
判
権
は
軍
令
権
を
も
つ
総
督
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
に

｢

軍
事
法
廷｣

と
な
り
、
一
般
的
な
法
院
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
一
八
九
六
年
三
月
三
一
日
に
な
る
と
軍
政
は
よ
う
や
く
終

了
し
た
。
民
政
時
期
に
入
っ
た
後
は
、
一
八
九
六
年
五
月
一
日
の
律
令
第
一
号
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
台
湾
総
督
府
法
院
が
、
司
法
裁
判
権
を
有
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ら
く
そ
の
他
の
外
省
人
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人
々
が
あ
の
よ
う
に
日
本
を
敵
視
す
る
の
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
時
に
は
本
省
人
グ
ル
ー
プ

の
人
々
の
日
本
統
治
下
の
状
況
を
か
な
り
理
解
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
よ
う
だ
。
参
照
、
司
法
院
司
法
行
政
庁
編

『

台
灣
法
界
耆
宿
口
述
歴
史』

一
一
三
・
一
一
八
・
一
二
三
頁
、
司
法
院
、
二
〇
〇
四
年
。

(

３)
参
照
、
王
泰
升

『

台
灣
法
律
史
概
論』

二
一
―
二
五
頁
、
元
照
、
二
〇
〇
四
年
第
二
版
。

(

４)

筆
者
は
も
ち
ろ
ん
台
湾
法
文
化
の
中
に

｢

中
国
の
要
素｣

が
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
本
稿
は

｢

日
本
の
要
素｣

に
の
み
限
定
し
て

述
べ
る
の
で
、
中
国
の
要
素
の
部
分
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
。
王
泰
升
前
掲
注

(

３)

著
九
―
一
一
頁
。

(

５)
｢

元
朝
政
府｣
、｢
明
朝
政
府｣

或
い
は

｢

清
朝
政
府｣

の
概
念
は
、
一
種
の
一
九
世
紀
以
降
の
東
ア
ジ
ア
に
影
響
を
与
え
始
め
た
西
洋
人
の

｢

主
権
国
家｣

｢

政
府
継
承｣

の
概
念
を
以
て
、
今
の
中
国

(

中
華
人
民
共
和
国)

と
い
う
国
家
を
後
か
ら
描
く
も
の
で
、
あ
る
歴
史
的
時
間
の

中
で
存
在
し
た
政
権
に
お
い
て
は
、
当
時
の
そ
の
地
の
人
々
が
こ
の
よ
う
な
概
念
を
持
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
事
実
上

｢

日
本｣

と

言
っ
て
も
、
同
様
に
後
か
ら
今
の
西
洋
主
権
国
家
理
論
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
日
本
国
を
以
て
、
そ
の
地
に
以
前
あ
っ
た
政
権
と
人
民
の

活
動
を
描
く
も
の
で
あ
る
。

(

６)

関
連
す
る
史
実
及
び
参
考
資
料
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
王
泰
升

『

台
灣
日
治
時
期
法
律
改
革』

二
四
―
二
五
頁
、
聯
經
、
一
九
九
九
年
。

(

７)

王
泰
升
前
掲
注

(

６)

著
、
四
五
―
五
九
頁
。

(

８)

詳
し
く
は
、
王
泰
升

｢

日
治
時
期
台
灣
特
別
法
域
之
形
成
與
内
涵
―
台
・
日
的

『

一
國
兩
制』｣

(

同

『

台
灣
法
律
史
的
建
立』

自
刊
、
一
〇

一
―
一
五
八
頁
、
一
九
九
七
年)

。

他
に
日
本
の
台
湾
で
の
法
制
を
、
植
民
主
義
に
立
っ
て
の
考
察
に
お
い
て
強
調
す
る
論
者
が
い
る
。
参
照
、
黄
靜
嘉

『

春
帆
樓
下
晩
濤
急
：

日
本
對
臺
灣
殖
民
統
治
及
其
影
響』

台
灣
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
二
年
。

(

９)

参
照
、
臨
時
舊
慣
調
査
會

『

台
灣
私
法』

(

第
三
巻
下)

七
五
―
七
七
・
一
二
一
・
一
二
三
頁
、
臨
時
舊
慣
調
査
會
、
一
九
一
一
年
。

(

	)

例
え
ば
一
八
八
七

(

光
緒
一
三)

年
に
台
湾
に
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
た
台
南
教
士
会
が
、
清
朝
統
治
の
台
湾
の
漢
人
社
会
で
し
ば
し
ば
見
ら

れ
た
身
売
り
金
と
交
換
で
螟
蛉
子
或
い
は
養
女
を
も
ら
う
こ
と
に
対
し
て
、
機
関
紙
の

｢

教
会
報｣

に
載
せ
る
掲
示
と
し
て
、
勤
勉
な
信
徒
は

子
供
を
他
の
家
に
売
っ
た
り
、
や
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
決
議
を
し
た
。
参
照
、


永
�『

教
會
史
話』

(

四)

九
一
頁
、
人
光
、
一

九
九
八
年
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、『

台
南
教
士
會
議
事
録』

(

一
八
七
七
―
一
九
一
〇)

の
記
載
を
参
考
に
、
さ
ら
に
研
究
が
深
ま
る
こ
と

を
待
ち
た
い
。
当
議
事
録
に
つ
い
て
は
本
注
文
献
九
頁
参
照
。

翻 訳
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(

�)

台
湾
大
学
の
所
蔵
す
る

｢

淡
新
�
案｣

の
中
の
ど
の
よ
う
な
事
件
を
見
て
も
、
両
者
が
違
う
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
。
参
照
、
王
泰
升
前
掲

注

(

３)

著
七
二
頁
。

(

�)

日
本
統
治
時
期
の

｢

旧
瓶
装
新
酒｣

の
や
り
方
と
そ
の
事
例
に
関
し
て
は
、
参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

６)

著
三
一
九
―
三
三
八
頁
。

(

�)
『

台
灣
新
報』

明
治
二
九
年
九
月
二
三
日
、
第
一
版
。

(

�)
『

台
灣
新
報』

明
治
二
九
年
一
一
月
二
六
日
、
第
一
版
。

(

�)
『

台
灣
新
報』

明
治
二
九
年
一
二
月
二
三
日
、
第
一
版
。

(

�)
『

台
灣
新
報』

明
治
二
九
年
一
一
月
二
六
日
、
第
一
版
。
後
に

｢

辯
護
士｣

と
い
う
言
い
方
に

｢

辯｣

の
字
を
用
い
る
が
、
こ
の
時
は

｢

辨｣

を
用
い
て
い
る
。

(

�)
『

台
灣
新
報』

明
治
二
九
年
一
一
月
二
六
日
、
第
一
版
。
そ
の
外
に
も
同
じ
よ
う
な
言
い
方
で
小
林
勝
民
が

｢

辨
護
人｣

を
担
当
し
た
こ
と

に
感
謝
す
る
も
の
が
あ
る
。『

台
灣
新
報』

明
治
二
九
年
一
〇
月
一
七
日
、
第
四
版
。

(

	)
『

台
灣
新
報』

明
治
二
九
年
一
二
月
五
日
、
第
一
版
。
広
告
者
自
称

｢

辨
護
士
富
田
庄
藏｣

。

(


)

も
と
の
台
湾
総
督
府
法
院
が
作
成
し
保
存
し
た
司
法
文
書
の
う
ち
、
台
北
地
方
法
院
民
事
・
刑
事
部
分
、
新
竹
地
方
法
院
民
事
部
分
、
台
中

地
方
法
院
民
事
・
刑
事
部
分
、
嘉
義
地
方
法
院
民
事
部
分
、
そ
し
て
高
等
法
院
の
最
後
の
三
年
の
民
事
判
決
原
本
が
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
次
々

と
発
見
さ
れ
、｢

日
治
法
院
�
案｣

と
総
称
さ
れ
て
い
る
。
現
在
整
理
中
で
あ
り
、
将
来
は
学
界
に
公
開
で
き
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。
参

照
、
王
泰
升

｢

日
治
法
院
�
案
的
保
存
興
利
用｣

(

国
立
台
湾
大
学
法
與
社
会
研
究
セ
ン
タ
ー
と
台
湾
法
律
史
学
会
主
催

｢

日
治
法
院
�
案
整

編
研
討
會｣

に
て
発
表)

二
〇
〇
四
年
一
二
月
八
日
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
陳
昭
如
、
李
承
機
、
曾
文
亮
、
沈
靜
萍
、
王
志
弘
が
本
�

案
と
関
わ
る
文
章
を
発
表
し
て
お
り
、
非
常
に
参
考
に
な
る
。
ま
た
筆
者
の
報
告
原
稿
は
そ
の
ま
ま
松
平
徳
仁
氏
に
よ
っ
て
日
本
語
に
訳
さ
れ
、

｢

旧
台
湾
総
督
府
法
院
司
法
文
書
の
保
存
と
利
用｣

と
し
て
、
林
屋
礼
二
・
石
井
紫
郎
・
青
山
善
光
編

『

明
治
前
期
の
法
と
裁
判』

(

二
〇
〇
三

年)

に
掲
載
、
四
二
六
―
四
四
一
頁
。

(

�)

明
治
三
七
年
七
月
二
九
日
第
五
號
判
決
、
参
照

『

台
法
月
報』

第
六
号
、
一
一
九
頁
、
一
九
〇
五
年
一
一
月
。

(

�)

参
照
、
中
島
利
郎
・
宋
宜
靜
編

『

台
法
月
報』

総
目
録
五
―
一
八
頁
、
録
蔭
書
房
、
一
九
九
九
年
。
そ
の
発
行
社
は

｢

台
法
月
報
社｣

で
あ

る
。

(

)

同
前
注
凡
例
ｉ
頁
、
本
文
二
三
―
五
六
七
頁
。
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す
る
近
代
型
法
院
と
な
っ
た
。
令
状
に
関
し
て
は
参
照
、『

台
灣
總
督
府
�
案』

明
治
二
八
年
、
永
久
保
存
、
第
四
門
文
書
、
公
文
規
程
、
一

一
、｢

法
院
令
�
其
他
書
式
。｣

(
�)
こ
れ
ら
の
法
制
の
制
定
理
由
、
規
範
内
容
、
官
の
側
の
実
際
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
以
前
詳
論
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す

る
。
参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

３)

著
二
二
三
―
二
二
七
、
二
六
三
―
二
六
六
、
三
二
三
―
三
二
四
、
三
三
〇
―
三
三
三
頁
。
地
方
政
府
の
調

停
課
の
官
員
が
事
件
事
実
を
糾
問
で
引
き
出
し
た
後
に
な
す

｢

裁
断｣

に
つ
い
て
は
、
法
律
上
は
糾
問
さ
れ
た
紛
争
当
事
者
が
同
意
し
て
始
め

て
和
解
が
成
立
す
る
が
、
と
こ
ろ
が
執
行
を
強
制
し
た
か
の
よ
う
な
調
停
の
筆
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
上
級
警
察
の
担
任
す
る
即
決
官
に
よ
り
、

糾
問
で
事
件
事
実
を
引
き
出
し
て
す
ぐ
に
断
罪
す
る
に
は
、
法
律
の
手
続
き
上
は
や
は
り
即
決
を
受
け
る
人
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
も
し
そ

れ
に
服
し
た
く
な
い
場
合
は
、
法
院
に
正
式
裁
判
を
請
求
で
き
る
。
ゆ
え
に
民
事
訴
訟
の
調
停
に
よ
る
か
或
い
は
犯
罪
即
決
に
よ
る
か
に
関
わ

ら
ず
、
い
ず
れ
も
厳
格
な
意
味
で
の

｢

裁
判｣

手
続
を
通
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

(

�)

参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(
６)

著
一
九
九
―
二
〇
三
頁
、
表
三
―
七
。

こ
の
点
は
こ
れ
ま
で
日
本
統
治
時
期
の
法
院
の
訴
訟
と
調
解
を
論
じ
る
者
が
重
視
し
て
こ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
林
端

『

儒
家
倫
理
與
法
律
文

化
：
社
會
學
觀
點
的
探
索』

二
二
七
頁
、
巨
流
、
一
九
九
四
年
。

ま
た
ア
メ
リ
カ
の
学
者M

.M
oser

は
日
本
統
治
時
期
に
、
第
一
審
の
民
事
訴
訟
事
件
の
数
が
行
政
争
訟
の
調
停
事
件
よ
り
多
い
こ
と
に
注

目
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
法
院
の
督
促
手
続
に
よ
っ
て
紛
争
を
解
決
し
た
も
の
を

｢

法
院
の
使
用｣

に
含
め
て
い
な
い
の
で
、
法
院
を
使

用
し
た
事
件
を
少
な
く
見
積
も
っ
て
い
る
。
参
照
、M

IC
H
A
E
L
M
O
SE
R
,
L
A
W
A
N
D
SO
C
IA
L
C
H
A
N
G
E
IN
A
C
H
IN
E
SE

C
O
M
M
U
N
IT
Y
:A
C
A
SE
ST
U
D
Y
F
R
O
M
R
U
R
A
L
T
A
IW
A
N
28-29

(D
obbs

F
erry,N

.Y
.:O
ceana

P
ublication)

(1982)

。

(

�)

警
察
機
関
の
即
決
宣
言
に
服
し
た
く
な
い
者
は
、
法
に
基
づ
き
法
院
に
正
式
の
裁
判
を
な
す
こ
と
を
請
求
で
き
る
が
、
事
実
上
は
警
察
の
威

嚇
の
下
に
あ
っ
て
、
一
般
の
人
々
が
法
院
で
の
裁
判
を
請
求
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
本
稿
は
少
し
後
の
筒
所
で
法
院
に
裁
判
を
請

求
し
た
例
を
挙
げ
た
。(

後
述

｢

子
供
の
立
小
便
裁
判｣)

。
参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

６)

著
二
二
一
頁
。

(

�)

参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

６)

著
二
一
七
―
二
二
〇
頁
。

(

�)

参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

６)

著
二
一
三
頁
。

(

�)

こ
の
新
聞
の
編
輯
人
は
石
川
源
一
郎
、
発
行
人
は
山
下
秀
實
、
印
刷
人
は
山
水
英
太
郎
で
あ
る
が
、
皆
日
本
の
内
地
か
ら
台
湾
に
渡
っ
た
ば

か
り
の
者
に
ち
が
い
な
い
。
政
治
大
学
歴
史
所
修
士
の
呉
俊
瑩
君
が
こ
の
史
料
を
提
供
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。
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漢
人
の
古
籍
の
中
、『

尚
書』

で
は｢

惟
作
五
虐
之
刑
、
曰
法｣

、『

爾
雅
・
釋
詁』

で
は
、｢

刑
、
法
也｣

、『

説
文
解
字』

で
は｢
法
、
刑
也｣

と
す
る
。
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
系
の
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
、
ゲ
ル
マ
ン
等
の
語
族
の
中
で
は
、｢

法｣

の
字
と

｢

刑｣
の
字
は
関

係
が
な
く
、
西
洋
語
中
の

｢

法｣

の
字
は
後
に
、｢

権
利｣

と
訳
さ
れ
た

｢right｣

と
大
体
同
じ
読
み
が
な
さ
れ
、
正
義
・
衡
平
の
意
味
を
も

つ
。
今
日
の
日
本
語
及
び
華
語
の
中
の

｢

法｣

は
、
一
九
世
紀
の
後
半
以
降
は
、
国
家
制
度
全
体
に
お
い
て
西
洋
式
に
改
め
ら
れ
た
。
即
ち
学

界
で
言
う
と
こ
ろ
の

｢

法
の

(

近
代)

西
洋
化｣

で
あ
り
、
意
味
の
上
で
西
洋
の

｢

法｣

に
対
す
る
定
義

(

即
ち

｢

法｣

が

｢

権
利｣

に
ほ
ぼ

等
し
く
、｢

正
義｣

の
意
味
を
表
わ
す)

に
従
っ
て
改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
二
度
と
伝
統
中
国
文
化
の
中
の

｢

刑｣

と
等
し
い
文
字
と
な
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
参
照
、
梁
治
平

『

尋
求
自
然
秩
序
中
的
和
諧
―
中
國
傳
統
法
律
文
化
研
究』

(

中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
一
九
九
七
年)

三

三
―
三
五
頁
。

(

�)

頼
和
は
一
九
二
〇
年
代
を
背
景
と
す
る
自
伝
式
小
説
で
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
警
察
が
、
講
演
者
が

｢

彼
の
威
厳
を
冒
�
し
た
と
考
え

た
と
し
て
も
、
法
の
範
囲
内
で
は
い
わ
れ
も
な
く
罪
と
し
、
彼
の
処
理
に
任
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。｣

且
つ
こ
う
も
言
う
。｢

支
配
階
級
は
…
…

法
の
尊
厳
を
慮
り
、
理
由
な
く
講
演
団
体
を
解
散
す
る
こ
と
は
な
い
。｣

参
照
、
李
南
衡
編

『

日
據
下
台
灣
新
文
學
明
集
１
―
�
和
先
生
全
集』

三
三
五
頁
、
明
潭
、
一
九
七
九
年
。

�
和
が
一
人
の
一
般
人
の
口
を
借
り
て
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
と
考
え
る
論
者
も
い
る
。
即
ち

｢

法
は
一
般
人
が
そ
の
通
り
に
従
う
も
の

で
、
も
し
役
人
も
拘
束
を
受
け
る
な
ら
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
経
費
は
か
け
よ
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
よ
。｣

参
照
、
許
俊
雅
前
掲
注

(

�)

著
四

一
八
頁
。
も
と
よ
り
か
く
の
如
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
ま
さ
に
作
者
の
�
和
が
す
で
に
役
人
も
ま
た
拘
束
を
受
け
る

｢

べ
き｣

と
い
う
近

代
的
観
念
を
も
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
日
本
統
治
当
局
が
法
の
拘
束
を
受
け
る
つ
も
り
が
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

(

�)

参
照
、
許
俊
雅
前
掲
注

(

�)

著
四
二
二
頁
。

(

�)

李
南
衡
編
前
掲
注

(

�)

著
三
一
三
頁
。

(

�)

参
照
、
許
俊
雅
前
掲
注

(

�)

四
二
三
―
四
三
六
頁
。

(

�)

台
湾
人
作
家
の
呉
濁
流
は
、
植
民
地
検
察
官
に
か
な
り
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
参
照
、
呉
濁
流
著
・
鍾
肇
政
譯

『

台
灣
連
翹』

六

六
―
一
四
六
頁
、
南
方
叢
書
、
一
九
八
七
年
。

(

	)
『

台
灣
民
報』

第
一
三
二
號
、
一
九
二
六
年
一
一
月
二
一
日
。
こ
の
史
料
は
政
治
大
学
歴
史
系
蔡
幸
穎
二
〇
〇
四
年
度

｢

台
灣
法
律
史
專
題｣

の
期
末
報
告
の
附
録
部
分
よ
り
得
た
。
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(


)

参
照
、
高
淑
媛

｢

日
治
前
期
台
灣
總
督
府
之
企
業
管
理
政
策｣

(『

台
灣
史
研
究』

一
二
巻
一
期
、
二
〇
〇
五
年
六
月)

四
九
頁
。

(
�)

例
え
ば
一
九
一
二
年
、
林
呈
祿
が
日
本
人
の
渡
辺
竹
次
郎
の
著
書
を
漢
文
に
訳
し
、『

和
文
漢
文
台
灣
土
地
登
記
申
請
手
續
心
得』

と
し
て

刊
行
し
て
い
る
。
一
九
二
〇
年
代
に
は
、
台
湾
総
督
府
は
ま
た
治
安
警
察
法
、
治
安
維
持
法
等
統
治
秩
序
に
関
わ
る
法
律
を
漢
文
に
訳
し
て
発

行
し
て
い
る
。

(

�)

劉
克
明

『

國
語
對
譯

台
語
大
成』

一
〇
二
―
一
六
〇
頁
、
一
九
一
六
年
初
版
、
新
高
堂
、
一
九
二
五
年
第
六
版
。
台
湾
大
学
法
律
研
究
所

修
士
陳
韻
如
君
が
こ
の
史
料
を
提
供
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。

(

)
『

台
灣
民
報』
第
一
號
、
二
六
―
二
七
頁
、
一
九
二
三
年
四
月
一
五
日
。

(

�)

日
本
政
府
が
台
湾
で
進
め
た

｢

法
の
近
代
化｣

改
革
の
動
機
は
、
自
己
に
利
す
る
た
め
で
あ
り
、
常
に
日
本
帝
国
に
最
も
利
が
あ
る
と
考
え

る
こ
と
に
基
づ
い
て
行
動
し
た
。
詳
細
は
参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

６)

著
八
六
―
一
一
七
頁
。
ま
た
参
照
、
王
泰
升

｢

台
灣
法
的
近
代
性
與

日
本
殖
民
統
治｣

(『

台
灣
法
的
世
紀
變
革』

元
照
、
二
〇
〇
五
年)

三
九
―
六
九
頁
。

(

�)

台
湾
総
督
府
法
院
、
日
治
法
院
�
案
、
台
中
地
方
法
院
刑
事
類
の

｢

機
密
文
書｣

は
、
台
北
の
司
法
官
訓
練
所
図
書
室
に
所
蔵
。

(

�)

ま
ず
主
題
、
続
い
て
原
告
と
被
告
の
姓
名
等
の
人
に
つ
い
て
の
資
料
、
さ
ら
に｢

請
求
の
目
的｣

、｢

請
求
の
原
因
事
実｣

、｢

特
定
の
申
立
て｣

、

｢

証
拠
方
法｣

に
分
け
て
小
見
出
し
を
つ
け
各
々
述
べ
、
最
後
に
年
月
日
、
原
告
の
姓
名
を
記
し
、
そ
し
て
印
を
押
し
、
上
呈

｢

台
灣
總
督
府

乃
木
希
典
殿｣

と
す
る
。

(

�)

こ
の
文
は
も
と
は

｢

懶
雲｣

を
筆
名
と
し
て
、
一
九
二
六
年
二
月
一
四
日
の
台
湾
民
報
に
発
表
さ
れ
た
。
も
と
の
題
名
は

｢

一
桿

『

・
仔』｣

で
あ
っ
た
。

(

�)

許
俊
雅
編

『

日
據
時
期
台
灣
小
説
選
讀』

一
七
―
一
九
頁
、
萬
�
樓
、
一
九
九
八
年
。

(

�)

犯
罪
即
決
例

(

律
令)

の
規
定
に
よ
れ
ば
、
即
決
の
犯
罪
の
種
類
は
三
つ
あ
り
、
そ
の
中
の
一
つ
は

｢

主
刑
三
個
月
以
下
の
重
禁
錮
或
い
は

百
圓
以
下
の
罰
金
に
処
す
べ
き
行
政
諸
規
則
に
違
反
す
る
の
罪｣
で
あ
り
、
こ
の
小
説
の
述
べ
る
状
況
は
こ
の
構
成
要
件
と
完
全
に
一
致
す
る
。

犯
罪
即
決
手
続
及
び
そ
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(
６)

著
二
一
三
―
二
一
五
頁
。

(

�)

参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

６)

著
二
一
七
―
二
二
〇
頁
。

(

�)

参
照
、
許
俊
雅

『

日
據
時
期
台
灣
小
説
研
究』

四
一
九
―
四
二
〇
頁
、
文
史
哲
、
一
九
九
五
年
。

(

�)

参
照
、
馬
漢
寶

｢

法
律
・
道
�
與
中
國
社
會
的
變
遷｣

(『

台
大
法
學
論
叢』

一
巻
一
期
、
一
九
七
一
年
一
〇
月)

二
頁
。
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そ
の
例
で
あ
る
。
ま
た
長
期
に
わ
た
っ
て
行
政
法
院
の
評
事
を
務
め
た
黄
緑
星
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で

(

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
二
七
日)

こ
う
言
っ
て
い
る
。
日
本
語
が
よ
く
わ
か
る
の
で
、
行
政
法
院
で
事
件
を
処
理
す
る
時
は
、
常
に
日
本
の
法
学
の
文
献
を
参
考
に
し
た
が
、
多

く
の
若
い
世
代
の
法
学
者
が
中
国
語
で
ド
イ
ツ
法
の
論
文
・
著
著
を
論
じ
た
も
の
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
中
国
語
の
文
献
を
参
考
に
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
記
録
は
現
段
階
で
は
未
刊
行
で
あ
る
。

(

�)

こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
、R

A
Y
A
.
M
O
O
R
E
&
D
O
N
A
L
D
L
.
R
O
B
IN
SO
N
,
P
A
R
T
N
E
R
S
F
O
R

D
E
M
O
C
R
A
C
Y
:
C
R
A
F
T
IN
G
T
H
E
N
E
W
JA
P
A
N
E
SE
ST
A
T
E
U
N
D
E
R
M
A
C
A
R
T
H
E
R
(N
ew
Y
ork
:
O
xford

U
niversity

P
ress)

(2002)

A
L
F
R
E
D
C
.O
P
P
L
E
R
,
L
E
G
A
L
R
E
F
O
R
M
IN
O
C
C
U
P
IE
D
JA
P
A
N
:
A
P
A
R
T
C
IP
A
N
T
L
O
O
K
S
B
A
C
K
(P
rinceton,

N
.
J.:
P
rinceton

U
niversity

P
ress)

(1967)

(

�)

参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

３)

著
一
二
九
・
三
〇
四
頁
。

(

�)

参
照
、R

ichard
B
,
A
ppleton,

R
eform

s
in
Japanese

C
rim
inal
P
rocedure

under
A
llied

O
ccupation,

in
L
E
G
A
L

R
E
F
O
R
M
IN
JA
P
A
N
D
U
R
IN
G
T
H
E
A
L
L
IE
D
O
C
C
U
P
A
T
IO
N
:
A
C
O
L
L
E
C
T
IO
N
O
F
E
SSA
Y
S
F
R
O
M
T
H
E

W
A
SH
IN
G
T
O
N
L
A
W
R
E
V
IE
W
Seattle,

W
ash.:

W
ashington

L
aw
R
eview

,
36

―65
(1977)

納
谷
廣
美
解
説
・
訳

『

Ｇ
Ｈ
Ｑ
日
本
占
領
史』

第
十
四
巻

(

法
制
・
司
法
制
度
の
改
革)

五
三
―
五
七
頁
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九

六
年
。

(

�)

刑
事
訴
訟
法
の
改
革
を
進
め
る
前
最
高
法
院
院
長
林
明
�
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
刑
事
訴
訟
手
続
は
日
本
の
改
良
式
当
事
者
進
行
主

義
を
参
考
に
し
て
改
正
す
る
つ
も
り
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
院
の
事
件
の
源
は
減
少
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
記
録

は
現
段
階
で
は
未
刊
行
で
あ
る
。

(

�)

参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

�)

論
文
一
六
七
―
一
六
八
・
一
八
七
・
一
九
四
・
一
九
六
・
二
五
三
―
二
五
四
頁
、
王
泰
升
前
掲
注

(

３)

著

三
二
五
―
三
二
九
頁
。

(

�)

参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

３)

著
一
六
三
―
一
六
四
頁
、
王
泰
升
前
掲
注

(

	)
｢

台
灣
憲
法
的
故
事
：
從

『

舊
日
本』

與

『

舊
中
國』

蛻

變
而
成

『

新
台
灣』｣

三
七
―
三
八
頁
。

(


)

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
か
つ
て
他
稿
で
指
摘
し
た
。
参
照
、
王
泰
升

｢

台
灣
的
法
律
繼
受
經
驗
與
對
法
整
備
支
援
的
啓
發｣

(

日
本
の
名
古

台湾の法文化中の日本の要素
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(

	)

筆
者
は
す
で
に
度
々
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
参
照
、
王
泰
升

｢

台
灣
戰
後
初
期
的
政
權
轉
替
與
法
律
體
系
的
承
接

(

一
九
四
五
―

一
九
四
九)｣

(『

台
灣
法
的
斷
裂
與
連
續』

元
照
、
二
〇
〇
二
年)

五
五
―
五
八
・
七
八
・
八
九
―
九
三
・
一
〇
〇
―
一
〇
五
頁
、
王
泰
升

｢
台
灣
憲
法
的
故
事
：
從

『

舊
日
本』

與

『

舊
中
國』

蛻
變
而
成

『

新
台
灣』｣

(『

台
灣
法
的
世
紀
變
革』

元
照
、
二
〇
〇
五
年)

三
〇
〇
―
三

〇
六
頁
。

(

�)

中
国
が
清
末
か
ら
民
国
時
代
ま
で
、
法
学
教
育
と
弁
護
士
に
関
し
受
け
た
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
、
参
照
、
孫
慧
敏

｢

從
東
京
・
北
京
到
上

海
：
日
系
法
學
教
育
與
中
國
律
師
的
養
成｣

(『

法
制
史
研
究』

三
期
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
、
一
五
七
―
一
九
六
頁)

。

中
国
の
北
洋
政
府
の
最
終
審
法
院
と
し
て
の
大
理
院
は
、
一
九
二
二
年
の
時
点
で
全
体
で
推
事
四
三
人
を
傭
し
、
そ
の
中
の
四
〇
人
ま
で
が

日
本
留
学
の
経
験
者
で
あ
っ
た
。
参
照
、
黄
源
盛

『

民
初
法
律
變
遷
與
裁
判』

三
八
頁
、
自
刊
、
二
〇
〇
〇
年
。

(

�)

何
人
か
の
司
法
業
務
に
従
事
し
非
常
に
成
功
し
た
者
を
例
に
挙
げ
る
と
、
例
え
ば
張
承
韜
大
法
官
は
時
に
は
日
本
の
法
学
の
論
文
・
著
作
を

参
考
に
し
た
。
そ
れ
は
彼
が
東
北
出
身
で
、
若
い
時
に
日
本
語
に
通
じ
て
お
り
、
満
州
国
の
長
春

(

当
時
は
新
京)

の
法
政
大
学
で
、
日
本
式

の
法
学
教
育
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
外
、
姚
瑞
光
大
法
官
も
常
に
日
本
の
法
学
の
論
文
・
著
作
を
参
考
に
し
て
い
る
。
民
国
時
代
の
中

国
の
法
学
教
育
は
特
に
独
語
と
日
本
語
を
重
視
し
て
い
る
の
で
、
中
国
の
中
央
政
治
学
校
法
律
系
で
法
学
教
育
を
受
け
た
と
し
て
も
、
や
は
り

日
本
語
に
は
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
参
照
、
前
掲
注

(

２)

著
二
・
七
・
一
一
五
頁
。

(

)

法
院
の
民
事
訴
訟
事
件
の
量
か
ら
の
観
察
で
あ
る
。
参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

３)

著
三
三
四
頁
。

(

�)

参
照
、
王
泰
升

｢

台
大
法
學
教
育
與
台
灣
社
會

(
一
九
二
八
―
二
〇
〇
〇)｣

(

前
掲

『

台
灣
法
的
世
紀
變
革』

二
二
五
・
二
三
三
頁
、
二
〇

〇
五
年)

。

(

�)

台
湾
大
学
法
律
系
教
師
の
経
歴
が
、｢

戦
後
の
台
湾
か
ら
日
本
へ
の
留
学｣

と
の
条
件
を
具
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
楊
日
然
教
授
以
降
で

あ
る
。
参
照
、
王
泰
升
前
掲
注

(

�)

論
文
一
九
〇
―
一
九
九
頁
。

(

�)

参
照
前
掲
注

(

２)

著
一
五
四
―
一
五
五
・
一
六
四
・
一
九
八
―
一
九
九
頁
。

戦
後
台
湾
で
司
法
官
の
職
に
つ
い
た
本
省
人
で
、
日
本
統
治
時
代
に
裁
判
官
で
あ
っ
た
者

(

例
え
ば
洪
壽
南)

或
い
は
弁
護
士
で
あ
っ
た
者

(

例
え
ば
施
炳
訓)

は
極
め
て
少
な
い
が
、
彼
ら
は
当
然
な
が
ら
日
本
の
法
律
と
法
学
は
深
く
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
さ
ら
に
多
く
見
ら
れ

た
の
は
、
日
本
の
小
学
校
或
い
は
中
学
校
教
育
を
受
け
て
い
た
た
め
、
日
本
語
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
か
ら
日
本
の
法
学
の
論
文
・
著
書
を
読

む
能
力
が
あ
る
者
が
、
中
国
語
の
法
学
の
論
文
・
著
書
を
欠
く
状
況
の
下
、
自
然
と
日
本
語
文
献
を
参
考
に
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
陳
瑞
堂
が
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屋
で
開
催
さ
れ
た
、
名
古
屋
大
学
法
政
国
際
教
育
協
力
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催

｢

台
湾
の
法
継
受
と
日
本
法
の
影
響｣

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
て

発
表
、
二
〇
〇
四
年
六
月
二
六
日
。)

補
記二

〇
〇
八
年
六
月
二
七
日
、
名
城
大
学
法
学
研
究
科
と
台
湾
大
学
法
律
学
院
が
交
流
協
定
を
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
交
流
活
動
の
一
環
と
し
て
、

交
流
研
究
会
が
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
交
流
研
究
会
で
は
、
台
湾
大
学
王
泰
升
教
授
の
講
演
の
後
、
名
城
大
学
の
谷
口
昭
教
授
と
松
田
が
研
究
報
告
を
行
な
う
と
の
形
を
と
っ
た
。
講

演
題
目
、
報
告
題
目
は
各
々
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

王
泰
升

｢

台
湾
と
近
代
司
法
の
出
会
い
―
台
湾
総
督
府
文
書
と
日
本
統
治
下
裁
判
所
文
書
を
素
材
と
し
て
―｣

谷
口
昭

｢

日
本
人
の
裁
判
意
識
か
ら
見
た
法
文
化｣

松
田
恵
美
子

｢

日
本
の
法
文
化
研
究
に
み
ら
れ
る
法
意
識
と

『

近
代』｣

王
教
授
の
報
告
は
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
総
督
府
と
裁
判
所
に
関
わ
る
様
々
な
資
料
を
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ
て
紹
介
し
つ
つ
行
な
わ
れ
、
視
覚

に
訴
え
る
大
変
刺
激
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
こ
の
交
流
研
究
会
を
記
念
す
る
意
味
も
含
め
て
、
王
教
授
の
す
で
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
論
稿

｢

台
灣
法
律
文
化
中
的
日
本
因
素
：
以
司
法

層
面
爲
例｣

(『

政
大
法
学
評
論』

九
五
、
二
〇
〇
七
年)
を
訳
出
し
た
い
と
考
え
、
王
教
授
に
お
話
し
た
と
こ
ろ
快
諾
い
た
だ
け
た
。
本
論
稿
も
日
本

統
治
時
代
の
台
湾
に
お
け
る
史
料
を
活
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
交
流
研
究
会
の
王
報
告
の
一
端
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
新
聞
の
漢
文
欄
の

記
事
や
、
当
時
の
小
説
に
注
目
す
る
王
教
授
の
視
点
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

な
お
谷
口
報
告
の
内
容
の
一
部
は

｢

寛
文
期
に
お
け
る
地
域
社
会
と
幕
府
評
定
所｣

(『

三
重
県
史
研
究』

二
三
、
二
〇
〇
八
年)

と
し
て
公
表
さ
れ

て
お
り
、
松
田
報
告
に
つ
い
て
は
、
同
名
論
文
が

『

名
城
法
学』

五
七
―
一
・
二

(

二
〇
〇
七
年)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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