
モ
ン
ゴ

ル
法
に
お
け
る
刑
罰
の
愛
遷

島

正

部

田

四

先
風
平
の
業
績
と
問
題
の
所
在

モ
ン
ゴ
ル
法
に
お
け
る
犯
罪
の
種
類
・
成
立
・
態
援
に
よ
る
刑
罰
の
相
違
と
そ
の
推
移
(
図
表
)

園
表
か
ら
推
知
さ
れ
る
事
寅
関
係
と
仁
井
田
・
論
文
と
の
懸
隔
ー
そ
の

一
・
寅
刑
|

-
寅
刑
へ
の
進
展
に
関
し
て

2

モ
ン
ゴ
ル
法
に
お
け
る
貧
刑

圃
表
か
ら
推
知
さ
れ
る
事
費
関
係
と
仁
井
田
・
論
文
と
の
懸
隔
ー
そ
の
二
・
家
畜
賠
償
と
家
畜
罰

-
家
畜
賠
償
か
ら
家
畜
罰
へ
の
進
展
に
関
し
て

2

モ
ン
ゴ
ル
法
に
お
け
る
家
畜
賠
償
と
家
畜
罰

総

括

的

私

見

問

題

の

整

理

嘉

・
道
の
交
以
後
の
蒙
古
例
に
見
え
る
寅
刑

総

括

的

私

見
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五

1 2 3 

先
拳
の
業
績
と
問
題
の
所
在
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北
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
の
聞
に
行
な
わ
れ
来
た
っ
た
刑
法
の
問
題
に
関
し
て
は
、
既
に
早
く
中
田
蒸
「
馬
端
臨
の
四
喬
考
に
見
え
た
る
比
較

法
制
史
料
」
(
一
九
一
九
・
法
皐
協
舎
雑
誌
に
三
回
に
わ
た
り
蓮
載
、
の
ち
「
法
制
史
論
叢
」
第
一
巻
|
一
九
二
六
・
岩
波
書
庖
ー
に
牧
む
。
〉
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が
あ
り
、
ま
た
、
仁
井
田
陸
に
「
東
ア
ジ
ア
古
刑
法
の
護
達
過
程
と
賠
償
制
(
ブ

1
セ
)
」
(
「
中
園
法
制
史
研
究

・
刑
法
」
|
一
九
五
九
・
東
京

大
皐
出
版
曾
i
所
牧
)
が
あ
る
。
前
者
は
、
今
日
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
摩
史
的
な
業
績
と
い
う
べ
き
で
、
今
世
紀
の

一
0
年
代
に
、
こ
の
分

野
に
ま
で
視
野
を
ひ
ろ
め
、
比
較
法
制
史
の
史
料
を
提
供
し
よ
う
と
さ
れ
た
見
識
に
は
、
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
後
者
は
、
少
な
く
と
も
一

三
世
紀
以
前
、
す
な
わ
ち
中
文
史
料
に
関
し
て
は
、
完
壁
と
い
え
る
ま
で
こ
れ
を
傍
捜
し
牽
く
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
れ
ま
で

一
般
史
家
に
は
既

に
事
質
と
し
て
は
熟
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
ら
に
、

は
じ
め
て
法
撃
の
立
場
か
ら
照
射
を
加
え
ら
れ
、

ア
ジ
ア
の
東
半
(
氏
の
い
わ
れ
る
「
東

ア
ジ
ア
」
)
に
お
け
る
刑
法
と
く
に
刑
罰
の
護
達
を
あ
と
づ
け
ら
れ
た
不
朽
の
論
考
で
あ
っ
て
、

し
か
し
、

さ
れ
た
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。

こ
の
分
野
の
研
究
も
ま
た
氏
に
よ
っ
て
開
拓

一
三
世
紀
以
降
、
す
な
わ
ち
モ
ン
ゴ
ル
文
史
料
に
も
依
援
し
得
る
時
期
に
閲
し
て
は
、
首
時
と
し

て
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
専
ら
リ
ア
ザ
ノ
ア
ス
キ
ー
の
著
書
、

そ
れ
も
青
木
富
太
郎
氏
が
苦
心
し
て
邦
課
さ
れ
た
も
の
に
主
と
し
て
援
っ
て
お

ら
れ
る
か
ら
、
原
著
書
の
お
か
し
た
誤
り
が
踏
襲
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。

も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、

モ
ン
ゴ
ル
文
史
料
と
く
に
法
典
原
文
の
本
邦
に
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一
九
五

0
年
代
も
後
牢
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
素
稿
が
戦
前
既
に
成
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
も
よ
っ
て
、
首
時

さ
す
が
に
氏
は
、
首
時
そ
の
邦
詳
に
従
事
し
て
お
ら
れ
た
田
山
茂
(
の
ち

一
九
六
七
年

心
か
ら
敬

と
し
て
は
嘗
然
の
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

「蒙
古
法
典
の
研
究
」
|
日
本
皐
術
振
興
曾
刊
と
し
て
公
刊
)

一
一
照
合
さ
れ
る
慎
重
さ
を
持
し
て
お
ら
れ
る
の
に
は
、

服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
氏
の
研
究
が
、

ア
ジ
ア
の
東
半
に
お
け
る
刑
法
の
護
達
を
目
途
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

一
つ
に
は
主
と
し

て
中
文
史
料
に
依
接
さ
れ
た
こ
と
に
も
よ
っ
て
、

全
睦
が
中
固
な
い
し
中
園
法
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
傾
向
が
あ
る
。

そ
れ
は
氏
の

「
東
ア
ジ
ア
古
刑
法
」
と
い
う
論
題
や
「
中
園
周
逸
話
民
族
の
法
」
と
い
う
表
現
に
、
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
周
溢
諸
民
族

の
法
」
を
中
園
法
と
共
に
、

「
東
ア
ジ
ア
法
」
と
し
て
包
括
な
い
し
統
括
し
て
し
ま
わ
れ
た
結
果
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
氏
の
企
園
が
、

中
園
刑
法
の
瑳
達
史
に
あ
り
、
こ
れ
に
「
周
謹
諸
民
族
の
法
」
が
、
ど
う
い
う
か
か
わ
り
を
持

っ
た
か
を
究
め
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
り

し

か
も
用
い
ら
れ
た
史
料
が
主
と
し
て
中
文
史
料
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
っ
て
、

「
周
溢
諸
民
族
の
法
」
を
中
園
法
よ
り
数
段
劣
っ
た
も
の
或
い

は
遅
れ
た
も
の
と
し
か
考
え
よ
う
と
さ
れ
ず
、
従
っ
て
中
園
法
と
北
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
の
法
と
の
質
的
な
遣
い
、
或
い
は
、
中
園
と
北
ア
ジ



ア
と
を
異
な
っ
た
歴
史
的
世
界
と
見
る
見
方
に
は
、
特
に
強
い
関
心
を
要
す
と
も
さ
れ
な
か
っ
た
故
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
仁
井
田
・
論
文
は
、
早
く
公
的
権
威
の
確
立
を
み
た
中
園
に
お
い
て
、

て
、
北
方
民
族
の
聞
に
お
い
て
は

質
刑
主
義
の
刑
法
が
主
と
な
っ
て
護
達
し
た
の
と
異
な
っ

付

公
的
権
威
が
十
分
確
立
さ
れ
ず
、
社
曾
統
制
力
の
未
設
達
な
段
階
に
お
い
て
は
|
|
氏
族
樹
氏
族
、
家
族
劃
家
族
な
ど
の
集
圏
に
よ

る
報
復
(
復
讐
・
血
讐
)
が
、
秩
序
回
復
維
持
の
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
。

そ
れ
に
は
、
南
者
の
激
闘
の
の
ち
、
第
三
者
が
介
入
し
て
調
停
が
行
な
わ
れ
、
加
害
者
側
か
ら
被
害
者
側
に
賠
償
(
家
畜
を
主
と
す

る
〉
す
る
こ
と
で
、
和
解
の
成
立
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
。

。
政
治
的
権
威
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
な
祉
禽
に
な
る
と
ー
ー
そ
の
権
威
的
機
関
に
よ
っ
て
、
公
平
な
高
い
立
場
か
ら
解
決
方
法
が
は
か

ら
れ
る
に
至
る
こ
と
。
そ
の
場
合

ω
復
讐
行
震
の
の
ち
に
経
済
的
財
貨
(
家
畜
を
主
と
す
る
)
の
授
受
が
行
な
わ
れ
る
。

ω
は
じ
め
か
ら
財
貨
の
授
受
を
も
っ
て
、
復
讐
行
信
用
に
か
え
る
。

の
段
階
が
考
え
ら
れ
、
後
者
か
ら
(
家
畜
を
主
と
す
る
)
賠
償
制
を
成
立
せ
し
む
る
に
至
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
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同
公
的
権
威
の
成
立
し
た
の
ち
に
は
|
|

ω
賠
償
(
家
畜
を
主
と
す
る
〉
は
、
被
害
者
加
害
者
聞
の
任
意
的
協
定
に
よ
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
重
一
的
定
額
的
な
い
し
は
定
率

的
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
。

(
こ
れ
を
、
ゲ
ル
マ
ン
諸
部
族
法
の
定
額
的
賠
償
制
切

5
8
と
封
比
さ
れ
る
。
)

(2) 
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そ
の
一
部
を
も
っ
て
、
或
い
は
そ
れ
と
は
別
個
に
そ
れ
と
卒
行
し
て
、
公
的
権

威
に
射
す
る
罰
金
(
罰
畜
〉
を
支
梯
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
例
の
あ
る
こ
と
。

(
こ
れ
を
、
卒
和
金
と
封
比
さ
れ
る
。
)

ω
公
的
権
威
の
命
令
に
劃
す
る
不
服
従
や
、
こ
れ
に
劃
す
る
直
接
的
罪
過
に
は
、
擢
威
は
銀
座
の
た
め
最
も
強
く
そ
の
刑
罰
擢
を
主

張
し
、
そ
こ
か
ら
賓
刑
主
義
を
護
展
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
。

賠
償
制
に
は
、
私
人
に
劃
す
る
も
の
と
同
時
に
、
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(4) 

私
人
に
封
す
る
加
害
行
痛
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
祉
舎
秩
序
を
み
だ
し
、
政
治
的
権
威
に
脅
威
を
興
え
る
も
の
と
し
て
、
権
威
は

白
か
ら
の
刑
罰
権
を
主
張
し
、
質
刑
主
義
の
刑
罰
を
科
す
る
範
圏
を
抜
大
し
て
ゆ
く
こ
と
。

ωω
と
川
刊
の
聞
に
、
罰
金
(
罰
畜
)
を
徴
し
て
も
質
刑
を
菟
じ
な
い
(
財
貨
の
提
供
が
必
ず
し
も
そ
の
罪
を
償
う
と
は
限
ら
な
い
)
、

不
可
膿
罪
つ
ま
り
貫
刑
と
罰
金
(
罰
畜
)
の
併
科
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
く
ど
い
よ
う
で
あ
る
が

(A) 

嘗
初
、
個
々
の
集
固
に
、
そ
の
内
部
的
秩
序
維
持
の
た
め
許
さ
れ
て
い
た
制
裁
擦
が
、
政
治
的
権
威
の
成
長
に
つ
れ
て
、
次
第
に
そ

の
手
中
に
集
中
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
。

(B) 

嘗
初
、
個
々
の
集
園
が
外
部
集
固
か
ら
の
侵
害
に
針
し
自
力
救
済
の
た
め
行
な
っ
て
い
た
私
的
制
裁
も
、
政
治
的
権
威
の
高
ま
り

の
う
ち
に
、
こ
れ
を
解
消
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
。
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と
い
う
、
政
治
的
権
威
の
生
成
と
そ
の
成
長
と
を
封
躍
さ
せ
て
、
家
畜
を
主
と
す
る
賠
償
か
ら
定
額
的
定
率
的
賠
償
制
へ
、
そ
し
て
、
そ
れ
を

自
己
の
手
に
牧
め
る
罰
金
(
罰
畜
〉
化
し
て
、
刑
罰
盟
系
の
な
か
に
こ
れ
を
組
み
入
れ
、
私
人
に
劃
す
る
加
害
に
も
、
被
害
者
の
立
場
に
重
き

を
お
く
こ
と
を
修
正
し
て
、
白
か
ら
刑
罰
擢
を
主
張
し
、

不
可
損
罪
を
介
在
さ
せ
な
が
ら
、
寅
刑
主
義
を
護
展
さ
せ
、
鎮
座
的
傾
向
を
強
め
て

い
っ
た
、

そ
の
論
旨
の
大
睡
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
遊
牧
民
族
史
に
特
有
の
循
環
現
象
に
よ
っ
て
(
氏
は
こ
れ
に
は
ほ
と
ん
ど

と
い
う
の
が
、

全
く
閥
心
を
示
し
て
い
な
い
。

従
っ
て
氏
の
見
解
は
専
ら
次
の
事
象
に
基
づ
く
)
、

ま
た
、
惹
起
さ
れ
る
犯
罪
の
種
類
に
も
よ
っ
て
、
右
の
護

達
の
仕
方
が
必
ず
し
も
一
様
で
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
つ
の
民
族
の
刑
法
設
展
の
な
か
で
、
右
の
超
過
を
割
合
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
の

は
、
蒙
古
の
場
合
と
思
う
と
さ
れ
、
同
時
に
、
そ
れ
は
一
般
的
に
刑
法
護
展
過
程
の
例
外
で
は
な
い
と
も
、
い
っ
て
お
ら
れ
る
。

以
上
仁
井
田
・
論
文
は
、
精
微
き
わ
ま
り
な
い
貫
誼
の
上
に
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
自
瞳
に
お
い
て
は
異
論
を
さ
し
は
さ
む
絵
地

は
、
ほ
と
ん
ど
全
く
な
い
。

し
か
し
、
史
料
の
制
約
が
あ
っ
た
故
か
、
刑
罰
の
面
か
ら
だ
け
刑
法
設
展
を
あ
と
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
私
は

犯
罪
の
種
類
・
態
様
な
ら
び
に
そ
の
成
立
要
件
の
面
か
ら
さ
ら
に
穿
撃
を
加
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
は
、

い
わ
れ
る
如
く
護
遠
の
仕
方
の
一
つ



の
典
型
と
さ
れ
た
一
三
世
紀
以
降
の
モ
ン
ゴ
ル
法
の
場
合
、
或
る
程
度
そ
れ
を
可
能
に
す
る
史
料
が
整
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
に
他
な

》:、
O

A

レ，
f
h
h
p
V

モ
ン
ゴ
ル
法
に
お
け
る
犯
罪
の
種
類
・
成
立
・
態
様
に
よ
る
刑
罰
の
相
違
と
そ
の
推
移
(
園
表
)

一
三
世
紀
以
降
の
モ
ン
ゴ
ル
法
を
中
心
と
し
て
、
犯
罪
の
種
類
・
成
立
・
態
様
に
よ
る
刑
罰
の
相
違
と
そ
の
推
移
と
を
、
こ
こ
に
圃
表
化
し

て
み
る
こ
と
に
す
る
。
犯
罪
の
種
類
は
、
付
殺
人
、
同
傷
害
、
同
姦
涯
、
同
罵
、
田
盗
犯
、
付
其
の
他
、
お
よ
び
同
公
的
権
威
に
抗
す
る
罪
に

大
別
す
る
。
固
表
は
、
上
か
ら
チ
ン
ギ
ス
H

ハ
ン
の
ヤ
サ
、

イ
ラ
I
ト
法
典
、

ハ
ル
ハ
H

ジ
ロ
ム
、

一
六
世
紀
の
北
虜
風
俗
(
韓
担
に
つ
い
て
の
粛
大
亨
の
記
述
)
、
二
ハ
四

O
年
・
オ

お
よ
び
清
朝
の
蒙
古
例
の
順
に
排
列
す
る
。
但
し
、
ヤ
サ
は
現
存
部
分
が
少
な
い
か
ら
、

そ
の
在
る
も

の
を
欄
外
に
記
し
て
、
比
較
の
便
に
供
す
る
。
ま
た
、
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。
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
は
、
原
則
と
し
て
大
法
典
本
に
よ
る
。

。
ハ
ル
ハ
N

ジ
ロ
ム
は
、
原
則
と
し
て
一
九
六
五
年
に
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
ア
ジ
ア
民
族
研
究
所
か
ら
刊
行
さ
れ
た
本
に
よ
る
。

に
牧
め
ら
れ
た
語
文
に
、

〈
右
雨
者
に
つ
い
て
は
、

「蒙
古
法
典
の
研
究
」

て
、
そ
の
不
適
嘗
と
思
わ
れ
る
部
分
に
は
、
適
宜
修
正
を
加
え
表
に
牧
め
る
。
)

田
山
茂
・

原
則
と
し
て
依
援
し
、

」
れ
を
原
本
と
照
合
し

。
清
朝
の
蒙
古
例
は
、
初
頒
分
の
み
を
牧
め
る
。

(
爾
後
の
修
改
分
は
、
拙
稿
・
「
清
朝
の
蒙
古
に
劃
す
る
立
法
と
蒙
古
慣
習
法
」
1

法
律
論
叢
に
連
載
、
な
お
刊
行
珠
定
の
「
清
朝
蒙
古

例
の
研
究
」
に
、
そ
の
凡
て
を
牧
め
る
。
ー
の
各
項
に
牧
め
た
園
表
と
封
照
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
通
じ
、

一
九
二

O

年
・
ボ
グ
ド
u
ゲ
ゲ
ン
“
ブ
ト
グ
ト
の
法
典
の
各
関
係
候
文
と
の
関
連
が
、
拙
著
・

「
清
末
に
お
け
る
近
代
的
法
典
の
編
纂
」
の
外
篇
に
牧

107 

め
た
園
表
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
よ
う
留
意
し
た
。

で
あ
る
。
〉

紙
幅
の
関
係
で
不
可
能
と
考
え
た
か
ら

全
部
を
一
つ
の
圃
表
に
牧
め
る
こ
と
は
、
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し
か
し
、
園
表
化
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
る
。

第
一
に
、

モ
ン
ゴ
ル
法
は
、
特
に
犯
罪
成
立
の
要
件
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
具
鐙
性
を
も
っ
故
、
こ
れ
を
諸
法
典
に
共
通
す
る
よ
う
抽
象

化
す
る
過
程
に
、
ど
う
し
て
も
加
工
を
克
か
れ
難
い
こ
と
。

第
二
に
、
韓
担
法
以
降
の
諸
法
に
は
、
嘗
時
顛
在
し
た
封
建
的
身
分
開
係
が
濃
厚
に
反
映
し
て
お
り
、
そ
の
黙
に
お
い
て
ヤ
サ
と
は
事
情

を
異
に
し
、
ま
た
、
清
朝
の
蒙
古
例
は
、
か
か
る
社
舎
関
係
の
上
に
、
皇
帝
の
絶
封
穫
が
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
政
治
的
篠
件
に
違
い
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
行
な
わ
れ
た
地
域
に
地
理
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
。

し
か
し
、
以
上
の
二
貼
に
十
分
留
意
し
固
表
化
を
試
み
た
か
ら
、
起
り
得
ベ
き
誤
謬
を
最
小
限
に
と
ど
め
得
た
と
考
え
る
。

図
表
中
に
用
い
た
略
放
に
つ
い
て

加
↓
加
害
者
被
↓
被
害
者

。
↓
賠
償
(
被
害
者
遺
族
に
射
す
る
、
特
殊
な
場
合
は
註
記
し
た
。)

×
↓
罰
畜

畜
三
・
九
↓
九
頭
を

一
組
と
す
る
家
畜
三
組
の
略

(
以
下
こ
れ
に
な
ら
う
。
)

オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
欄
の
納
な
ど
は
、
大
法
典
本
の
俊
文
番
披
を
示
す
。

ハ
ル
ハ
法
典
欄
の

(
H
1
5
〉
な
ど
は
、
ア
ジ
ア
民
族
研
究
所
刊
本
の
篇
と
俊
文
を
示
す
。

裟
古
例
欄
の

ωな
ど
は
、
活
行
本
の
人
命
の
傑
文
番
続
を
示
す
。
但
し
、
(
雑
1
8〉
と
あ
る
の
は
同
雑
犯
の
第
八
僚
を
一
示
す
。

殺

人

|
|
表
1
|
|

-108ー

羽山川

罰

様

犯

罪

態

一〕
領
侯
の
領
民
撞
殺
1v
x
五
・
九

一

一心
領
侯
の
有
故
領
民
不
告
殺
↓
同

一

一(

〈

被

・
遺
族
は
嘗
該
領
侯
一

の

と

罪

名

ト

法

法

朝

古

{列

縫

担

法

清

蒙

ノレ

の

オ

イ

ラ

ー

加
害
者

①
王

イ
被
害
者
の
旗

に
自
領
民
で
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帥

×
例
の
半
分

過

失

に

よ

る

殺

人

帥

×

畜

三

・

九

八

円

×

(
H
1
2
)
の
半
分

但
、
暗
証
人
あ
る
と
き

G

×
畜

一
・
九
一

一

一

伺

×
参
加
者
と
同
数
の
馬
一

遊
戯
中
の
殺
人

一

一

但
、
二
人
相
針
の
場
合

一

一

一

×

畜
一

・
九
一

父
に
よ
る
子
の
殺
害

一

一

同
×
全
財
産

一

一

離

婚
し
た
妻
の
殺
害

一

t

一妻
の
他
人
の
萎
殺
害
一
}

↓
×
畜
五
・
九
十

夫
に
よ
る
妻
の
殺
害

一

一

伺

一

一

↓
加
害
者
委
附
一
t
萎
に
よ
る
夫
の
前
妻
の
殺
害
一

一

一

↓
加
害
者
委
附
一

卒
人
に
よ
る

一
O
羊
九

一

被

男

奴

隷

×
畜
五
・
九
一
の

一

萎

あ

れ

ば

妻

に

一

同

一

↑

×

(
M
l
2
)
の
字
分

奴

殺

の

殺

害

一

」

一

被

・
女
奴
隷
×
畜
三
・
九

一

α

一

萎
な
け
れ
ば
主

γ
一

一

iiil iF「17
九

絞
×
畜
三
・
九

O
畜
三
・
九

(
妻
家
へ
〉

ω
O畜
三
・
九

ム

ω闘
殴
殺
人
・
五

O
日
内
死

↓
続

故
意
に
よ
る
殺
人

ヤ
サ

被

・
イ
ス
ラ
ム
教
徒

O
四

O
金

被

・
シ
ナ
人

O
魁
馬
一

死
{_e_ 
、 汗IJ

加
↓ -
× 逃
全亡
財
産

制
被被被

下中上
級級級
↓↓↓  
x x x 

畜貴畜貴金
一重重財
五品三品産

九?86 
(14-2) 

，-..， x 領
被被 × 蓄貸 侯

・無重 の
卒 役の三品(他
人 人 と O三自領か
占るき 00 領民ら

Of土・ 民 殺 ゲ
人人加犯で↓ゲ
一一筈人被(ン

者はを 14に
務委籍補 |移
駐附波充 2属

補
充

ロ

O
馬
一

0
0

②
貝
子
・貝
動
・公
イ
①
に
同
じ

ユ

ロ

O
馬
七

O

唱

i(
③
台
吉

・
塔
布
袈
イ
①
に
同
じ

ロ

O
馬
五

O

④

卒

人

斬

O
全
財
産

-109一
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傷

害
ー
ー
表
2

|
|

犯

罪

名

縫

傷

害

組

法

オ

イ

ラ

ー

ト

法

9
加
害
部
位

事

限

・

歯

加
害
程
度
・
手
段

木
石
で
強
打

-110ー

一

一

例
凌
量
死

一世
×

(
H
|
2
)

の

字

分

一

心

無

罪

一M

狂
人
が
殺
さ
れ

た

と

き

一

台

一(

一個
(
親
嵐
に
看
視
を
義
務
づ
く
〉

一

×

畜
九

・
九
一

一

一

ω故
殺
に
準
ず

一

脱
逃
者
が
加
害
者
の
場
合

一

一

一

加
・

官
員

一紛

↓

(
M
|
2
)

一0
日

2
1

一侍

O
脱
逃
者
の
罰
畜
を
被
害
者
遺
族
一向い
力

E
U
/

一

へ
、
無
け
れ
ば
加
害
者
委
附

一

4
5

罪

の

態

様

x 
j 畜

加
害
程
度

雨
眼
失
明

片
眼
失
明

歯
各

一

片
手
片
足

五

貴
重
口
同
一
め

×

一

一

畜

九
一
u

と

刑

罰

ノレ

× 

殺各 ×殺
人畜畜 人
にー ー に
準 ・五 準
ず九 Oず

(人命-10)

法

清

朝

の

絞斬
×
法国三

・
九

↓ 

蒙

古

伊j

加
害
程
度

損
眼
折
肢

x
畜
三
・
九

グ
〈
回
復
)

X

畜

一・

九

拳
殿
鞭
打

×
畜

五

(
互
打
↓
無
罪
〉
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貴族 卒人 過失傷

の の

卒人 貴族
害

{害易 針する 傷害 す封る

(8) (7) 制 同

被 被被 共不治復回
殴打

笹品打強〈 役人 経〈 強く 領侯量侯執 力日

殿 殿打 殿 政縮破衣 軽強
打打

目度

x x x x × x x x x 

畜畜 畜畜 畜 畜馬牝畜

五 り 牛

五九 九九 九 五罪 五一一五

(14-17) (14-18) (14-16) (14-4) 

/町、

段加草 後芋ハ

被 被被 被 ム
14 (14-23) グ指グ指グ

王 卒役人 領 傷，.-.， ，.-.，そ(回(親 ( 
ワ4 侯 人 指手侯 害 復回の 復・ 回復、J

f侶曾 足
最認 ) @ ) 企巴 〉

他物 金刀
準 x x x x 

ず 馬馬畜全 は
x x × 一一七・財産 @p x x x x x 

畜畜 全 日 畜畜畜畜畜
二五 財産 務駐九牢の 一 一一一

九九 分 五九九九九

(雑犯-4)
力日 力日

手・ 手・
破幅綾 折牙落

段俸無 段・有俸

金 金 歯

刀 刀

× 
罰俸

x x 

畜 畜畜
ノ、 一
筒

九 月 五九



一

一

加
害
程
度
↓
割
去
耳
鼻

一

一

加

・

王

x
畜
五

・
九

一

)

一川

加

・
公
以
上

×
畜
四
・
九

一

町

(

M

3
〉
に
準
ず

一が

加

・
台
吉
・
塔
布
褒

一

(

一

ひ

×
畜
三
・
九

一

一

加
・
官
員

×
畜
二
・
九

一

一

加

・
卒
人

×
畜
一

・
九

一

一

妊
婦
を
殴
打
し
胎
児
を
流
産

一
妊
婦
を
殴
打
し
胎
児
を
流
産

一の
妊
婦
を
殴
打
し
胎
克
を
流
産

一

一

。

×
畜
九
に
胎
児
の
月
数
を
一
日

×
畜
九
に
胎
児
の
月
数
を
一J
1

×
畜

一
・
九

婦
人
に
射
す
る
傷
害

一

一

一

一

一

一

一

事

乗

じ

た

数

一時

乗

じ

た

数

一ぱ

↑

一

一

〆t也、

-
i
ノ

一

一

線
髪
を
む
し
る

×
畜

九

一

一

一

一

加
害
程
度

一

加
害
手
段

一

一

一

一

1

ノ

一

致
師
・
父
母
に
到
す
る

一

一

4

強

×
畜
三

・
九
一却

器

物

×
畜
九
・
九
一

傷
害

一

一

4
普
通

×
畜
二
・
九
一似

手

足

鞭

打

八

O
一

一

一

弱

×
畜
一
・
九
一

一

一

一

加
害
程
度

一

一

嫁
の
男
姑
に
射
す
る

一

一

事

強

×
畜
三
・
九

一

一

傷
害

一

一白
、
普
通

×
畜
二
・
九
一

一

一

一

軽

×
畜
一

・
九

一

一

一

×

畜

九

十

父
母
の
子
・
嫁
に

一

×

畜

五

一

制
到
す
る
傷
害

一

×

畜

二

一

×

畜
二
・
九
一

112 

奴
殺
に
封
す
る
傷
害

。。

被
・
嫁

強軽普強
j直

。r

“
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姦

淫ヤ
サ
姦
夫
死
刑

罪

の

態

縫

担

オ

イ

ラ

ー

ト

法

卒

人

姦

卒

人

妻

]

男

×

畜

五

一

男
死
刑
(
逃
亡
の

3

女

×

畜

四

一心
領
侯
姦
領
侯
女

場
合

x
畜
九

・
九

〉

強

男

×

畜

一
・
九
一伶

男

×
畜

庭
女
を
客
佳
と
す
る
場
合
事
慮
女
を
客
盤
と
し
て

一

男

家

人

に

殺

さ

せ

る

(

和

男

x
畜
一
・
九
↑

殺
さ

な

い

と

き

強

男

x
畜
二

・
九
一

領
侯
姦
卒
人
妻

X

畜
九

・
九

奴

隷

女

を

客

践

と

し

て

一

男

x
畜

一

五

O
一

一

一め
卒
人
姦
貴
族
萎

畜

の

な

い

と

き

和

無

罪

一

の

卒

人

姦

領

侯

妻

一

1

一

一

巳

男

凌

濯

妻

子

を

奴

と

す

妻

子

を

奴

と

す

強

男

×

畜

二

ω
男

x
畜

一
五
O
一狂

〉

一

一

雑

女

斬

信
長
の
婦
と
卒
人
の
逼
姦
参
奮
ツ
ア
ジ
ン
H

ピ

チ

ク

籍

波

一

男
死
刑
(
父
子
兄
弟
と
一

ω卒
人

姦

領

侯

妃

無

罪

一

法

女 ノ、

ノレ | 刑

法

清

朝

の

蒙

貴
族
姦
卒
人
妻

ω
加
・
王

O
畜
九
・
九

一
五

O
一任

加

・

公

以
上

O
畜
七

・
九

一唯
加
・
台
吉
・
塔
布
婆

O
畜
五
・
九

古

{JlJ 

-113ー

罪

名

犯

様

と

罰

姦

院
逃
者

よ
る

傷害

イ旦

懲
戒

たの経普通

め
な xx 
ら 畜 畜
不
問

五九

(8-35) 

全
但被被治

ヵ: ・・ ま

被に畜無な 卒人役人 で

償踏 ら x x 襲責任主
馬馬

タ轄田町 ・

の 賂駐 わ

侯領 一 一 す

寄
ー
ー
表
3
|

|
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婦女 難 猷
ヤ

の サ姦 姦

誘拐
死
刑

i| 女 女男他人女男他人 女
のののの と

慮置不情知父死女夫本死妻 総 × も

知情 母刑の 刑の 死萎女 に
は 誘の誘拐

さ〉

父 × 拐庭置 せ・
母不畜 る畜
に問七 産

委す
九

委す

同 (103) ~ 

鐙客 客陸
主 り 設見者カ‘

(卒3) 

下流中上 人睦客 下流流中 上
波す引 鐙客さと 犯人

女男撃人。男
流流 のと 流

ののの 委なののの

娘娘娘 とつ妻妻妾
れか 人妻羊山

!1| 路股 賂肱五 品庇七

畜家者fこ x x x 
た畜ら 馬x0 馬

をの畜畜畜九 畜家 五
そ

取夫三五 の
る』主・ 持の 取を

仔
犯九九九

(8ー11) (8-10) 

卒 卒 但 卒
女つ人 男拐し 人が 。以 男 姦卒人たの

下畜が
場i口』委， 

(た卒
8場人 のな 萎人

X 
女ヵ:

|合の 紋打 い x x 
10 妻 と 貴重 畜

畜 卒人
'-../ にき

一 女 代は品ー

誘を 準ず
を える 0 一0 三 0 五

九 誘

-114ー

(雑犯-14)
卒卒

男 戯人女男人
の姦
卒本を × 卒
人る夫姦畜人
婦 に婦五妻
女 引 の
に 渡夫九
針 しに
す殺引そ
る さ渡の
調 せす妻

×
畜
三
・
九

従首 !
被 |
誘鞭絞 |
者一監

不8候

坐 ・

畜

九



一間
和
誘

一

一じ

鞭
一

0
0
・
×
畜
三
・
九
一

一

被

誘

者

鞭

一
O
O

一

罵
ー
ー
表
4
|
|

罵
罪

名

差文
師 縫
を

侮慢 組

× 
法馬

(9) (8) (7) (-1) 

騎客鐙集箆客小執大鐙客班第絡王役陸客が オ 犯
乗が税が王政王が 隆侯倫 イ
j直吏侯 王 侯 の

フ行 侯導 罪
中 師
の × x x x x x x x 
卒 ，馬 畜畜全 畜畜三 畜五 畜九

ト の
× 人 一 財産 法
.馬 羊

五九 五 九九 九 態

(14-12)(14-20) (14-18) (14-16) (14-13) 

鐙客 先客鰻
吉台鐙客が 班第格隆鐙客が 叉汗 健客が

様

が 生が ノ、
卒 t主 と
人 父

褒塔布以

犯汗
ノレ

母 人 の
は妃 ノ、 刑

隷奴× × ×上 x x 
法

四 プ田ア -宙~ 畜畜 すと全x 罰
童，馬話 五 一

る財産
九 九 五九

(雑犯ー3)

罰言闘 官員 時首塔公玉晶
清

畜領 以か 朝
は 上

被駕者場Jμi下 中 上 臣 上 l の

に客 蒙

給附'--'襲り x x x x x x x 古
ぎと畜 畜畜空空警一 警一

{列

t主、三五 七九 九九九

-115ー

115 



116 

罪

名

家
畜
の
縞
盗

ヤ
サ

盗
，馬

同
種
の
馬
九
を
そ

え
持
主
に
賠
償

馬
な
き
と
き
子
を

代
う

代
う
べ
き
子
な
き

と
き
死
刑

盗

縫

担

法

(
奮
〉
客
健

牝
畜

×
畜
六

・
九

牡
畜

×
畜
三

・
九

(
新
〉
罪
犯
の
目
を
え

ぐ
り
手
を
断
る

×
畜

一
・
九

奴
が
其
の
主
の
財
を
盗

ん
だ
場
合

罪
犯
の
一
指
を
断
る

犯

罪

の

オ

イ

ラ

ー

ト

法

能い

様

と

言可

刑

ノレ

法

客
種路 鰻
馬蛇

× 

畜

五

九

(4-9) 
初
犯

(7-1) : (4-2) (4-1) 
寺 } 活 活
廟 i る仰 仰
の i 場の の
家合宇L 白
畜牛 馬
を"・ xを

× 客 4路り 廟 鞭 全 客 蔦 廟 り 廟 千廟鞭 ×
全鐙 I 蛇三を打財臨回を千を回を打大
財と 1 を千三八 産と躍千回二蔵百八型
産す)客 回百 O す }奔回雄百奔回 O畜

る I に陸燈回 る ま 奔 固ま二
場準と 奔ま 場 わまわ O
合ずす わ 合りわり

(盗賊 16) (盗賊 6)
民y.I r、

五場 最三賊蒙警
匹の に(高 Oの古 EF
以馬 完家と匹匹・六
上を j 全畜す以数民 V
に客 に罰る上に人 22
絞鐙 t 消・ 不よ空をどう
決と !滅家 分り方，C:..
、す )畜 首寅に品

質る t 賠 従刑通詑
刑場 ， 償 絞を用品
の合 は候科汗
み i 共をす

再
犯

x
畜
一

0
・
九
一の

牝
馬

×
畜

八

・
九
一什
三
犯

牛

・
仔
馬

・

羊

↑

×
畜

六

・
九
一

各
胎
児
(
一
月
以
後
)

×
馬

一

(1$ 

一 116ー

蒙

古

伊j

~，Jì 

清

の

(
園
初
)
一
律
科
罪

首

斬

決

従

鞭

一

0
0、
×
畜
三

・
九

妻
子
・
全
財
産
を
籍
夜

但
罪
犯
が
奴
の
場
合
鞭
一

0
0

(9-2) 
盗

初犯
領犯が
民 台
あ吉
れの
ば × 身場
近大分合
親型剥
者畜奪

分・
配九
11，12， 13， 14) 

盗
初犯

身財改犯が
柄産悔 台
は波す身吉
隣牧れ分の
盟 ば 剥場
で 台 奪合
管吉(
東に 但

復三
す年
)後



強
盗
(
首
、
従
を
問
わ
ず
〉

王
等
強
劫
僚

、ノ

初
犯
鞭
打
八

O

J

官
員
卒
人
強
劫
脇
田

η
4
 

雨
手
に
銭
械
を
一
年
閲
一士
共
に
加
害
手
段
・
程
度
に
謄

同

一賊
じ
、
寅
刑
を
段
階
的
に
科
す

雨
手
に
鍛
械
を
生
涯

一也
(
家
畜
罰
・
家
畜
賠
償
は
共
に

章
京
の
拘
束
下
に
お
く
一

完
全
に
消
滅
)

戟

具

の

籍

盗

一

家

財

道

具

・
衣

服

の

籍

盗

甲

胃

な

ど

×
畜
七
・
九
一
財
物
の
債
値
が

×
畜
三
・
九
一

例

盗

犯

の

指

を

切

る

弓

矢

な

ど

×
畜
一

・
九
一
心
二
歳
牛
相
嘗

一

一

今

、

υ

田

禾

の

縞

盗

一

叉

は

×

大

型

畜

二

・
羊
一二
一

以
上
に
は

O
を

伴

う

一

応

羊

相

首

未
収

×
畜
三
・

九
一

小

物

の

縞

盗

一

妨

併

像

併

具

な

ど

×
畜
三
・

九
一個

以

下

己
収

×
畜
六

・
九
一

一4
帳
幕
の
附
属
品
な
ど

×
畜
二
・
九
一

一

・
上

流

一

く

一

伺

×
羊
一
・
仔
羊
一

一

家
具
な
ど

×
畜
一
・
九
一

客
鐙
が

一

小
閲
物
な
ど

×
牡
馬

二
〕

猪

・
狗

×
畜

五

一

加
・
下
流

一

中

一お

一

×
山
羊
一

・
仔
山
羊
一

一

少
量
の
小
物
な
ど
;

l

牡
羊

二
勝

鶏

鴨

鶏

×
三
歳
牛
一

一

一
活
併
の
寺
廟
に
属
す
る
も
の
の
場
合
一溢
(
客
鎧
と
同
種
同
数
を
賠
償
)
一

釜

・
五
徳
の
抑
制
盗

一心
乾
草
な
ど

×
畜
三

・
七
一(

一

加

・
上
流

×
畜
一
・
九
一任
(
設
見
者
に
右
の
う
ち
一
一
一
)

一

一

加

・
中
流

×
畜

五

一

ω

0

一

加

・
下
流

×
牝
牛
一

一任

穀

物

な

ど

い

小

に

準

ず

一

117 

再
犯

、J
を

(9-3) 

盗
犯
カL
f曾

警(
寺 × 備の 4
領畜籍場|
民 三 豊j合 9
の 隼
返九
還

他
物人
を 倉
奪庫
つカ、
たら

x x場人
畜貴合を
一 重集
品め

九て

(4-17) (4-12) 

強
殺盗
人殺
罪人
を
適
用

三再
犯犯

制

強

盗

家
畜
以
外
の
物
の
塁

一

tゆ

通

再
犯

卒
人
の
例
を
適
用

用
一長一即

盗
犯
が
帰
国
籍
者
の
場
合

J

僧
籍
剥
奪
の
上
卒
人
の
例
に
よ

り
治
罪

×
畜
三

・
九

×
畜

一
・
九

x
三
歳
牛

一



一

一

迷
走
中
の
他
人
家
畜
の

J
迷
走
中
の
他
人
家
畜
の
横
領
一

迷
走
中
の
他
人
家
畜
の
横
領
迷
走
中
の
家
畜
の
横
領

一

一

横
領

(

O

畜

五

一
η

(そ
の
無
周
利
用
を
ふ
く
む
)

X

畜
三
・
九

一

一

つ白

一、ノ

一

部
落
内
を
引
き
廻
凍
死
し
た
他
人
家
畜
の
横
領
一川町

x
畜
一
・
九
一
お
向
上
に
騎
乗

x
畜

五

一

し
限
を
え
ぐ
り
手
側

O
馬

二
(

賠

償

、

同

程

度

一
時
自
己
の
家
畜
と
誤
っ
て
牧
容

一

一

を
断
る

一

一

位

x
畜

一
・
九

一

一

例
迷
走
中
の
他
人
牝
畜
か
ら
の

一の
野
獣
の
殺
し
た
他
人
家
畜
の
横
領
一

暫
時
隠
匿

×
畜
一

・
九

↑

一

搾
乳

O
牝
牛

二
日

町

鞭

打

二

一

一

f
t
、

一

一

-

迷
走
中
の
他
人
家
畜
か
ら
の

一

一

〔
註
〕
清
朝
の
蒙
古
例
の
場
合
、
甚

一遺
失
物
横
領

一

一

一

一

一

刊

採

毛

O
畜

五

一
η
遺
失
物
の
横
領

一
だ
複
雑
で
あ
る
か
ら
そ
の
要
貼
の
み

一

一

1
迷
走
中
の
他
人
家
畜
に
騎
乗
一昨
客
鐙
と
な
っ
た
も
の
の
種
類
お
一
を
摘
記
し
た
。
詳
細
は
拙
稿
「
清
朝
の

一

O
牝
牛
二
(
よ
び
債
に
態
じ
縞
盗
罪
を
週
一蒙
古
例
に
射
す
る
立
法
と
蒙
古
慣
習

一

用

法

」

(

「

法

律

論

叢

」

に

連

載

、

刊

行

預

定
の
「
清
朝
蒙
古
例
の
研
究
」
に
牧
載

す
る
)
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
い
。

118 

寺 (4-7)
廟偽

属砕
す具
。た
も ε
の(4-1)
りに

場準
合ず

A
H
乾
草
・
穀
物

σ一
般
道
具
な
ど

台
吉

・
僧
籍
者
が
主
鐙
た
る
小
盗

心

蛍

該

物

件

の

賠

償

ω
身
分
剥
奪
は
せ
ず
、
誓
約
せ

し
め
る

×
畜
五
・
九

。
野
獣
の
殺
し
た
他
人
家
畜
の

(

横

領

O
畜

五

-3
'他
人
の
射
殺
し
た
狩
猟
献
の

一

横
領

O
畜

五

-118ー
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失
罪

室主

墓火

其
の
他
|
|
表

6
|
|

名

縫

組

法

:
t
L

-

d
車
h

剛
院
ふ

μ

一

省

首

の

墓

一
死

刑

一

x
妻
子
財
産
一

卒
人
の
基

一

x
畜
九
・
九
一

犯

罪

態

様

芳リ

言1)

の

と

オ

イ

ラ

ー

ト

法

例律i
準設

ず警 |の

管i蒙

[古
例

ノレ

法

朝

客
健
が

上
級
者
の
墓

中
級
者
の
墓

卒
人
の
墓

×
畜
一
・
九

x
畜

五

x
大

腿

~~ 

-119ー

移
動
の
さ
い
の
残
り
火
か
ら

野
火
事
を
お
こ
し
た
と
き

×
羊

一

(
護
見
消
火
し
た
者
に
給
す
〉

移
動
の
さ
い
残
り
火
を
消
し
き
ら
一

失
火

×
畜

一

九

な
か
っ
た
と
き

×
三

競

馬

=

(

夜

見

者

に
賞
給
)

右
が
出
火
し
た
と
き
(
立
退
き
後
一

延
焼
に
よ
り

一一一日内〉

X

馬

五
一

人
を
死
に
到
ら
せ
た
と
き

右
の
火
が
人
を
焼
死
さ
せ
た
と
き
一

x
畜
三
・
九

〉
殺
人
罪
を
適
用

一

他
人
家
畜
を
殺
傷
し
た
と
き

也
右
の
火
が
人
を
傷
つ
け
た
と
き

一の

同

種

同

数

賠

償

仰
被
・
高
位
者

一倍
残
り
火
を
消
し
き
ら
ず
火
事
と
な

O
路
舵
一
・
馬
二
係
っ
た
と
き

x
畜

五

被

・
卒
人

O
馬

一

一

(
渡
見
者
に
賞
給
)

(
全
治
ま
で
責
任
を
負
わ
せ
る
〉

↑

延
焼
に
よ
り

。
つ
け
た
火
か
ら
野
火
事
に
な
っ
た
一

人
を
死
に
到
ら
せ
た
と
き

昨

と

き

×

畜

五

一

x
畜

一
・
九

〆，、

一

但
、
自
分
で
消
し
止
め
た
と
き
一

他
人
家
苔
を
殺
傷
し
た
と
き

不

問

一

同
種
同
数
賠
償
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他
人
の
物
tこ
劉
す

放る
火

放
火
し
て
人
を
死
に
致
ら
せ
た
場

ム
口加

・

官

員

絞

加

・
卒

人

斬

)

共

に
そ
の
全
財
産
を
波
牧
し
て

A
U
 

J
-

被
害
者
遺
族
に
給
附

制
放
火
し
て
他
人
家
畜
を
死
に
致
ら

(

せ

た
場
合

加

・
官

員

身

分
剥
奪

加

・

卒

人

鞭

一
0
0

共
に
そ
の
全
財
産
を
波
枚
し
て

被
害
者
に
給
附

白骨
E伎
罰
r、、
内円、，
生T

未
詳、J

-120ー

自
己
の
物
に
針
す
る放

火
公
的
権
威
に
抗
す
る
罪
(
例
)

|

|

1
表

7
l
i

的権威o、 罪

抗す
名る

罪

曾首 × い合首
縫

の 8里震Z
使者 組8 奉fj 
際

法，馬 ，~ し
提 な

(1) 

害 緊佳佑IJ ォ
犯tこ r土ド、、 し ィ

分け分を 物をを |フ一
罪

〉る 述れ 全財産 掠す対Jiし脅し l 
て 、 ト

の

来牧を汲 る人 法
た 行震 を
人殺 肯，也E、

(1-1) 

貧主君主高産収 官
様

し ・態行は 援行 と

い額 所管領侯 " “いと侯に に l

はき 針す 撃すす/ 芳リ
、× る tこ る

法
領畜騨 渡す引 勝，馬 罰

民から 三8拒石馬
拒否

日向ー1) (曾笠一2)

清|
主主 費無俸客君布 年燈陸を ー

朝
俊の次

公 王 過すきと の の
以 上禽盟
上 る

蒙
篤行 各不に

古
x x x俸-罰~ 到馬馬罵

伊l

七0 O月



〈
そ
の
特
に
重
大
な

も
の
を
例
と
し
て
掲

げ
る
〉

供
拒

× 否
牛
五

羊
五

(3) 
大

瞬事
馬に
提大
供玉
拒侯

× 否の
畜使
九者

"" 九の

(1-2) 

主
鐙
・
塔
布
張
以
上
×
馬

主
程
・
卒
人

×
牛

五

そ
の
教
を
一

O
Oに
満
た
さ
一未

せ
る

一世

主
陸
・
塔
布
婆
以
上

一X

×
全
財
産
↑4
遼
禁
の
務
参
を
捕
え
る
行
篤

一
ゐ
『

遠
征
の
載
利
口
聞
の
抑
制
盗
貧
し
い
と
き
は
、
そ
の
子
に

一朝

首

絞
監
・
家
産
籍
波

そ
の
数
を
五
O
に
満
た
さ
せ
一境

従

鞭

一

0
0
・
×
畜
ニ
・
九

×
畜

九

一

'
D

滋

続
盗
し
た
物
一

z

(

圏
外
逃
亡
を
企
て
る
者
を
阻
止
せ

一
の
汗
の
放
行
に
劃
す
る
騨
馬
拒
否

全

部

の

返

還

一

-

ず

、

逃

亡

を

歎

認

し

た

行

篤

。

×
家
畜
の
品十分

主
艦
・
塔
布
褒
以
上

身
分
剥
奪

主

鐙

・

官

員

絞

主

健

・

卒

人

斬

共
に
全
財
産
波
紋

-121ー

~l) 

(1-18) 
大
事
の

× 使
有者
角へ
畜の
五勝。馬

拒
羊否
五。

(遁亡ー6)

園
表
か
ら
推
知
さ
れ
る
事
貫
関
係
と
仁
井
田
・
論
文
と
の
懸
隔
ー
そ
の
一
・
貫
刑
l

さ
き
に
そ
の
論
旨
を
摘
記
し
た
仁
井
田
・
論
文
は
、
北
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
の
刑
罰
の
設
展
を
、
政
治
的
権
威
の
生
成
と
そ
の
成
長
に
針
躍

さ
せ
て
、
復
讐
(
血
讐
〉
か
ら
家
畜
を
主
と
す
る
賠
償
、
定
額
的
な
い
し
定
率
的
な
家
畜
賠
償
制
(
∞

5
8
に
劃
比
さ
れ
る
)
、
罰
畜
(
垣
内
同
・

宮
E
に
封
比
さ
れ
る
)
、
そ
し
て
罰
畜
が
官
に
劃
す
る
も
の
(
司
片
山
色

g印

m
m
E
に
封
比
さ
れ
る
)
と
被
害
者
に
劃
す
る
賠
償
と
に
区
別
さ
れ

る
場
合
、
財
貨
の
提
供
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
罪
を
償
う
と
は
限
ら
ず
と
し
て
貫
刑
を
併
科
す
る
「
不
可
璃
罪
」
を
介
在
さ
せ
な
が
ら
、
質
刑
主

義
へ
の
移
行
が
と
げ
ら
れ
て
い
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
が
一
般
的
に
刑
法
護
展
過
程
の
例
外
で
は
な
い
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
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大
な
疑
問
を
さ
し
は
さ
ま
ざ
る
を
得
な
い
。

私
が
己
む
を
得
ざ
る
若
干
の
加
工
を
施
し
な
が
ら
も
、
可
能
な
限
り
忠
貫
に
作
製
し
て
掲
げ
た
表
と
劃
照
す
る
と
き
、

い
く
つ
か
の
か
な
り
重
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1 

買
刑
へ
の
準
展
に
関
し
て

ま
ず
第

一
に
、

「
公
的
権
威
の
命
令
に
謝
す
る
不
服
従
や
、
こ
れ
に
劃
す
る
直
接
的
罪
過
に
は
、
権
威
は
、
銀
座
の
た
め
最
も
強
く
そ
の
刑

(
さ
き
の
論
旨
摘
記
局

lω
)
と
さ
れ
た
こ
と
、

罰
権
を
主
張
し
、
そ
こ
か
ら
貫
刑
主
義
を
瑳
展
さ
せ
て
ゆ
く
。
」

お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
い
て

論
旨
摘
記
の
同
ー

ω(省
略
。
以
下
こ
れ
に
倣
う
。
)
に
及
ば
れ
た
こ
と
と
は
、

し
た
事
貫
閲
係
の
推
移
と
封
比
す
る
と
き
そ
こ
に
は
か
な
り
の
懸
隔
が
あ
る
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
7
に
掲
げ
た
「
公
的
権

僅
か
に
蒙
古
例
に
お
け
る
二
つ
の
場
合
を
除
き
、
貫
刑
主
義
の
刑
罰
を
科
す
と
規
定
す
る
も
の
は
、
一

(
こ
の
表
に
の
み
、
例
と
し
て
、
そ
の
顕
著
な
も
の
だ

一
般
的
に
刑
法
護
展
の
過
程
と
し
て
は
と
も
か
く
、

表
に
示

威
に
抗
す
る
罪
(
例
ど
に
よ
る
と
、

つ
も
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
買
に
、

ま
ず
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

け
を
掲
げ
た
の
は
、
客
瞳
の
地
位
の
ち
が
い
な
ど
に
よ
り
、
個
別
に
詳
定
す
る
盟
を
と
っ
て
い
る
の
を
省
い
た
か
ら
で
あ
り
、
特
に
蒙
古
例
に
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征
服
者
で
あ
り
統
治
者
で
あ
る
清
朝
の
立
場
で
設
定
し
た
新
秩
序
・
新
健
制
に
抗
し
た
場
合
に
慮
す
る
規
定
が
少
な
か
ら
ず
あ

り
、
そ
れ
ら
は
死
刑
を
頂
貼
と
す
る
質
刑
を
科
す
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
の
多
い
の
は
事
寅
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
清
朝
の
立
法
と
看

ほ
ん
ら
い
の
モ
ン
ゴ
ル
法
と
は
無
縁
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
表
7
に
は
、
二
例
だ
け
を
掲
げ
て
お
い
た
が
、
こ
れ
ら
も
ま

お
い
て
は
、

倣
す
べ
き
で
、

た

民
人
に
射
す
る
律
例
と
の
均
衡
の
上
か
ら
の
立
法
と
す
べ
き
で
、

田
・
論
文
に
は
、

む
し
ろ
除
外
す
る
の
を
遁
嘗
と
考
え
る
。
)
仁
井

「
公
的
擢
威
に
劃
す
る
直
接
的
罪
過
」
と
い
う
べ
き
も
の
を
、
具
盤
的
に
列
示
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
場
合
に
は
、

表
7
に
掲
げ
た
も
の
な
ど
を
、
そ
の
頴
著
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
異
論
は
あ
る
ま
い
。
こ
と
に
、
い
う
と
こ
ろ
の
縫
担
法

・
オ
イ
ラ
ー
ト
法

・

ハ
ル
ハ
法
が
、
結
成
さ
れ
た
同
盟
を
し
て
、
外
部
か
ら
の
脅
威
を
未
然
に
防
ぐ
ベ
く
、
内
部
的
な
争
い
を
終
結
さ
せ
て
、
卒
和
を
確
立
す
る
た

い
わ
ば
政
治
的
な
妥
協
の
基
礎
と
な
る
法
的
象
徴
と
で
も
い
う
性
格
を
有
す
る
と
解
さ
れ
る
に
お
い
て
を
や
で
あ
る
。
オ
イ
ラ
ー
ト
法

典
第
一
僚
に
、
「
何
人
も
こ
の

5
5
を
範
し
:
:
:
」
と
あ
り
、

8
5
と
は
「
政
治
・
鐙
制
・
支
配
」
の
意
(
同

o
g
H
2
m
Z
)と
さ
れ
、
白
鳥

h
u
F

エ
ケ

H
モ
ゾ
ゴ
ル

uウ
ル
ス

庫
吉

・
蒙
文
音
需
元
朝
秘
史
容
九

・
一
九
b
は
、
一
二

O
六
年
成
立
し
た
チ

ン
ギ
ス
"
ハ
ン
の
大
蒙

古
園
を
、

樹
立
さ
れ
た
秩
序

・
睦
制
の

め
の
、



意
か
ら

Y入
【

O
ロ
日
、
。
デ
ロ
ロ
え
い
円
角
川

と
呼
ん
で
い
る
。
従
っ
て
「
何
人
も
こ
の

5
5
を
乱
し
:
:
:
」
と
い
う
の
は
、

「
打
ち
立
て
ら
れ
た
諸
部
族

の
連
合
瞳
(
同
盟
盟
)

の
政
治
の
秩
序
(
或
い
は
支
配
の
鐙
制
)
を
乱
し
・
:
・
:
」
の
意
と
解
さ
れ
、
従
っ
て
そ
れ
は
、
互
い
に
措
抗
的
な
要

素
が
多
く
中
央
擢
力
の
甚
だ
弱
い
韓
制
〈
例
え
ば
、
典
型
的
な
封
建
園
家
の
鐙
制
)
を
決
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
全
世
と
し
て
統
合
さ
れ
た
瞳
制
(
例
え
ば
、
専
制
的
な
統
一
園
家
の
瞳
制
)
を
い
っ
て
い
る
の
で
も
な
川
。
モ
ン
ゴ
ル
に
園
家
観

の
稀
薄
な
こ
と
が

チ
ン
ギ
ス
リ
ハ
ン
の
大
蒙
古
園
に
お
い
て
も
、

本
質
的
に
饗
ら
な
い
こ
と
は
、

そ
れ
が
ハ
ン
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

族
全
鐙
の
も
の
と
み
な
さ
れ
、

チ
ン
ギ
ス
H

ハ
ン
の
生
存
中
す
で
に
四
人
の
子
に
ウ
ル
ス
己

5
と
し
て
分
興
さ
れ
た
事
買
に
よ
っ
て
も
明
ら
か

(
ウ
ル
ス
と
は
、
明
確
な
境
界
を
も
っ
た
領
域
と
い
う
よ
り
、

の
「
公
的
権
威
」
を
、
例
え
ば
中
園
に
お
け
る
が
如
き
、

で
あ
ろ
う
。

或
る
教
の
部
族
に
射
す
る
支
配
権
を
い
う
。
〉
従
っ
て
、

「
集
権
的
な
園
家
権
力
」
と
同
列
に
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、

こ
こ
で

一寸

何

人
も
こ
の
瞳
制
を
範
し

エ
ケ
H

ア
イ
マ
ク
・
ウ
ル
ス
(
の
人
を
)
殺
し
(
物
を
)
劫
掠
す
れ
ば
、
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モ
ン
ゴ
ル
と
オ
イ
ラ
ー
ト
は
結
束
し
て
、

彼
自
身
(
犯
人
)
は
こ
れ
を
赦
し
、
そ
の
す
べ
て
の
も
の
を
吸
牧
し
て
、

(
嘗
該
犯
人
)
を
連
れ
て
来
た
人
に
半
分
を
興
え
、
残
り
を
(
モ
ン

ゴ
ル
と
オ
イ
ラ
ー
ト
と
で
)
折
半
し
て
引
取
る
。
」
(
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
第
一
候
)
と
い
う
よ
う
に
、
瞳
制
そ
の
も
の
を
惑
鈍
す
る
よ
う
な
重
大

な
行
震
に
虚
し
て
も
、
そ
の
嘗
事
者
に
寅
刑
を
も
っ
て
劃
す
る
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ
こ
で
の
「
公
的
権
威
」
の
限
界

を
認
め
て
も
、
ゆ
き
す
ぎ
と
は
い
え
ま
い
。
爾
徐
の
「
省
長
の
命
を
奉
行
し
な
い
行
矯
」
と
か
、
「
大
事
の
使
者
に
騨
馬
の
提
供
を
し
な
い
行

魚
」
な
ど
、
明
ら
か
に

「
公
的
権
威
の
命
令
に
劃
す
る
不
服
従
や
、
こ
れ
に
劃
す
る
直
接
的
罪
過
」
(
例
え
ば
、
表
4
の
汗
や
王
侯
に
劃
す
る
罵

を
例
に
奉
げ
て
も
よ
い
)
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
れ
の
場
合
に
も
、
貫
刑
を
も
っ
て
封
す
と
は
し
て
い
な
い
。
か
く
し
て
、
論
旨
摘
記
局
|

ωに
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
を
事
買
に
即
し
て
は
立
誼
で
き
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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一
方
、
論
旨
摘
記
の
同

lω
か
ら
展
開
さ
れ
た
、
そ
の
同

l
川
刊
に
は
、
以
上
と
は
別
の
意
味
で
の
疑
問
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

す
る
加
害
行
矯
」
に
、
「
政
治
的
権
威
に
脅
威
を
興
え
る
も
の
と
し
て
」
、
「
賓
刑
主
義
の
刑
罰
を
科
す
る
範
園
を
抜
大
し
て
ゆ
く
」
と
さ
れ
た

貼
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
殺
人
・
傷
害
お
よ
び
姦
淫
・
盗
犯
と
分
け
て
、
た
く
さ
ん
の
事
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
表
1
お
よ
び
表
3

「
私
人
に
封
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に
掲
げ
た
よ
う
に
、
殺
人
お
よ
び
姦
淫
に
あ
っ
て
は
、
古
く
は
貫
刑
を
主
と
し
た
の
に
、
後
代
に
及
ん
で
、

か
え
っ
て
家
畜
罰
な
い
し
家
畜
賠

償
に
改
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
事
買
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
事
賓
関
係
を
穆
げ
て
は
お
ら
れ
る
が
、
論
及
は
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
論
旨
に
矛
盾
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

そ
こ
で
護
想
の
轄
換
を
試
み
る
。
私
人
に
劃
す
る
加
害
行
震
に
お
い
て
、
特
に
殺
人
お
よ
び
姦
淫
に
、
古
く
は
寅
刑
な
か
ん
づ
く
死
刑
の
多

「。

ル
ブ
ル
ク
の
放
行
記
に
よ
る
と

い
と
い
う
事
質
に
闘
し
て
で
あ
る
。
さ
て

彼
ら
の
刑
法
に
つ
い
て
い
う
と
:
:
:
現
場
を
お
さ
え
ら
れ
た
か
自
白
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
誰
も
死
刑
に
庭
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
.

-
:
殺
人
に
は
死
刑
を
科
す
が
、
自
分
自
身
の
も
の
で
な
い
女
と
同
会
し
た
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
分
自
身
の
も
の
と
は
、

ど
う
扱
お
う
と
勝
手
だ
か
ら
で
あ
る
。

自
分
の
妻
か
女
奴
隷
の
こ
と
で
あ
る
。

自
分
の
奴
殺
な
ら
ば
、

大
が
か
り
な
盗
犯
も
死
刑
と
な

る
。
:
:
:
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p
h
v
 

と
あ
り
、
プ
ラ
ノ
日
カ
ル
ピ
ニ
の
紀
行
に
も

明
ら
か
に
姦
通
の
現
場
を
見
つ
け
た
と
き
、
そ
の
男
女
を
殺
す
と
い
う
法
ま
た
は
慣
習
が
あ
る
。
同
様
、
未
婚
の
娘
が
誰
か
と
密
通
し
た

と
き
に
も
、
隻
方
と
も
に
こ
れ
を
殺
す
。
彼
ら
の
支
配
下
内
で
掠
奪
ま
た
は
縞
盗
の
現
場
を
見
つ
か
っ
た
者
も
、
容
赦
な
く
殺
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
、
前
者
は
、
明
ら
か

ヮ，

ド
l
ソ
ン
は
ヤ
サ
の
規
定
の
内
容
の
紋
越
を
専
ら
前
者
に
よ
り
、
そ
の
こ
と

06
 

リ
ア
ザ
ノ
ア
ス
キ
ー
は
雨
者
を
ヤ
サ
の
内
容
の
解
説
に
用
い
て
い
到
。
仁
井
田
・
論
文
は
、
リ
ア
ザ
ノ
ア
ス
キ
ー
に
基
づ
き

後
者
だ
け
を
引
用
し
て
、
首
時
三
三
世
紀
)
彼
ら
の
聞
に
姦
一
週
に
封
し
私
刑
主
義
の
行
な
わ
れ
た
誼
援
と
し
て
お
ら
れ
る
。
果
た
し
て
そ
う

と
あ
る
。
後
者
は
、
彼
ら
の
性
格
・
長
短
所
・
習
俗
を
鼓
し
た
第
四
章
の
一
節
で
あ
る
か
ら
、

に
チ
ン
ギ
ス
u
ハ
ン
の
ヤ
サ
の
概
略
的
な
説
明
と
認
め
ら
れ
る
。

を
註
に
明
記
し
、

解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ア
ザ
ノ
ス
キ
ー
が
併
記
し
た
前
・
後
雨
史
料
の
う
ち
、
何
故
一
般
的
抽
象
的
な
記
述
に
す
ぎ
な
い
後
者
だ
け
を

摘
出
し
て
、
私
刑
主
義
の
行
な
わ
れ
た
謹
擦
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
ヤ
サ
が
か
か
る
場
合
に
は
、
関
係
者
に



し
か
し
、
前
者
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
死
刑
が
科
せ
ら
れ
る
の
は
、
罪

同

犯
が
自
白
し
た
場
合
(
自
白
を
強
要
す
る
た
め
、
拷
問
の
行
な
わ
れ
た
記
述
も
あ
る
)
と
、
現
行
犯
の
場
合
と
に
限
る
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ

よ
る
私
刑
に
容
認
を
輿
え
た
と
解
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

は
ヤ
サ
に
照
ら
し
て
も
矛
盾
は
し
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、

殺
人
や
姦
淫
に
封
し
一
般
的
に
死
刑
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の

彼
ら
の
聞
に
古
く
は
、

は
、
こ
れ
を
か
つ
て
の
復
讐
に
代
わ
る
手
段
と
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
古
く
」
と
い
っ
た
の
は
、

そ
れ
は
ヤ
サ
が
、
集
圏
聞
に
ま
た
が
る
事
件
に
だ
け
臨
む
基
準
で
あ
っ
て
、
集
圏
内
の
事
件
の
慮
理
は
嘗
該
集
固
に
委
せ
ら

一
三
世
紀
あ
た
り
を
い

っ
た
の
で
あ
り
、

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
殺
人
と
か
姦
淫
と
か
は
、
異
な
る
集
圏
に
属
す
る
も
の
の
聞
に
惹
起
さ
れ
た

事
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
氏
族
的
な
関
係
が
解
瞳
の
塗
を
辿
り
出
川
い
た
と
は
い
え
、
殺
人
と
か
姦
淫
と
か
い
う
問
題
が
、
氏
族
的
な

カ
ル
ピ
ニ
も

つ
な
が
り
あ
る
も
の
同
士
の
聞
に
惹
起
さ
れ
る
と
は
考
え
難
い
。
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(
他
種
族
の
)
人
を
殺
す
こ
と
、
こ
れ
を
侵
掠
す
る
こ
と
、
ど
ん
な
不
正
不
法
な
手
段
で
あ
れ
、
そ
の
も
の
た
ち
の
財
物
を
取
る
こ
と
、

そ
の
人
た
ち
を
姦
淫
す
る
こ
と
、
罵
る
こ
と
、
そ
の
も
の
た
ち
の
神
の
禁
じ
た
振
舞
い
を
す
る
こ
と
な
ど
は
、
彼
ら
の
聞
で
は
決
し
て
罪

悪
と
は
さ
れ
な
い
。

と
記
し
て
お
り
、

そ
れ
こ
そ
が
集
圏
と
集
圏
と
の
聞
の
本
来
的
な
す
が
た
で
あ
り
、

そ
の
調
整
に
役
立
て
よ
う
と
し
て
、
利
害
を
共
通
に
す
る

も
の
同
士
の
聞
に
、
氏
族
を
こ
え
た
集
圏
が
形
成
さ
れ
た
の
で
も
あ
る
。
ド
1
ソ
ン
が
ジ
ャ
l
ミ
n
ウ
ツ
H

タ
ワ
l
リ
l
フ
に
よ
っ
て

朕
が
こ
れ
ら
の
民
族
を
朕
の
政
権
の
下
に
統
一
し
た
今
、

朕
の
最
初
の
配
慮
は
か
れ
ら
の
聞
に
秩
序
と
正
義
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
っ

?こ

と
い
い
、
ま
た
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チ
ン
ギ
ス
H

ハ
ン
は
タ
タ
ル
諸
民
族
の
聞
に
は
び
こ
っ
て
い
た
悪
習
、
無
秩
序
を
巌
し
い
法
律
に
よ
っ
て
取
り
締
っ
た
。

、明“
，

と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
ヤ
サ
で
あ
り
、

ハ
ン
は
集
圏
聞
に
ま
た
が
る
事
件
に
、

そ
の
権
力
を
こ
れ
に
基
づ
い
て
行
使
す
る
に
至
っ
た
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の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
と
も
と
復
讐
に
よ
っ
て
結
着
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
如
上
の
事
件
に
、
新
し
い
権
力
が
、

そ
れ
こ
そ
鎮
座
的

方
向
を
む
き
出
し
に
し
て
、
死
刑
を
も
っ
て
劃
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、

の
ち
に
家
畜
罰
や
家
畜
賠
償
を
科

す
も
の
と
し
て
い
た
同
種
の
事
件
に
劃
す
る
刑
罰
が
、

蒙
古
例
に
お
い
て
、
清
朝
も
嘉
慶

・
道
光
の
交
か
ら
、
貫
刑
に
改
め
ら
れ
て
い
っ
た
事

買
が
、
大
き
く
問
題
と
し
て
浮
び
上
が
っ
て
く
る
。
な
お
、
ヤ
サ
と
同
じ
く
集
圏
聞
に
ま
た
が
る
事
件
の
慮
理
法
と
し
て
成
立
し
た
オ
イ
ラ
ー

原
則
的
に
は
死
刑
を
も
っ
て
臨
ま
な
か
っ
た
の
は
、
公
的
権
威
の
力

の
違
い
に
よ
っ
て
も
、

同
種
の
事
件
に
ヤ
サ
と
は
異
な
っ
て
、

ま
た
、
客
観
保
件
の
遠
い
に
よ
っ
て
も
、
説
明
が
つ
く
と
考
え
る
。

ト
法
典
や
ハ
ル
ハ
日
ジ
ロ
ム
が
、

2 

モ
ン
ゴ
ル
法
に
お
け
る
貫
刑

「
質
刑
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
が
、
蒙
古
例
を
含

こ
こ
で
私
は
、
北
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
の
聞
に
行
な
わ
れ
た
、

め
て
も
、
彼
ら
自
身
の
も
の
と
し
て
は
、
僅
か
に
「
死
刑
」
と
「
鞭
刑
」
と
の
二
種
に
限
ら
れ
て
レ
る
こ
と
に
、
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ま
ず
注
意
さ
せ
ら
れ
る
。

一
般
に
血
讐

・
追
放
か
ら
生
じ
た
と
す
る
考
え
の
例
外
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
し
、
ま

A
t
v
 

た
彼
ら
の
聞
で
そ
れ
が
、
ど
う
い
う
方
法
で
行
な
わ
れ
た
か
は
、
極
め
て
特
殊
な
場
合
を
除
く
如
、
史
料
の
徴
す
べ
き
も
の
が
な
い
。
蒙
古
例

A
制州
，

に
お
け
る
死
刑
が
、
律
例
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。

死
刑
の
起
源
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、

一
方
の
鞭
刑
は

「
む
ち
」
で
打
つ
刑
罰
で
あ
っ
て
、
答
刑
で
は
な
い
。

A
J，
 

，
何

U
、

カ
ル
ピ
ニ
は

タ
ル
タ
ル
人
に
は
、
正
し
い
こ
と
を
行
な
い
、
悪
い
こ
と
を
し
な
い
よ
う
命
じ
た
提
な
ど
な
い
が
、
今
の
タ
ル
タ
ル
人
ま
た
は
そ
の
租
先

が
考
え
出
し
た
、

し
て
は
な
ら
ぬ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
:
:
:
彼
ら
は
拍
車
を
用
い
な
い
か
ら
、
鞭
で
馬
を

そ
の
鞭
に
も
た
れ
か
か
っ
た
り
、
鞭
で
矢
に
ふ
れ
る
こ
と
:
:
:

と
記
し
て
い
る
が
、
彼
ら
の
長
靴
に
拍
車
が
な
く
、
従
っ
て
騎
乗
中
鞭
で
馬
を
御
す
る
の
は
、
昔
も
今
も
嬰
わ
ら
な
い
。
カ
ル
ピ
ニ
は
、
こ
の

鞭
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
禁
忌
が
あ
る
よ
う
に
停
与
え
て
い
る
が
、
彼
ら
が
紳
か
け
て
誓
う
(
宣
誓〉

と
き
に
、
こ
れ
に
手
を
お
い
て
行
な
う

打
つ
の
で
あ
る
が
、



品
w，

h
u、

と
停
え
た
も
の
も
あ
る
か
ら
、
彼
ら
の
聞
に
「
鞭
」
を
紳
塞
覗
す
る
考
え
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
鞭
の
規
格
・
素
材
な
ど
に
つ
い
て
、

カ
ル
ピ
ニ
は
何
も
俸
え
て
は
い
な
い
が
、
ち
か
ご
ろ
モ
ン
ゴ
ル
人
の
聞
で
使
わ
れ
る
鞭
は
、
短
い
木
の
柄
に
、
か
な
り
長
い
な
め
し
革
を
つ
け

た
も
の
で
、
彼
ら
は
こ
れ
を
振
り
廻
わ
し
て
馬
を
御
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
恐
ら
く
カ
ル
ピ
ニ
の
俸
え
た
鞭
と
た
い
し
て
は
襲
わ
っ
て
い
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
刑
具
と
し
て
の
鞭
の
規
格
・
素
材
に
つ
い
て
は
、

品
ハ
ソ

h
u
v
 

グ
ド
H

ゲ
ゲ
ン
n
フ
ト
グ
ト
の
法
典
巻
四
六
、
刑
法
上

・
第
二
候
刑
具
に

は
る
か
に
後
代
の
も
の
で
は
あ
る
が
、

一
九
二

O
年
・
ボ

A
岡
山ヲ

鞭
。
柄
は
長
さ
五
イ
チ
ホ
(
イ
チ
ホ
は
指
節
長
に
て
約
一
寸
)
の
木
に
て
作
り
、
先
に
長
さ
四
ト
ホ
イ
(
ト
ホ
イ
は
管
長
に
て
約
一
尺
〉

の
よ
り
た
る
獣
皮
を
附
す
。
全
重
量
一
斤
以
内
と
す
。
啓
部
を
鞭
打
す
る
に
用
う
。

と
あ
る
の
が
、
私
見
の
及
ん
だ
唯
一
の
資
料
で
あ
り
、
今
日
ウ
ラ
ン
へ
ハ

l
ト
ル
の
革
命
記
念
博
物
館
に
、
清
朝
時
代
の
宮
丘
町
百
円
(
鞭
〉
と
し

て
展
示
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、
略
々
こ
れ
と
一
致
す
る
。
近
事
を
も
っ
て
往
事
を
測
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
か
つ
て
の
刑
具
と
し
て

の
鞭
の
大
凡
そ
が
推
知
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
が
馬
鞭
と
規
格
は
と
も
か
く
形
朕
・
素
材
と
も
同
じ
と
認
め
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
馬
鞭
は
、
騎
乗
者
が
馬
を
自
己
の
意
の
ま
ま
に
御
す
る
た
め
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
被
疑
者
に
自
白
を
強
い
罪
に
服

さ
し
め
る
た
め
、
つ
ま
り
彼
を
し
て
己
の
意
に
従
わ
せ
る
た
め
に
、
拷
問
の
具
と
し
て
用
い
る
に
至
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
、

や
が
て
刑
罰
と
し
て
の
鞭
刑
に
も
轄
化
し
た
と
は
、
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
神
聖
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
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そ
れ
ほ
ど
無

理
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
し
て
そ
れ
が
、

カ
ル
ピ
ニ
が
停
え
る

鞭
に
い
く
つ
か
の
禁
忌
が
あ
り
、

、αd，P

ん
H
い

(
m
s
m
c
c
)
と
い
う
名
詞
に
、

な
お
さ
ら
で
あ
り
、

よ
う
に
、

ま
た
、

mHAwmu『可

件

O
H
H
R
m
(
拷
問
〉
と
各
曲
目
江
田
叩
自
由
ロ
同
(
懲
罰
〉
と
の
二
義
が
あ
り
、

南
者
が
同
一
語
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
い

(叩同町

qu二
5
3
m回
目
と
い
え
ば
、

う
よ
う
に
混
請
し
て
い
た
こ
と
を
、

そ
の
誼
に
奉
げ
て
も
よ
か
ろ
う
。

の
己
目
宮
田
-
V
4
4
を
あ
ら
わ

す
。
)
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か
く
し
て
私
は
、
北
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
(
こ
こ
に
は
史
料
の
比
較
的
整
っ
た
、

で
行
な
わ
れ
た
、
死
刑
お
よ
び
鞭
刑
の
二
つ
の
質
刑
が
、
彼
ら
自
身
の
聞
か
ら
生
じ
た
と
す
る
考
え
の
誤
り
で
な
い
こ
と
を
立
誼
し
得
た
。
蒙

一
三
世
紀
以
降
の
モ
ン
ゴ
ル
の
み
を
封
象
と
す
る
)
の
開
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古
例
に
お
い
て
、
清
朝
も
嘉
慶
・
這
光
の
交
か
ら
、
顕
著
に
準
出
を
見
る
に
至
る
其
の
他
の
賓
刑
が
、
い
ず
れ
も
律
例
の
そ
れ
の
引
き
篤
し
で

あ
る
こ
と
、
こ
と
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
嘉
慶

・
道
光
の
交
を
轄
機
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
刑
罰
の
中
心
を
占
め
て
い
た
家
畜
罰

・

家
畜
賠
償
か
ら
、
質
刑
に
急
速
に
轄
じ
て
い
っ
た
事
情
な
い
し
事
由
に
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
の
肝
要
さ
が
改
め
て
指
摘
で
き
よ
う
。

四

園
表
か
ら
推
知
さ
れ
る
事
貫
閥
係
と
仁
井
田
・
論
文
と
の
懸
隔
そ
の
二
・
家
畜
賠
償
と
家
畜
罰
|

い
ま
提
起
し
た
問
題
に
立
ち
入
る
に
先
立
っ
て
、
北
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
の
聞
で
行
な
わ
れ
た
家
畜
罰
・
家
畜
賠
償
に
つ
い
て
、
穿

撃
を
加
え
た
い
。
そ
れ
が
、
彼
ら
の
聞
で
行
な
わ
れ
た
刑
罰
の
種
類
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
最
も
康
範
に
行
な
わ
れ
た
、
彼
ら
自

汀
山
今
ふ
、

1
t
 

身
に
淵
源
す
る
刑
罰
で
あ
る
こ
と
に
つ
レ
て
は
、
大
方
の
論
者
の
開
に
異
論
は
な
い
。

1 

家
畜
賠
償
か
ら
家
畜
罰
へ
の
進
展
に
閲
し
て
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仁
井
田
・
論
文
は
、
復
響
か
ら
賠
償
へ
(
論
旨
摘
記
の
ω
)
、
賠
償
か
ら
定
額
的
・
定
率
的
な
家
畜
賠
償
制
へ
(
論
旨
摘
記
の
伺
|
ω
)
、

家

畜
賠
償
制
か
ら
罰
畜
へ
(
論
旨
摘
記
の
同
ー
ω
)
、
そ
し
て
不
可
膿
罪
を
介
在
さ
せ
な
が
ら
貫
刑
へ
(
論
旨
摘
記
の
伺
l
ω
・
ω
・
伺
)
と
、

犯
罪
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
大
鐙
に
お
い
て
展
開
を
と
げ
て
い
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
重
ね
て
く
り
か
え
す
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、
私
の
作
製
し
た
表
に
照
ら
す
と
、
果
た
し
て
そ
う
い
い
き
れ
る
か
ど
う
か
に
、

た
め
ら
い
を
感
ず
る
も
の
が
あ
る
。

家
畜
賠
償
(
制
)
と
家
畜
罰
と
は
、
史
料
の
上
か
ら
排
別
す
る
こ
と
が
、

買
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
法
典
そ
の
も
の
が
残
っ
て
い
る

一
三
世

な
か
ん
ず
く
一
七
世
紀
以
降
に
つ
い
て
、
原
史
料
に
よ
っ
て
見
る
と
、
雨
者
は
原
則
的
に
は
同
じ
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

=

一

(

の

)

九

の

家

資

で

回

附

す

る

伺

す

る

蒙
文
本
・
蒙
古
律
例
は
原
則
と
し
て
、
∞
ロ

H
Eロ
1
2ロ
ヨ
曲
目

1
R
U主
同
ゲ
o-m曲
目
。
一
又
は
〕
B
F
Z同
関
与
ロ
を
も
っ
て
、
「
三
・
九
の
家
畜

紀
以
降
、

(
九
頭
を
一
組
と
す
る
家
畜
三
組
)
の
賠
償
(
又
は
罰
〉
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。

σo-m曲目
O
F

と
は
、
も
と
も
と
「
(
人
の
罪
を
〉
清
め
る
」

件。話回
F
Z

と
は
、
も
と
も
と
「
(
人
の
罪
を
)
浄
す
(
本
来
は
「
櫨
す
」
の
意
)
」
の
意
で
あ
ろ
う
が
、

の
意
で
あ
ろ
う
し
、

V
S
F
r
o
-
m曲
B
O
F



一
般
に
は
熟
し
て
「
罪
を
負
わ
せ
る
」
、

ム
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
が
、
ま
た
、

「
慮
罰
す
る
」
の
意
に
用
い
ら
れ
る
。

オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
・
ハ
ル
ハ
H

ジ
ロ

も
可
白
】
師
同
白
『
関
与
口
も
、

の
動
詞
形
を
も
っ
て
、
「
回
訓
す
る
」
と
し
て
い
る
場
合
が
あ
る

苫
F
r
o
-宮
g
o
-
叉
は
ヨ
Z
S
H
m与
口
と
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
は
、
特
に
考
え
ら
れ
な
い
。

U
B
F
と

き
N

ロ
と
は
、
と
も
に
一

般
名
詞
と
し
て
の
「
罰
」
守

g
t
q
)
の
意
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
強
い
と
は
一
概
に
は
い
え
ま
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
百
F
の
方
が

g
g
v
す
な
わ
ち

2
2
(罰
)

ヵ:強
い
意
を
も
つ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

略
々

3
E
に
統
一
さ
れ
て
い
る
黙
に
注
意
す
べ
き
で
あ

(
こ
の
貼
か
ら
、
蒙
文
本
・
蒙
古
律
例
が
、

ゲ

O
K曲目
OF
と
同
OHm与
口
と
の
使
い
分
け
に
注
意
す
る
要
も
あ
ろ
う
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
特
に
考
え
が
な
い
。
)
そ

役
人

し
て
、
法
典
に
は
主
語
・
客
語
が
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、

g
広
ら
が
徴
牧
し
て
罰
と
す
る
(
家
畜
罰
〉
の
か
、
被
害
者
に
支
排
わ
せ
て

ろ
う
し
、

そ
う
す
る
と
、

罰
と
す
る
(
家
畜
賠
償
)
の
か
は
、
一
々
法
文
の
前
後
関
係
か
ら
、
こ
れ
を
見
き
わ
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
極
め
て
稀
な
例

で
は
あ
る
が
、
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
に
、

。
円
己
(
廻
す
↓
逗
え
す
〉
と
い
う
用
例
が
、
盗
ん
だ
家
畜
(
叉
は
こ
れ
と
同
種
同
教
の
家
畜
〉
を
原
所

有
者
に
畏
さ
せ
る
規
定
と
し
て
見
え
て
い
る
。
さ
き
の
表
は
、
こ
の
よ
う
な
巌
密
な
操
作
を
経
て
、

家
畜
罰
に
は
家
畜
数
の
上
に

×
印
、
家
畜

賠
償
に
は
家
畜
敷
の
上
に

O
印
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
が
表
に
つ
い
て
、
「
己
む
を
得
ざ
る
加
工
を
施
し
た
が
、
可
能
な
限
り
原
史
料
に
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忠
買
に
作
製
し
た
」
と
い
っ
た
の
は
、
寅
は
こ
の
こ
と
を
い
お
う
と
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

仁
井
田
・
論
文
は
、
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
・
ハ
ル
ハ
日
ジ
ロ
ム
に
つ
い
て
は
、
リ
ア
ザ
ノ
ア
ス
キ
ー
の
英
文
本
(
句
史
詩
甘
さ

S
宮
内
、
立
号
N
V
N
S

。
¥
足
。
誌
も
N
h
b
g
e
E
ω
斗

w
d
g
Eる
か
ら
の
邦
語
本
(
青
木
富
太
郎
詳
・
蒙
古
法
の
基
本
原
理
、
一
九
四
三
・
生
活
社
刊
)
に
援
ら
れ
、

蒙
古
律
例
に
つ

い
て
は
、
専
ら
漢
文

・
通
行
本
に
基
づ
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
リ
ア
ザ
ノ
フ
ス
キ
l
の
英
文
本
が
、
嘗
時
の
著
者
の
英
語
力
に

わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
、
前
後
に
撞
着
が
あ
り
、
誤
り
も
あ
っ
て
、
中
一
持
者
が
そ
の
黙
に
如
何
に
苦
M

労
さ
れ
た
か
は
、
講
者
が
詩
書
の
覆
刊
本
(
一
九
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七
五
・
原
書
房
刊
)
に
述
べ
ら
れ
た
と
お
り
で
あ
り
、
覆
刊
本
は
原
書
の
覆
刊
本

G
S
F
H口内出血
E
C
5
4・)
に
よ
っ
て
、
若
干
の
訂
正
も
加

え
ら
れ
て
い
る
。
リ
ア
ザ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
に
つ
い
て
は
、
パ
ラ
ス
の
濁
誇
本
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
こ
の
本
は
、
パ
ラ
ス

が
原
本
(
テ
キ
ス
ト
は
明
示
し
て
い
な
い
)
を
人
に
讃
ま
せ
て
、
こ
れ
を
濁
詳
し
た
も
の
で
、
従
っ
て
意
罪
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
補
足
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
意
が
理
解
し
易
く
な
っ
て
い
る
長
所
も
あ
る
が
、
同
じ
意
味
で
忠
買
な
詳
と
は
い
え
ず
、
史
料
と
し
て
用
う
る
に
は
間

題
が
あ
る
。

ま
た
、

一
方、

リ
ア
ザ
ノ
ア
ス
キ
ー
は
抄
詳
し
か
も
意
詳
し
て
用
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

蒙
古
倒
を
、
リ
ア
ザ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
蒙
文
本

・
理
藩
院
則
例
に
牧
録
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
お
り
、
仁
井
田
氏
は
こ
れ
を
同
じ
本
の
漢
文
本
と

封
照
し
て
、
そ
の
或
る
も
の
に
つ
い
て
、
リ
ア
ザ
ノ
ア
ス
キ
ー
の
誼
み
誤
り
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
私
の
貼
検
に
よ
る
と
、
南
者
共
に
そ
の
用

ハ
ル
ハ
H

ジ
ロ
ム
に
つ
い
て
は
、

い
た
史
料
に
は
忠
寅
な
の
で
あ
っ
て
、
仁
井
田
氏
が
同
じ
刊
年
の
理
藩
院
則
例
で
あ
っ
て
も
、

漢
文
本
と
蒙
文
本
と
の
聞
に
違
い
の
あ
る
こ
と

に
気
づ
か
ず
お
か
し
た
、
い
わ
れ
な
き
指
摘
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
し
て
、
仁
井
田
・
論
文
に
は
、
こ
の
部
分
に
闘
し
、
そ
の
依
援
し

た
史
料
の
債
値
に
問
題
が
あ
る
。

こ
の
論
文
の
執
筆
さ
れ
た
時
期
に
、
ハ
ル
ハ
日
ジ
ロ
ム
の
全
文
を
本
邦
に
お
い
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
己
む
を
得
な
い
に
し
て
も
、
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
に
つ
い
て
は
、
ゴ

ル
ス
ト
ン
ウ
ス
キ
!
の
露
-
謀
本
が
東
洋
文
庫
に

し
か
も
そ
れ
が
詳
密
な
註
の
附
さ
れ
た
、
今
日
で
も
な
お
最
も
す
ぐ
れ
た
本
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

既
に
早
く
所
識
さ
れ
、
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何
故
こ
れ
を
間
接
に
で
も
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

2 

モ
ン
ゴ
ル
法
に
お
け
る
家
畜
賠
償
と
家
畜
罰

さ
て
、
家
畜
賠
償
な
い
し
家
畜
罰
が
、
原
則
と
し
て
九
の
倍
数
を
も
っ
て
計
算
さ
れ
る
の
は
、
確
か
に
モ
ン
ゴ
ル
法
の
特
色
と
い
っ
て
よ
い

が
、
九
に
満
た
な
い
軽
科
の
場
合
に
は
、
五
と
か
三
と
か
の
家
畜
に
よ
る
こ
と
も
あ
り
得
た
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
基
準
が
概
ね
奇
数
に
お
か

れ
、
特
に
九
が
標
準
と
さ
れ
た
の
に
は
、
嘗
然
彼
ら
の
も
の
の
考
え
方
と
関
連
し
て
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
未
だ
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
そ
し
て
以
上
の
事
象
を
明
確
に
把
握
で
き
る
の
は
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
法
典
そ
の
も
の
が
完
全
に
残
っ
て
い
る
一
七
世
紀
以

降
に
つ
い
て
で
あ
る
。
仁
井
田

・
論
文
が
、
略
々
洗
い
ざ
ら
い
提
示
さ
れ
た
一
三
世
紀
以
前
の
中
文
史
料
に
も
、
確
か
に
い
わ
れ
る
が
如
く
そ

の
定
額
化
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
犯
罪
の
種
類
や
程
度
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
額
が
定
ま
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
定
額
的
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
九
の
倍
教
を
も
っ
て
す
る
例
が
、
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
三
世
紀
初
頭
の
チ
ン
ギ
ス
n
ハ
ン
の
ヤ
サ
の



断
簡
に
お
い
て
も
、
む
し
ろ
以
上
の
傾
向
の
方
が
強
い
。
と
こ
ろ
が
、

二
ハ
四

O
年
・
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
は
、
九
の
倍
数
を
も
っ
て
す
る
の
を

原
則
と
し
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
が
、
九
の
内
容
を
定
め
た
規
定
そ
の
も
の
は
、
嘗
該
法
血
〈
に
は
存
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
う
い
う
考
え

方
が
、
既
に
慣
習
と
し
て
相
嘗
定
着
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

ハ
ル
ハ
H

ジ
ロ
ム
第
五
篇
(
一
七
二
八
年
法
)
第
三
僚
に
側

と
こ
ろ
で
、

九
の
内
容
と
は
、
馬
二
頭
、
牡
牛
二
頭
、
牝
牛
二
頭
、
三
歳
の
有
角
畜
(
羊
又
は
山
羊
〉
二
頭
、

と
、
は
じ
め
て
「
九
頭
を
一
組
と
す
る
家
畜
」
の
組
合
せ
が
明
示
さ
れ
、
そ
の
な
い
と
き
を
議
想
し
て
、
第
四
篇
(
一
七

O
九
年
法
典
績
篇
)

h
u、

第
二
四
僚
に

一
歳
の
仔
牛
一
頭
を
い
う
。

定
め
ら
れ
た
種
類
の
家
吾
、
が
な
い
と
き
は
、
次
の
許
債
に
よ
り
換
算
で
き
る
。

肥
え
た
牡
賂
駐
一
l
v
五
歳
の
牡
馬
二
。
中
等
の
牡
騎
駐
一
↓
四
歳
の
牡
馬
二
。
三
歳
の
牡
賂
駐
一
↓
三
歳
の
牡
馬
二
。
二
歳
の
牡
路
駐
一

q
d
 

↓
四
歳
の
牡
馬
一
。
仔
賂
舵
一
↓
仔
馬
一
。

五
歳
の
牡
馬
一
↓
牡
羊
五
。

羊
一
。

四
歳
の
牡
馬
一
↓
牡
羊
四
。
三
歳
の
牡
馬
一
↓
牡
羊
三
。
二
歳
の
仔
馬
一
↓
牡
羊
二
。
嘗
歳
の
仔
馬
一
↓
牡

五
頭
の
牡
羊
の
う
ち
に
は
、
山
羊
一
と
仔
羊
一
が
入
る
。
三
頭
の
牡
羊
の
う
ち
に
は
、
山
羊
一
が
入
る
。
二
頭
の
牡
羊
の
う
ち
に
は
、
山

羊
一
が
入
る
。
牡
羊
と
山
羊
と
は
、
三
歳
か
ら
四
歳
ま
で
の
年
齢
の
も
の
と
す
る
。

伺

と
、
そ
の
換
算
の
基
準
が
詳
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
第
五
篇
第
七
僚
に
は
、
家
畜
の
足
ら
な
い
場
合
を
珠
想
し
て

も
し
支
梯
う
の
に
(
家
畜
が
〉
足
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
妻
子
を
計
算
に
入
れ
て
支
携
わ
せ
る
。
但
し
、
ノ
ヤ
ン
叉
は
親
族
が
代
っ
て
支

排
う
と
申
し
出
た
と
き
は
、

そ
の
額
は
奮
法
典
に
よ
る
。
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と
、
妻
又
は
子
を
も
っ
て
代
え
る
人
身
賠
償
(
叉
は
公
的
権
威
に
よ
る
人
身
混
牧
)
を
も
っ
て
、
不
足
分
を
充
足
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、

領

侯
や
親
族
に
よ
る
肩
代
わ
り
も
認
め
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
場
合
は
、
奮
法
典
す
な
わ
ち
一
七
世
紀
に
成
立
し
た
「
七
ホ
シ
ュ
ン
法
典
」
と
慣
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稽
さ
れ
る
も
の
(
現
存
は
未
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
〉
に
基
づ
い
て
、
恐
ら
く
は
若
干
の
減
額
が
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

同

四
篇
(
一
七

O
九
年
法
典
績
篇
〉
第
二
三
僚
に
は

一
方
、
第

も
し
九
頭
を
も
っ
て
正
確
に
き
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
牡
賂
駐
四
と
牡
羊
五
を
九
頭
と
(
し
て
)
教
え
、
す
べ
て
三
歳

(
獣
)
と
す

る。五
頭
の
と
き
、
そ
の
内
語
は
、
牡
賂
舵
二
と
牡
羊
三
と
す
る
。

三
頭
の
と
き
、
そ
の
内
誇
は
、
牡
賂
駐
一
と
牡
羊
二
と
す
る
。

一
項
の
意
味
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、

と
も
あ
る
。

或
い
は
「
家
畜
某
頭
」
と
い
う
よ
う
な
場
合
の
計
算
基
準
を
示
し
た
も
の
か
も
し
れ
ぬ

が
、
そ
の
よ
う
な
事
例
を
見
出
し
得
な
い
。

い
ま
一
臆
「
し
て
」
の
二
字
を
補
っ
て
、
芙
頭
を
九
で
割
っ
て
、
家
畜
の
種
類
を
定
め
る
と
解
し

て
お
く
。

今
，“

内

ο
唱

i

さ
て
、
以
上
の
諸
規
定
は
、
い
わ
ば
通
則
的
規
定
と
稀
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
嘗
然
に
本
法
典
の
各
候
項
を
覆
う
も
の
と
看
倣

し
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
第
四
(
一
七

O
九
年
〉
・

第
五
(
一
七
二
八
年
)
雨
篇
に
分
散
し
て
牧
め
ら
れ
、
し
か
も
、
後
者
の
第
三
僚

の
よ
う
な
最
も
原
則
的
な
規
定
の
、
い
わ
ば
例
外
的
な
或
い
は
補
足
的
な
規
定
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
前
者
の
第
七
・
二
三
・
二
四
の
各
僚
に

牧
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
今
日
の
常
識
を
も
っ
て
し
て
は
納
得
し
得
な
い
事
象
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
を
、
立
法
上
の
技
術
の
幼
稚

さ
或
い
は
拙
劣
さ
の
故
と
す
る
よ
り
も
、
本
法
典
が
も
と
も
と
慣
習
の
成
文
化
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
惟
え
ば
、
既
に
慣
習
と
し
て
相
嘗
定
着

し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
原
則
的
規
定
よ
り
、
そ
の
例
外
的
・
補
則
的
規
定
を
こ
そ
先
に
詳
定
し
て
お
く
方
が
、
起
り
得
ベ
き
事
件
の
虚
理
に
役

立
て
得
る
と
さ
れ
た
故
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
豪
古
例
に
お
い
て
は
、
商
品
院
の
通
則
的
規
定
と
と
も
に
、

蒙
古
律
例
で
は
巻
一
二
・
断
獄
に
、
理
藩
院
則
例
で
は
巻
四
四

・
罪
罰
の

λ
ω
w
，
 

'円弘、

篇
に
牧
め
ら
れ
た
規
定
が
あ
る
。
今
前
者
に
よ
る
と
、
そ
の
第
一
候
に

九
と
は
、
馬
二
、
去
勢
牛
二
、
乳
牛
二
、
三
歳
牛
二
、
二
歳
牛
一
。



五
と
は
、
去
勢
牛
一
、
乳
牛
一
、
三
歳
牛
一
、
二
歳
牛
二
。

と
あ
り
、
後
者
に
牧
め
ら
れ
た
も
の
に
は
、
そ
の
他
に

七
と
は
、
馬
一
、
去
勢
牛
一
、
乳
牛
一
、
三
歳
牛
二
、
二
歳
牛
二
。

三
と
は
、
乳
牛
一
、
三
歳
牛
一
、
二
歳
牛
一
。

と
も
あ
る
。
前
者
が
園
初
の
原
定
例
、
後
者
は
嘉
慶
初
年
あ
た
り
の
修
改
例
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
固
有
の
慣
習
に
基
づ
い
て
、
そ
の

ま
ま
蒙
古
例
と
し
て
公
布
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
蒙
古
例
に
は
、
犯
罪
の
性
質
に
よ
っ
て
一

三
と
か
の
賠
償
又
は
罰
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
後
者
で
補
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

九
に
満
た
な
い
家
畜
七
と
か
家
畜
五
・
家
畜

そ
し
て
、

そ
の
何
れ
の
内
容
も
、

ハ
ル
ハ
H

ジ
ロ
ム
の

定
め
る
と
こ
ろ
と
大
差
な
い
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
次
に
、
所
定
の
家
畜
を
有
さ
な
い
場
合
に
虚
し
て
、
前
者
の
第
九
僚
に

不
足
分
一
頭
を
鞭
打
二
五
に
、
こ
を
五

O
に
、
三
を
七
五
に
、

回
以
上
を
一

O
Oに
代
え
、

そ
れ
以
上
の
鞭
打
を
許
さ
な
い
。
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と
い
う
趣
旨
の
原
定
例
が
見
え
る
。

ハ
ル
ハ
u
ジ
ロ
ム
が
、

ま
た
、
家
畜
不
足
の
さ
い
は
、
所
定
の
方
式
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
「
宣
誓
」
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
る
(
前
者
の
第
六
候
・

原
定
例
)
。
こ
の
「
宣
誓
」
は
、
自
己
に
所
定
の
家
畜
の
無
い
こ
と
(
或
い
は
不
足
し
て
い
る
こ
と
)
を
、
神
か
け
て
誓
う
と
い
う
趣
旨
の
も

の
で
、
従
っ
て
「
宣
誓
」
後
、
家
畜
の
あ
る
こ
と
が
設
費
す
れ
ば
、
こ
れ
を
浪
牧
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
鞭
打
に
代
え
る

手
績
規
定
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
に
「
宣
誓
」
に
よ
っ
て
、
罪
を
菟
ず
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
所
定
の
家
畜
の
無
い
(
或
い
は
不
足
し
て

人
身
賠
償
叉
は
人
身
混
牧
と
規
定
し
て
い
る
の
と
封
比
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方

レ
る
)
場
合
、
鞭
打
に
代
え
る
か
宣
誓
に
代
え
る
か
は
、
犯
し
た
罪
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
任
意
に
選
捧
さ
れ
る
の
で
は

「
紳
か
け
て
誓
う
」
こ
と
は
、
敬
度
な
人
々
に
と
っ
て
、
人
罰
以
上
の
数
果
あ
り
と
さ
れ
た
の
で
も
あ
ろ
う
が
、

:、

。

φ
U

旬、uv

一
面
か
ら
い
う
と

経
血
に
よ
ご
れ
た
女
衣
の
下
を
く
ぐ
ら
せ
て
の
ち
誓
わ
せ
る
と
も
惇
え
ら
れ
る
か
ら
、

一
種
の
名
血
管
刑
的
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

ぃ
。
と
こ
ろ
で
、

さ
き
の
園
初
原
定
例
(
前
者
の
第
九
傑
〉
は
、
道
光
二
四
(
一
八
四
四
)
年
の
修
改
例
に
よ
っ
て

日
限
に
な
っ
て
も
納
入
し
な
い
場
合
、
ま
た
は
納
入
す
べ
き
家
畜
に
不
足
あ
る
場
合
、
納
入
す
べ
き
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納
入
す
べ
き
日
限
を
定
め
た
う
え
、
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者
の
身
分
に
よ
っ
て
、
台
士
口
以
上
の
貴
族
お
よ
び
官
員
に
は
革
職
に
よ
っ
て
家
畜
の
追
交
を
兎
じ
、
卒
人
に
は
不
足
分
の
数
に
雁
じ
た
鞭

打
に
代
え
る
と
し
な
が
ら
、

ぇ
、
九
を
越
え
る
と
き
は
棚
披

一
箇
月
に
代
え
る
。

一
な
い
し
こ
を
二
五
に
、
三
な
い
し
四
を
五

O
に、

五
な
い
し
六
を
七
五
に
、

七
な
い
し
九
を
一

O
O
に
代

と
い
う
趣
旨
の
も
の
に
改
め
ら
れ
た
。
首
該
者
の
身
分
に
よ
っ
て
、
草
職
又
は
鞭

・
棚
放
と
い
う
貫
刑
に
代
え
る
と
し
た
黙
に
注
意
す
べ
き
で

ホ
り
ヲ
ハ
V

。
さ
て
、
賠
償
が
加
害
者
か
ら
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
に
支
梯
わ
れ
、
罰
畜
が
公
的
権
威
に
牧
め
ら
れ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
き
に
述

べ

た

の

は

、

そ

の

匡

別

を

安

易

に

行

な

っ

て

は

な

ら

な

い

と

し

た

の

で

あ

る

。

モ
ン
ゴ
ル
法
典
で
は
雨
者
が
同
じ
表
現
を
と
っ
て
い
る
の
で
、

帥

オ
イ
ラ
ー
ト
法
は
、
特
に
そ
の
第
四
九
僚
に

領
侯
に
知
ら
せ
な
い
で
受
取
る
者
が
あ
れ
ば
、
領
侯
の
使
者
の
食
料
と
し
て
、
そ
の
二
倍
を
取
り
上
げ
る
。

と
い
う
、

文
意
の
は
っ
き
り
し
な
い
規
定
が
あ
る
。
嘗
事
者
聞
の
和
議
を
禁
じ
た
規
定
と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
し

(蒙
古
例
に
は
、
雨
造
和

例

議
を
禁
じ
た
規
定
が
あ
る
)。
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或
い
は
、

の
ち
に
述
べ

る
よ
う
に
、
裁
判
費
用
と
の
閥
係
か
ら
生
じ
た
規
定
で
あ
る
か
も
測
ら
れ
な
い
。
そ
れ

は
兎
も
角
、
賠
償
が
任
意
的
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
罰
畜
の
場
合
、
公
的
権
威
が
こ
れ
を
取
り
立

そ
の
一
部
を
も
っ
て
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族
に
給
附
す
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
犯
罪
の
種
類
に
よ

っ
て
、
個
別
に
規

罰
畜
を
科
す
と
す
る
場
合
、
単
に

札
瑳
克

に

と

る

v
g
m
E吋
白

σ50-

て
た
の
ち
、

定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

通
則
的
な
規
定
が
そ
の
た
め
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

蒙
古
例
に
お
い
て
は
、

「
罰
三
九
牲
畜
」
と
す
る
も
の
と
、
そ
の
あ
と
に
、

「存
公
」
の
二
字
を
加
え
た
も
の
と
が
あ
る
。
後
者
を
蒙
文
本
は
、

役

所

に

入

れ

る

白

-Eロ
門
同
日

oEm己
、

「

追

出

入

官

」

、

漢
文

本

で

は

但

し

罰
畜
に
つ
い
て
で
は
な
く
、

な
ど
の
規
定
に
見
え
る
。
そ
う
す
る
と
「
存
公
」
と
さ
れ
た
場
合
は
官
に
閑
居
す
る
の
で
は
な
く
、
札
薩
克
叉
は
そ
の
印
務
庭
に
蹄
属
す
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
管
内
の
賞
給
な
ど
の
源
資
と
し
て
備
蓄
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
仁
井
田
・
論
文
は
、
「
存
公
」
を
「
官
に
牧
め
る
」
と

し
て
い
る
側
、
そ
れ
は
誤
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
蒙
古
例
に
お
い
て
は
、

罰
畜
は
原
則
と
し
て
園
庫
に
蹄
属
す
る
わ
け
で

と
し
て
い
る
。
こ
の
針
慮
語
は
、

違
禁
物
の
浸
官



あ
る
が
、
例
外
と
し
て
、

「
存
公
」
と
し
て
嘗
該
旗
内
の
費
に
嘗
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。

同

以
上
と
は
別
に
、
ハ
ル
ハ
日
ジ
ロ
ム
に
は
、
宮
高
品
ロ
(
法
廷
費
用
、
裁
判
費
用
?
)
と
し
て
、
第
五
篇
(
一
七
二
八
年
法
〉
第
五
僚
に

zw-g己
(
園
什
墨
爾
、
上
級
の
役
人
)
お
よ
び

己
n

p

(

使
者
、
恐
ら
く
は
裁
判
の
さ
い
の
呼
出
人
)
に
射
し
て
、
四
歳
馬

一
と
五
歳
馬

一
を
分
け
る
。

‘
ad，
 

h
出
、

と
あ
り
、
同
・
第
六
僚
に
、

三
・
九
牲
畜
の
何
倍
か
が
科
さ
れ
た
と
き
は
、
各
三
・
九
ご
と
に
、

(
以
上
の
額
を
〉
留
保
す
る
。
.

と
い
う
文
意
の
と
り
に
く
い
規
定
が
あ
る
。
恐
ら
く
園
初
原
定
の
蒙
古
例
(
蒙
古
律
例
、
巻
一
二
・
断
獄
、
第
二
保
〉
に

勝
訴
人
側
の
札
薩
克
は
人
を
汲
し
該
人
よ
り
三
歳
牛
一
頭
を
取
り
、
敗
訴
人
側
の
札
薩
克
は
人
を
涯
し
、
該
人
の
罰
の
多
寡
に
よ
り
、

O
頭
な
ら
そ
の
内
の
一
頭
を
、
二

O
頭
な
ら
そ
の
内
の
二
頭
を
、
三

O
頭
な
ら
そ
の
内
の
三
頭
を
取
る
。
但
、
こ
れ
を
こ
え
て
牧
取
す
る
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を
得
な
い
。

帥

と
あ
る
趣
旨
の
規
定
と
劃
躍
さ
せ
て
、
こ
れ
を
解
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
。

つ
ま
り
、
判
決
が
あ
っ
た
場
合
、
嘗
事
者
整
方
は
、
家
畜
賠
償
な
り
家

畜
罰
と
し
て
科
さ
れ
た
多
寡
に
鹿
じ
、

こ
れ
ら
を
控
除
し
た
分
が
、

そ
の
な
か
か
ら
所
定
の
頭
匹
を
裁
判
費
用
と
し
て
醸
出
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
つ

て、

賠
償
で
あ
れ
ば
被
害
者
側
に
、

罰
畜
で
あ
れ
ば
園
庫
に
蹄
麗
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、

ま

た
、
裁
判
費
用
が
家
畜
賠
償
叉
は
家
畜
罰
の
多
寡
を
も
っ
て
算
出
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、

そ
れ
が
刑
罰
の
少
な
く
と
も
中
植
を

占
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま
い
。

五

総

括

的

私

見
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問

題

の
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以
上
論
じ
て
来
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
北
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
、
特
に
法
典
そ
の
も
の
の
俸
存
す
る
一
三
世
紀
以
降
、
な
か
ん
ず
く
一
七
世

紀
以
降
の
刑
罰
に
お
い
て
、
定
額
的
な
家
畜
賠
償
又
は
家
畜
罰
が
、
そ
の
中
植
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
明
白
と
な
っ
た
。
し
か
も
、

家
畜
賠
償
と
家
畜
罰
と
に
は
、
そ
の
主
と
し
て
行
な
わ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
時
間
的
な
先
後
関
係
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
む

し
い
て
い
え
ば
、
犯
罪
の
種
類
に
よ
り
そ
の
い
ず
れ
か
が
科
さ
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ

し
ろ
同
時
並
行
的
で
あ
っ
た
と
認
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
相
嘗
の
程
度
に
ま
で
顕
然
と
す
る
の
は
清
朝
の
蒙
古
例
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
嘗
初
か
ら
犯
意
あ
っ
て
の
不
法
行

魚
に
は
、
原
則
と
し
て
家
畜
罰
を
科
す
と
す
る
の
に
劃
し
、
故
意
に
基
づ
か
な
い
或
い
は
偶
然
に
惹
き
起
さ
れ
た
結
果
に
責
任
を
問
う
場
合
に

は
、
原
則
と
し
て
家
畜
賠
償
を
科
す
と
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
以
上
は
あ
く
ま
で
傾
向
と
し
て
の
あ
ら
わ
れ
方
を
い
っ
た
ま

m
h

、

A
J
・刀

で
で
、
こ
れ
を
強
調
し
て
は
、

か
え
っ
て
事
貫
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
何
れ
の
場
合
に
も
、
こ
れ
ら
の
費
方
が
、
と

も
に
刑
罰
と
し
て
科
す
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
少
な
く
と
も
こ
う
い
う
傾
向
に
あ
る
蒙
古
例
が
、
お
よ
そ

嘉
慶
末
年
か
ら
遁
光
の
は
じ
め
あ
た
り
(
一
九
世
紀
の
第
二

・
四
字
世
紀
こ
ろ
)
を
轄
機
と
し
て
、
急
速
に
そ
の
刑
罰
を
貫
刑
に
改
め
ら
れ
る
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に
至
っ
て
い
る
事
貫
が
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
は
、
嘉
慶
二
二
(
一
八
一
七
〉
年
官
撰
の
理
藩
院
則
例
と
、
道
光
二
三
(
一
八
四
三
)
年
官
撰
の

一
目
瞭
然
と
把
握
で
き
る
。
個
々
の
蒙
古
例
の
修
改
の
年
次
ま
で
を
、
す
べ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い

そ
れ
と
を
劉
比
す
れ
ば
、

し
、
ま
た
必
ず
し
も
そ
の
要
あ
る
こ
と
で
も
あ
る
ま
い
。

以
上
の
事
貫
関
係
は
、
さ
き
に
論
旨
を
摘
記
し
た
仁
井
田

・
論
文
に
示
さ
れ
た
論
者
の
見
解
と
、
か
な
り
の
懸
隔
が
あ
る
と
認
め
ね
ば
な
る

ま
い
。
仁
井
田
・
論
文
が
、
家
畜
賠
償
(
制
〉
か
ら
家
畜
罰
へ
、
そ
し
て
質
刑
へ
と
、
い
わ
ば
自
己
能
動
的
に
進
展
し
た
(
責
刑
主
義
の
中
園

法
の
影
響
を
全
く
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
〉
と
し
、
従
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
法
に
お
け
る
刑
罰
の
設
展
の
仕
方
は
、
諸
民
族
或
い
は
諸
園
家

か
さ
ね
が
さ
ね
繰
り
返
え
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
家
畜
賠
償
(
制
)
と

家
畜
罰
と
の
問
題
は
、
論
者
の
用
い
ら
れ
た
史
料
の
不
備
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
寅
刑
へ
の
準
展
を
自
己

能
動
的
と
す
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
が
、
清
朝
の
立
法
で
あ
る
蒙
古
例
に
お
い
て
、
し
か
も
嘉
慶

・
遁
光
の
交
と
い
う
限
定
さ
れ
た

一
時
期
に

一

の
法
に
お
け
る
そ
れ
の
例
外
で
な
い
と
、

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、



奉
に
成
就
さ
れ
、
そ
の
う
え
、
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
貫
刑
が
、
の
ち
に
詳
論
す
る
よ
う
に
、
さ
き
に
述
べ
た
死
刑
と
鞭
刑
と
を
除
く
と
、

凡
て
律
例
の
引
き
潟
し
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
賓
の
ま
え
に
は
、
最
早
や
こ
れ
を
首
肯
し
難
い
見
解
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
従
っ
て
、
こ
の

轄
換
に
は
、
そ
れ
を
必
要
と
し
た
素
因
、
よ
り
あ
か
ら
さ
ま
に
い
う
と
す
れ
ば
、
統
治
者
で
あ
り
従
っ
て
立
法
者
で
あ
る
清
朝
が
、
そ
れ
を
必

要
と
し
た
素
因
を
、
別
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

2 

嘉
・
遁
の
交
以
後
の
蒙
古
例
に
見
え
る
責
刑

ま
ず
、
嘉
慶
・
遁
光
の
交
の
修
改
に
よ
っ
て
、
刑
罰
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
寅
刑
に
舗
れ
て
お
く
。

凶
行
震
者
が
封
爵
・
職
官
を
も
っ
場
合
。

罰
俸
。
三
月
六
月

草
職
。

革
退
封
倭
。

右
に
、
罰
畜
を
併
科
。

九
月

一年。
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制
行
魚
者
が
無
俸
の
場
合
。

罰
畜
を
原
則
と
す
る
。

特
に
罪
肢
の
重
い
と
き
、

「
草
退
封
欝
」
を
併
科
し
、

さ
ら
に
、

「
蜘
競
一
箇
月
・
鞭
一
百
」
・
「
護
往
邦
盟
巌
加
管
束
」
の
慮
分
を
、

段
階
的
に
併
科
。

137 

ω行
魚
者
が
官
員
の
場
合
。

革
職
。

右
に
、

「
糊
駿
一
箇
月
・
鞭
一
百
」
、
ま
た
は
さ
ら
に
「
罰
畜
」
、
も
し
く
は
「
褒
往
鄭
長
魚
奴
」
を
、
段
階
的
に
併
科
。
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励
行
魚
者
が
卒
人
の
場
合
。

鞭。

八
十

棚
続
。

一
十日
。

九
十

一
箇
月

三
箇
月

六
箇
月

九
箇
月

一
年
。

(
柳
時
仇
某
月
に
は
、
鞭
一
百
の
併
科
が
一

般
で
あ
る
。
)

設
遁
。

山
東
河
南
等
省

に
段
階
的
に
護
し
、

斬
。

湖
康
一描
建
江
西
川
削
江
江
南
等
省

雲
貴
雨
康
等
省
極
港
煙
療
地
方。

「
交
騨
姑
嘗
苦
差
」
。

死
。
絞

(
共
に
監
候
・
立
決
の
別
が
あ
る
)

以
上
は
固
よ
り
個
々
の
規
定
を
整
理
す
る
過
程
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
に
他
な
ら
ず
、
遁
則
的
と
稿
す
べ
き
規
定
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
刑
罰
の
配
列
に
問
題
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
個
々
の
規
定
に
、
罪
黙
に
よ
り
加
重
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
、
忠
貫
に
這
迩
し
た
結
果

そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
立
て
ら
れ
た
、

事
買
上
の
刑
罰
の
鐙
系
と
看
倣
し
て
は
ば

か
ら
な
い
。
特
に
注
意
す
べ
き
は
、

貴
族
に
劃
し
て
は
、
罰
畜
が
主
刑
罰
と
さ
れ
て
い
る
の
に
封
し
、
卒
人
に
劃
し
て
は
、
買
刑
が
主
刑
罰
と

な
っ
て
い
る
貼
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
貫
刑
の
種
類
に
つ
い
て
見
る
と
、
固
有
の
も
の
は
「
鞭
刑
」
の
み
で
、
他
は
律
例
か
ら
引
き
寓
し
た
も

に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
以
上
を
も

っ
て、

貴
族
・
卒
人
に
封
し、
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の
に
他
な
ら
な
い
。

「
死
刑
」
が

モ
ン
ゴ
ル
に
ほ
ん
ら
い
存
し
た
こ
と
疑
い
な
い
に
し
て
も
、
こ
こ
で
い
う

「
死
刑
」
と
は
、
律
例
の
規
定

き

り

こ

ろ

す

斬
を

n
r
ち
ny--
己
同
一
同
と
す
る
の
に
射
し、

-

』

e
p

}

、

中
J
J
I

蒙
文
本
で
は
(蒙
古
律
例
・
理
藩
院
則
例
と
も
)
、

し

め

乙
ろ
す

σ
o一
g
-
2
目

-
Y
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
一
つ
も
こ
れ
を
見
出
し
得
な
い
と
い
う
事
賓
が
あ
る
。

と

く

に

い

れ

ま
た
せ
る

監
候
を
性
ロ
岳
ロ

L
2
Y
O
H
ζ
c
y
c
-
-
3
と
し
て
い
る
。

絞
は

に志そ
.5F5の

立 ttも
決 5rυの
を 12; と
0...，ユ 同 ζ い
号、Z三つ
5.〈 } 3 て
巳<..ょ
品き・JZ い
巾 ' - 0 

;jllr. ¥，、

にて

ち
な
み

と
こ
ろ
で
、
棚
競
の
規
格
な
ど
に
つ
い
て
、

蒙
古
例
に
は
特
に
規
定
は
な
い
が
、

一
九
二

O
年
・
ボ
グ
ド
川
ゲ
ゲ
ン
u
フ
ト
ク
ト
の
法
典
(
大

島
清
詩
稿
に
よ
る
)
巻
四
六
・
刑
法
上
、
第
二
傑
・
刑
具
の
二
項
に

首
板
。
乾
燥
せ
る
木
板
に
て
作
り
、
長
さ
二
ト
ホ
イ
、
幅
一
ト
ホ
イ
九
イ
チ
ホ
と
し
、

重
量
二
五
斤
以
内
と
す
。
首
に
架
す
。

と
あ
り
、
今
日
ウ
ラ

γ
u
メ
ー
ト
ル
の
革
命
記
念
館
に
、
清
代
の
門
-
z
m
m
m
(伽
〉
と
し
て
展
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
略
々
こ
れ
に
同
じ
い
。



そ
し
て
、
向
巻
・
第
一
僚
、
刑
の
二
項
に
は

首
板
刑
は
、
十
日
よ
り
九
十
日
に
至
り
、
五
日
を
一
等
と
し
、
凡
て
十
六
等
と
す
e

と
も
あ
る
か
ら
、
期
間
は
と
も
か
く
首
板
刑
が
、

蒙
古
例
の
柳
時
肌
を
糧
受
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
さ
て
、
律
例
・
五
刑
固
に

附
せ
ら
れ
た
「
徒
流
軍
折
伽
例
」
に
見
え
る
伽
に
つ
い
て
、
名
例
・
五
刑
僚
の
附
例
に

凡
尋
常
伽
続
。
重
二
十
五
斤
。
重
伽
。
重
三
十
五
斤
。
伽
面
各
長
二
尺
五
寸
。
閥
二
尺
四
寸
。
至
監
禁
人
犯
。

止
用
細
錬
。
不
用
長
蜘
。

と
あ
り
、
右
は
、
康
照
年
聞
の
現
行
例
に
、
潅
正
五
三
七
二
七
)
年
酬
改
を
加
え
、
乾
隆
五
(
一
七
四

O
)
年
本
僚
に
附
例
し
、
嘉
慶
二
ハ

(
一
八
一
一

)・

一
七
年
改
定
の
加
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
(
讃
例
存
疑
巻

一
)
。
辞
允
升
は
ま
た

-
:
既
以
答
杖
徒
流
死
矯
五
刑
。
而
叉
立
棚
競
若
干
日
之
法
。
是
五
刑
之
外
叉
有
刑
'
笑
。
:
:
:
惟
前
明
伽
競
至
多
不
過
半
年
。
本
朝
乾
隆

初
年
。
以
伽
競
至
三
箇
月
潟
止
。
時
奮
例
牢
年
改
震
三
月
。
興
此
酌
定
斤
致
。
同
一
善
政
。
乃
後
来
僚
例
愈
煩
。
市
伽
披
有
至
六
月
・
一

年
及
二
年
・
三
年
。
且
有
永
遠
棚
競
者
。
己
非
前
定
例
之
意
。
幸
未
再
加
斤
数
耳
。

と
、
同
僚
の
按
に
い
っ
て
い
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
嘉
・
遁
の
交
以
後
の
蒙
古
例
に
見
え
る
伽
競
が
、
律
例
か
ら
の
引
潟
し
で
あ
る
こ
と
に
疑

い
は
な
い
。
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一
九
二

O
年
・
ボ
グ
ド
日
ゲ
ゲ
ン
H

フ
ト
ク
ト
の
法
典
に
お
け
る
、
卒
人
に
劃
す
る
刑
罰
の
鐙
系
は
、
巻
四
六
・
刑
法
上
、
第

一
候

・
刑
に

(
大
島
清
語
稿
に
よ
る
)

因
み
に
い
う
。
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罪
の
軽
重
に
依
り
、
分
ち
て
鞭
刑

・
首
板
刑
・
流
刑

・
死
刑
の
四
と
す
c

鞭
刑
は
、
十
打
よ
り
百
打
に
至
り
、
十
打
を

一
等
と
し
、
凡
て
十
等
と
す
。

首
板
刑
は
、
十
日
よ
り
九
十
日
に
至
り
、
五
日
を

一
等
と
し
、
凡
て
十
六
等
と
す
。

流
刑
は
、
他
旗
へ
の
流
刑
、
他
汗
部
へ
の
流
刑
、
園
境
へ
の
流
刑
の
三
等
と
す
。

死
刑
は
、
即
時
鎗
殺
と
監
候
と
す
。
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と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
設
遣
が
流
刑
に
饗
じ
た
以
外
、
嘉
・
道
の
交
以
後
の
蒙
古
例
に
お
け
る
、
卒
人
に
劃
す
る
刑
罰
の
鐙
系
と
、
本
質
的

に
は
嬰
わ
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

3 

総

括

的

私

見

さ
て
、
以
上
に
よ
っ
て
、
嘉
慶
・
遁
光
の
交
に
修
改
の
加
え
ら
れ
た
蒙
古
例
に
お
い
て
、
特
に
卒
人
に
劃
す
る
刑
罰
が
、
原
則
と
し
て
寅
刑

の
み
に
碑
化
し
た
背
景
に
、
清
朝
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る
素
因
が
あ
っ
て
の
故
と
す
る
私
見
に
は
、

最
早
や
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
絵
地
も
な
い

と
考
え
る
。

客
観
篠
件
の
襲
化
に
伴
い
、
清
朝
の
劃
蒙
古
政
策
に
大
き
な
轄
換
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
事
買
を
翠
げ
る
。

蒙
古
人
を
漢
人
か
ら
隔
離
し
、
こ
れ
を
藩
扉
と
し
て
味
方
に
引
き
入
れ
、
も
っ
て
漢
人
と
封
抗
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た

め
、
前
代
以
来
蒙
古
に
存
し
た
社
禽
関
係
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
認
め
、
漢
人
の
入
墾
を
禁
遁
し
て
、

豪
古
人
の
牧
畜
の
保
護
に
任
じ
た
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
し
い
統
治
者
と
し
て
、
地
界
を
劃
し
戸
口
を
編
し
て
、
蒙
古
人
を
そ
の
原
遊
牧
地
に
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遊
牧

民
ほ
ん
ら
い
の
移
動
に
基
づ
く
活
動
性
を
拘
束
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
細
分
し
て
強
大
に
向
う
の
を
防
ぎ
、

第
一
の
素
因
と
し
て
私
は

初
、
清
朝
は
、

ぜ-
Rヨ
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よ
っ
て
も
っ
て
藩
属
た
る
蒙
古

の
統
御
の
基
本
政
策
と
も
し
た
。
硬
軟
雨
援
の
二
つ
の
基
本
政
策
の
絶
妙
と
も
い
う
べ
き
使
い
分
け
に
よ
っ
て
、
古
来
の
遊
牧
・
農
耕
両
系
民

族
の
封
抗
関
係
に
、
終
止
符
の
打
た
れ
た
事
買
は
、
こ
れ
を
正
嘗
に
評
債
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
朝
が
蒙
古
に
劃
す
る
特
別
法
と
し
て
蒙

古
例
を
立
法
し
、
そ
の
法
源
を
原
則
と
し
て
そ
の
固
有
の
慣
習
に
求
め
た
の
も
、
そ
の
基
本
政
策
の
具
現
と
し
な
け
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

ロ
シ
ア
勢
力
の
南
下
と
い
う
事
態
に
射
醸
し
て
、
以
上
の
政
策
は
鱒
換
を
迫
ま
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
接
し
て
、
殖
民
貫
迭
の

政
策
を
と
り
、

漢
人
の
蒙
地
占
耕
を
奨
励
す
る
に
至
っ
た
か
ら
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
、
漢
人
民
人
に
し
て
農
耕
や
商
買
の
営
み
を
な
す
た

め
、
蒙
地
に
定
住
す
る
も
の
彩
し
き
に
及
ん
だ
。
か
く
し
て
、

蒙
古
人
と
民
人
と
の
聞
に
事
件
の
惹
き
起
さ
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
く
な
り
、

ま
た
、
そ
う
で
な
く
と
も
、
同
種
の
違
法
行
魚
で
あ
り
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
雨
者
の
聞
に
刑
罰
の
遠
い
が
生
ず
る
と
い
う
事
貫
が
嘗
該
地
方



の
秩
序
の
維
持
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
場
合
、
律
例
の
原
則
は
加
害
者
属
人
法
主
義
に
基

づ
く
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
例
え
ば
、

蒙
古
人
・
民
人
の
整
方
を
罪
犯
と
す
る
事
案
に
、

麗
人
法
主
義
の
た
て
ま
え
を
貫
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
に
蒙
古
例
も
し
く
は
律
例
を
適
用
す
る
と
す
れ
ば
、
よ
し
刑
罰
の
賓
質
に
差
は
な
く
と
も
、
そ
の
外
形
・
形
式
の
う
え
か
ら
す
る
公
卒
・
不

公
卒
の
論
議
は
兎
か
れ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
蒙
古
例
を
律
例
に
引
き
寄
せ
る
よ
う
な
修
改
、
す
な
わ
ち
家
畜
罰
の

質
刑
へ
の
時
換
や
構
成
要
件
の
手
な
お
し
な
ど
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
、
少
な
く
と
も
端
緒
が
拓
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く

し
て
、
蒙
古
例
の
特
に
官
員
・
卒
人
に
射
す
る
刑
罰
が
、
年
を
追
っ
て
質
刑
に
切
り
換
え
ら
れ
、
結
果
と
し
て
律
例
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
遂
に

は
事
買
上
律
例
と
異
な
ら
な
い
も
の
に
化
し
た
よ
う
な
事
象
も
、
特
に
盗
犯
に
闘
す
る
規
定
な
ど
に
顕
然
と
見
ら
れ
、
そ
の
う
ち
に
は
、
例
え

ば
、
道
光
二
四
(
一
八
四
四
)
年
修
改
の
強
劫
に
閲
す
る
蒙
古
例
の
よ
う
に
、

蒙
古
に
お
い
て
生
起
し
た
本
罪
に
、
罪
犯
の
蒙
古
人
・
民
人
た

一
方
、
貴

る
に
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
適
用
す
る
と
い
う
、
属
地
法
主
義
へ
の
轄
換
に
及
ん
で
い
る
も
の
ま
で
、
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

族
身
分
に
劃
す
る
刑
罰
に
も
、
傾
向
と
し
て
は
同
じ
こ
と
が
現
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
清
末
に
至
る
ま
で
家
畜
罰
が
主
刑
罰
た
る
位
置
を
失

わ
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
蒙
古
祉
曾
に
貴
族
身
分
と
卒
人
身
分
と
が
巌
存
し
つ
づ
け
、
司
法
上
雨
者
を
明
確
に
匡
別
し
て
論
罪
す
る

こ
と
が
不
可
依
と
さ
れ
た
か
ら
、
た
と
え
貴
族
身
分
の
も
の
と
民
人
と
の
共
犯
の
事
案
の
如
き
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、

身
分
閥
係
が
、
敢
え
て
均
衡
論
を
惹
き
起
す
に
至
ら
な
か
っ
た
故
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、

-141ー

一
方
の
側
に
巌
存
す
る

一
九
二

O
年
・
ボ
グ
ド
H
ゲ

ゲ
ン
川

フ
ト
ク
ト
の
法
典
に
お
い
て
、
同
種
の
犯
罪
で
あ
っ
て
も
、
官
更
に
は
家
畜
罰
を
、
人
民
に
は
賓
刑
を
科
す
の
を
、
少
な
く
と
も
原
則
と
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
自
治
外
蒙
古
の
成
立
が
、
中
園
か
ら
の
政
治
的
離
脱
で
は
あ

っ
て
も
、
そ

こ
に
は
何
等
社
舎
闘
係
の
襲
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
新
た
な
政
府
の
官
吏
と
な
っ
た
者
が
、
聖
・
俗
の
貴
族
出
身
者
に
限

定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
嘗
然
の
蹄
結
で
あ
り
、
私
が
か
つ
て
本
法
典
を
も
っ
て
、
一
面
に
開
明
的
な
規
定
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
全

141 

瞳
か
ら
見
る
限
り
、
こ
れ
を
モ
ン
ゴ
ル
最
後
の
醤
式
法
典
と
規
定
し
た
事
由
の
少
な
く
と
も
一
つ
を
、
こ
こ
に
求
め
て
も
よ
い
と
思
う
。

た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
清
朝
が
新
た
に
設
定
し
た
新
し
い
事
態
に
背
反
す
る
よ
う
な
行
震
(
例
え
ば
、

旗
界
を
越
え
る
罪
な
ど
)
に
、
嘗
初
か ま
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ら
寅
刑
を
も
っ
て
劃
し
た
こ
と
も
、
そ
こ
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
よ
う
な
、
固
有
の
慣
習
が
な
か
っ
た
故
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
も
、

間
接
的
な
が
ら
、
蒙
古
例
に
お
け
る
貫
刑
の
由
来
が
、
ほ
ん
ら
い
的
に
は
固
有
の
慣
習
で
は
な
く
、
清
朝
の
押
し
つ
け
に
他
な
ら
な
い
こ
と
の

誼
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

つ
け
加
え
た
い
。
大
家
畜
群

第
二
の
素
因
と
し
て
私
は
、
卒
人
の
経
済
的
窮
乏
が
、
家
畜
罰
を
有
名
無
質
化
す
る
原
因
と
な
っ
た
こ
と
を
、

一
方
に
、
遊
牧
民
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
に
属
す
る
家
畜
を
持
た
ず
、
大
家
畜
保
有
者
の
牧
夫
に
な
り
さ

の
濁
占
的
保
有
の
進
行
に
つ
れ
て
、

が
っ
て
ゆ
く
も
の
の
多
い
事
情
は
、
生
産
手
段
の
封
建
的
な
所
有
の
住
方
の
進
行
に
つ
れ
て
生
ず
る
、
一
般
的
な
現
象
の
例
外
で
は
な
い
と
い

っ
て
よ
い
。
従
っ
て
、
罪
に
坐
し
た
卒
人
に
は
、
蒙
古
例
に
照
ら
し
家
畜
罰
に
庭
せ
ら
れ
た
に
し
て
も
、
出
す
べ
き
家
畜
を
有
し
な
い
と
か
、

所
定
の
頭
匹
に
不
足
を
来
た
す
と
か
い
う
よ
う
な
事
態
が
、
惹
き
起
さ
れ
が
ち
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
う
場
合
に
慮
し

て、

蒙
古
例
に
ほ
ん
ら
い
寅
刑
へ
の
積
み
替
え
規
定
の
存
し
た
こ
と
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
例
外
的
な
或
い

は
補
足
的
な
規
定
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
卒
人
の
経
済
が
破
局
に
瀕
し
て
来
れ
ば
、
そ
の
例
外
が
常
例
と
な
り
、
し
か
も
、
そ
の
恒
常
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化
を
す
ら
招
か
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
恒
常
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
買
を
事
貫
と
し
て
捉
え
、

そ
こ
か
ら
、

家
畜
罰
の

質
刑
へ
の
輔
換
が
、
結
果
と
し
て
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
私
が

家
法
田
賠
償
(
制
)
・
家
畜
罰
の
貫
刑
へ
の
轄
換
を

自
己
能
動
的
と
解
す
る
こ
と
に
反
射
し
て
、
こ
れ
を
外
側
か
ら
す
る
押
し

つ
け
の
結
果
と
み
る
考
え
の
理
由
と
し
て
翠
げ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

ロ
シ
ア
の
北
過
へ
の
脅
威
か
ら
、
針
蒙
古
政
策
の
轄

換
を
迫
ま
ら
れ
た
清
朝
は
、
蒙
古
に
射
す
る
保
護
優
遇
策
を
放
棄
し
て
、
質
溢
充
寅
策
に
轄
ぜ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

蒙
地
の
占
墾
奨
勘
に
つ

れ
て
進
出
し
た
民
人
が
た
ま
た
ま
罪
を
犯
し
た
と
き
、
こ
れ
と
同
種
の
罪
を
犯
し
た
蒙
古
人
に
射
す
る
刑
罰
と
の
、
主
と
し
て
均
衡
論
の
う
え

か
ら
、
蒙
古
人
罪
犯
に
射
し
、
そ
れ
ま
で
慣
習
を
そ
の
ま
ま
に
認
め
て
来
た
家
畜
賠
償

・
家
畜
罰
を
否
定
し
て
、
律
例
か
ら
引
き
寓
し
た
と
こ

ろ
の
質
刑
に
鱒
ず
る
措
置
を
押
し
つ
け
る
に
至
っ
た
が
、
一
方
、
こ
れ
を
促
す
が
如
き
、
蒙
古
人
卒
人
の
窮
乏
に
伴
う
家
畜
保
有
数
の
絶
封
的

減
少
の
事
態
に
よ
っ
て
、
短
時
間
に

一一
挙
に
卒
人
に
封
す
る
刑
罰
の
貫
刑

へ
の
轄
換
が
と
げ
ら
れ
た
と
す
る
の
が
、
私
の
考
え
で
あ
る
。
そ
し



て
ま
た
、
こ
の
時
期
す
な
わ
ち
一
九
世
紀
第
二
・
四
半
世
紀
こ
そ
は
、
漸
く
傾
き
出
し
た
屋
蓋
骨
を
正
し
、
清
朝
、
が
そ
の
帝
圏
全
領
域
に
主
権

を
再
確
立
し
、
列
園
の
観
視
を
紐
と
う
と
し
て
、
各
種
の
施
策
を
と
っ
た
こ
と
と
、
大
き
く
い
え
ば
か
か
わ
り
あ
り
と
い
っ
て
よ
い
。
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註ω
田
山
茂
・
蒙
古
法
典
の
研
究
(
一
九
六
七
・
白
木
皐
術
振
興
曾
刊
)
一

二
三
頁
参
照
。
田
山
誇
に
原
則
と
し
て
従
っ
た
が
、
用
語
な
ど
不
適
賞
と

考
え
ら
れ
る
も
の
に
、
適
宜
修
正
を
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
従
っ
て

「
参
照
」
と
す
る
。
〈
以
下
こ
れ
に
倣
う
。
)

ω
一
九
四
二
・
東
洋
文
庫
叢
刊
九
。

ω
二
ハ
・
一
七
世
紀
の
オ
イ
ラ
ー
ト
に
つ
い
て
、
ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
オ
フ
は

「
中
央
権
力
の
非
常
に
弱
い
典
型
的
な
封
建
園
家
」
と
看
倣
し
、
四
つ
の

ウ
ル
ス
が
そ
れ
ぞ
れ
自
立
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
同
盟
の
関
係
に
あ
る
と

す
る
考
え
を
否
定
し
て
い
る
(
外
務
省
調
査
部
誇
・
蒙
古
祉
曾
制
度
史
|

一
九
四
一
・
生
活
社
刊
|
三
七
六
頁
)
。

ω
註

ω。

川

w
d〈
・
者
-
m
o
n
r
z
-
-

同
〕

E
t
uミ
昔
、
ミ
ヨ
S
Q章
。
¥
』

N
S下

宮
町
」
伊
芯

H

吉
岡

ahG3HV俗
、

F
』

M
a
l
a
-
S
o
o
-
F
O
D
ι
o
p
司・芯・

な
お
、
妹
尾
部
夫
誇
・
リ
ュ
ブ
ル
ッ
ク
東
遊
記
(
一
九
四
四
・
文
松
堂

刊
〉
お
よ
び
護
雅
夫
誇
・
中
央
ア
ジ
ア
・
蒙
古
政
行
記
(
一
九
七
九
・
桃

源
社
刊
〉
の
二
種
の
邦
誇
本
が
あ
る
が
、
と
も
に
畢
術
的
な
刊
行
書
で
な

い
か
ら
、
参
考
と
す
る
に
と
ど
め
た
。

ω
ロ・』
-
F
Z
o
p
e
p
s
b
H
U
N
S
P受
話
包
5
2
b
二向。.

話
。
N
h
-
S
8・
3
2・
唱
・
品
∞
・
註

ωの
護
雅
夫
邦
誇
本
参
照
。

M
W

佐
口
透
誇
・
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
史
2

(
一
九
六
八
・
卒
凡
社
東
洋
文
庫
一

二
八
〉
四
四
頁
。

制
青
木
富
太
郎
誇

・
蒙
古
法
の
基
本
原
理
(
一
九
四
三

・
生
活
社
刊
)
一

九
六
頁
。

例
仁
井
田
・
前
掲
室
宍
三
四
五
頁
。

帥

註

ω。

ω
F
2
2
4・
♀
・
・
ヲ
品
0

・

帥
佐
口
・
前
掲
-
詩
書
、
四
四
頁
。

帥
チ
ン
ギ
ス
H

ハ
ン
の
ヤ
サ
、
マ
ク
リ
ジ
所
俸
の
第
八
僚
に

獣
を
食
せ
ん
と
す
る
と
き
は
、
先
ず
四
肢
を
終
り
、
腹
を
剖
き
、
獣

の
死
す
る
ま
で
手
も
て
そ
の
心
臓
を
し
め
つ
く
べ
し
。
か
く
て
後
食

用
に
供
し
得
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
如
く
獣
を
屠
殺
す
る
も
の
は
、
自

ら
も
屠
殺
せ
ら
る
ベ
し
。

と
あ
る
と
い
う
。
(
リ
ア
ザ
ノ
ア
ス
キ
ー
・
青
木
富
太
郎
詳
、
前
掲
書
、

一O
二
頁
J

M
W

の
ち
に
詳
述
す
る
。

帥

F
2
2・。、
・

5
4
司・

8
・

帥
甲
両
・
三
回
出
円
沢
民
昨
・
む
旬
、
同
誌

E
S
〉向。
5
0
h
R
同・

5
N
Y
X℃
R
-

山
で
『

nR-nH，℃
-NU由
11NAH0・

制
東
京
外
園
語
大
暴
聞
書
館
所
臓
の
三
井
物
産
庫
倫
駐
在
員
大
島
清
誇

「
敷
定
蒙
古
律
令
」
に
よ
る
。
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同

ト

ホ

イ

ハ
S
H
E
)
が
、

2
r
x
す
な
わ
ち

「肘
か
ら
中
指
の
先
端
ま
で

の
長
さ
」
を
い
う
尺
度
の
車
位
で
あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば

F
g包口問・
目u
・

∞ω
申
・
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
イ
チ
ホ
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な

い
。
し
ば
ら
く
大
島
の
註
記
に
従
う
。
今
日
、
ト
ホ
イ
の
下
の
車
位
と
し

て
は
、
ヤ
今
が
普
通
の
よ
う
で
あ
る
。

帥

F
O田

Em--
ωNH・

帥

田

山
・

前
掲
書
、

二
三
五
頁
参
照
。

ω
同
右
、

三

二

頁
参
照
。

仰

向
右、

二
三
五
頁
参
照
。

帥
同
右
、

二
一
二

頁
参
照
。

同
蒙
古
例
に
つ
い
て
は
、
既
に
そ
の
逐
僚
的
な
研
究
を
公
表
し
て
い
る

(
拙
稿

・「
清
朝
の
蒙
古
に
射
す
る
立
法
と
蒙
古
慣
習
法
」
、
法
律
論
叢
に

逮
捕
柵
し
て
掲
載
中
で
あ
る
)
か
ら
、
こ
こ
で
は
専
ら
そ
れ
に
譲
っ
て
、
趣

意
文
を
掲
げ
て
概
略
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。
(
以
下
こ
れ
に
倣
う
。
〉
な

お
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
右
拙
稿
の
「
そ
の
六

・
断
獄
」

(
法
律
論

叢
第
四
五
巻
第
一
披
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

伺
田
山
・
前
掲
書
、
一
六
四
頁
参
照
。

M
W

前
掲

・
拙
稿
、
四
四
頁
参
照
。

M
W

仁
井
田

・
前
掲
書
、
三
四
六
頁
。

同

田

山
・

前
掲
書
、

二
三
五
頁
参
照
。

帥
同
右
。

制

前

掲

・
拙
稿
、

三
一

一
貝
参
照
。
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ance and recovery of good human relationships should be sought after.

Ｑｉｎｇwas ａ factor which modified too stringent application of li andか｡

　　

Ｑｉｎｇａｎｄli were referred to very often in combined form ａｓｑinがi

情理ｏＴ ｚhｕｎｑｉｎｇｚhｕoli準情酌理(through deliberation of qing and 戻).

ｑingli．which might be rendered as common sense of equity in the Chinese

style, was the most important source of law in civil and minor　offence

cases. It would be misleading, however, to say that fa, i. e., governmental

written law was “despised”. The latter was accepted as ａ partial formu-

larization of the precepts of　ｑineli，　ａｎｄshould be consulted and interpr-

eted as such｡

　　

We cannot estimatｅ.　Li鐙(rites) as an important source of law. They

were referred to rather rarely and conceded priority to fa and 9み7がf in

force and effect｡

　　

Local customs should not be enumerated among the sources of law

according to my findings from the source materials. Certainly, diligent

local ｏ伍cials endeavoured to be well informed of usages of the inhabitants

under their jurisdiction.　They did, however, not in order to ｅχtract

therefrom any positive norm which should rule their judgements but to

meet the requirements of the general principle 7？刀qing or qinがf｡

　　

All in all, positive ―statutory, precedential 0ｒ customary― rules were

very scarce； non-positive equity was preponderant. That well matches

with the nature of the procedure itself. The magistrate acted not so much

like an umpire in ａ game as like parents who would settle disputes among

children through persuasion. He did not need any articulate body of rules.

THE CHANGES IN PENALTIES IN THE MONGOL LAW

　　　　　　　　　　　　

Shimada Masao

　　

The work “The development process of the old penal law in East

Asia and its indemnity system （Ｂｕｓｓｅ)”, (Higashi-Ajia kokeihd no hattatsu-

katei to baishosei （涙映）東アジア古刑法の翌達過程と賠償制（ブーセ), in:

Ｓｔｕｄｉｅｓ　in　ｔhe hiｓ£ｏりｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅｐｅｎａｌ laｗ，　ＣｈＵｇｏｋｕ　ｈｄｓeiｓhi kaリ砥

ｋｅｉｈ６中國法制史研究・刑法）bｙ Niida Noboru 仁井田毘maintains that

the Mongol penal system evolved in response to the formation and growth

- ６－



of governmental　authority. It　progressed　from revenge to　indemnity,

from ａ fixation of indemnity payments to fines, and finally towards ａ

real penalty system. This work also advocates that the course of devel-

opment is not an ｅχception to the general development process of penal

laws which is common to all peoples｡

　　

In contrast this paper reexamines Niida's theory by graphing the

differences and the process of change of the penalties based on the type,

the materialization and the mode of the crime, that is, based on different

circumstances of the crime. The paper refers to Mongol law dictionaries

from the 17 th century on and to the regulations of old Mongol precedents

of the Qing period｡

　　

It holds that in this process, indemnities and fines do not necessarily

stand in ａ vertical relationship, but they seem to have an horizontal

ｃｏｅχistence.This relationship and especially the change towards a real

penal system do not evolve innately, but they emerge from outer pressures.

This study searches the origins for the latter pressures in the changes

of the Qing Mongolian policies. Primarily it opposes Niida's theory,

which considered the changes in Mongol penal law as confirming to the

general development. It presents this case as an example where it may

be better in the present stage of our knowledge to trace the legal changes

of individual peoples, based on actual cases, rather than presuming α

片ioバthat the history of penal law development is universal.
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