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片
倉
穣
著

ベ
ト
ナ
ム
前
近
代
法
の
基
礎
的
研
究

-

t

『
園
朝
刑
律
』
と
そ
の
周
透
||山

本

達

郎

本
書
は
日
本
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
法
制
史
研
究
の
最
初
の
事
着
で
あ
り
、
著

者
が

一
九
七
二
年
か
ら
八
六
年
ま
で
に
わ
た
っ
て
設
表
し
た
二
二
篇
の
論
文
を

集
め
て
改
訂
増
補
を
行
な
い
、
そ
れ
に
新
し
く
一
つ
の
章
(
第
二
篇
第
七
章
)

を
書
き
加
え
て
あ
る
。

本
文
は
三
篤
と
附
篇
と
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
第
一
策
は
「
『
園
朝
刑
律
』

前
の
ベ
ト
ナ
ム
法
」
と
題
し
て
、
そ
れ
に
四
つ
の
章
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第

一

章
は
「
中
園
支
配
下
の
ベ
ト
ナ
ム
法
試
論
」
で
、
ま
ず
中
閣
法
が
ベ
ト
ナ
ム
に

波
及
し
た
最
初
の
時
期
と
し
て
、
南
越
か
ら
始
め
て
後
漢
の
初
め
の
「
馬
援
の

政
治
」
ま
で
を
区
切
り
、

・次
い
で
馬
援
以
後
の
貌
耳
目
南
北
朝
ま
で
を
前
期
、
陥

唐
を
後
期
と
し
て
、
中
圏
諸
王
朝
支
配
下
の
法
を
論
じ
て
い
る
。
中
園
法
が
ベ

ト
ナ
ム
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
一
方
、
ベ
ト
ナ
ム
側
に
は
中
閣
に
劃
す
る

強
い
抵
抗
が
あ
っ
た
こ
と
、
ベ
ト
ナ
ム
が
濁
立
王
朝
を
立
て
る
に
嘗
っ
て
官
僚

制
の
形
成
、
皇
帝
権
力
の
確
立
な
ど
の
要
請
に
態
え
る
内
寅
を
中
園
法
が
持
っ

て
い
た
こ
と
、
濁
立
王
朝
の
李
朝

・
陳
朝
な
ど
が
唐
律
の
系
統
の
法
律
を
施
行

し
て
も
大
き
な
混
飢
が
起
き
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
受
け
入
れ
篠
件
の

成
熟
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
中
園
法
を
縫
受
す
る
と
共
に
地
域
社
舎

の
慣
習
法
が
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
注
目
す
べ
き
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

警
コ
章

「李
朝
刑
法
考

|
1主
と
し
て
刑
罰
鰻
系
に
つ
い
て
|
|
」

に
お
い

て
、
著
者
は
濁
立
後
の
ベ
ト
ナ
ム
で
禦
桓
の
時
代
に
律
令
を
定
め
た
と
い
う
所

俸
が
あ
る
も
の
の
、
最
初
の
本
格
的
な
成
文
法
典
は
李
朝
太
宗
の
時
代
(
〉
・0
・

5
A
N
)

に
頒
布
さ
れ
た
「
刑
書
」
で
あ
っ
た
と
認
め
、
唐
律
に
見
ら
れ
る
答
・

杖

・
徒
・
流

・
死
の
五
刑
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
答
刑
に
つ
い
て
は

史
料
を
飲
く
が
、
他
の
四
刑
に
関
す
る
事
例
を
考
察
し
、
杖
・
徒

・
流
の
各
刑

に
は
刺
面
・
刺
字
が
併
加
さ
れ
た
こ
と
、
死
刑
に
は
斬

・
臭
の
ほ
か
に
後
代
の

凌
遅
に
賞
た
る
制
が
あ
り
、
手
足
を
切
断
す
る
身
鐙
刑
も
行
な
わ
れ
、
中
園
で

死
刑
に
次
ぐ
重
罪
と
さ
れ
た
配
役
も
賀
施
さ
れ
た
こ
と
、
ベ
ト
ナ
ム
法
の
一
特

徴
で
あ
る
賠
償
制
が
取
入
れ
ら
れ
て
、
年
齢
の
高
下
に
基
づ
く
脳
罪
の
規
定
な

ど
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
、
他
方
で
私
的
制
裁
な
い
し
復
讐
が
法
的
に
限
定

的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
推
量
し
、
総
じ
て
李
朝
の
刑
罰
は
次
の
陳
朝
の
そ
れ

に
比
し
て
相
射
的
に
寛
容
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
李
朝
時
代
に
療
行

し
た
例
数
の
影
響
を
想
定
し
て
よ
い
こ
と
が
設
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
綴
く

第
三
章
「
李
朝
の
上
木
馬
」
に
お
い
て
は
、
刑
具
(
獄
具
〉
の
一
種
と
し
て
木

製
の
馬
が
あ
っ
て
、
園
事
犯
そ
の
他
の
重
罪
人
を
こ
れ
に
乗
せ
て
市
中
を
引
き

回
し
、
衆
人
に
見
せ
る
一
種
の
公
衆
刑
が
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

第
四
章
は

「陳
朝
刑
法
雑
考
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
著
者
は
ま
ず
法
典
編
纂

の
沿
革
を
辿
っ
て
、
太
宗
の
初
期
に
「
律
令
篠
例
」
の
制
定
(
〉
・
ロ
・

H
N
N
m
)

に
描
明
い
て
『
園
朝
通
制
』
二

O
巻
が
作
ら
れ
(
〉
・

0
・
H8
3、
そ
の
中
に
『
刑

律
』
が
含
ま
れ
て
い
た
と
認
め
、
そ
の
後
に
「
刑
律
諸
格
」
を
定
め
た
と
い
う

記
載
が
あ
っ
て
(
〉
・
ロ
・
H
N
AX

)

こ
こ
に
始
め
て
格
が
現
れ
て
お
り
、
裕
宗
即

位
直
後
〈
〉
・

0
・
ロ
色
〉
に
な
っ
て
『
皇
朝
大
典
』

と

『
刑
書
』
が
作
ら
れ
た

こ
と
を
指
摘
し
、
文
書
の
書
式
と
し
て
の
格
式
の
類
も
制
定
さ
れ
た
と
認
め
て

い
る
。
そ
し
て
刑
罰
鐙
系
に
つ
い
て
は
五
刑
に
即
し
て
考
察
を
進
め
、
杖
刑
に
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関
し
て
は
杖
殺
さ
れ
る
決
杖
死
の
事
例
に
注
目
し
、
徒
刑
に
つ
い
て
は
服
役
年

限
に
よ
っ
て
差
別
す
る
唐
の
形
式
を
縫
受
せ
ず
、
服
役
す
る
所
属
集
固
と
役
務

の
内
容
に
よ
っ
て
差
等
を
設
け
る
湖
特
の
方
式
を
採
用
し
て
お
り
、
公
団
労
働

に
使
役
さ
れ
る
田
宏
と
、
兵
士
と
な
っ
て
雑
役
な
ど
に
駆
使
さ
れ
る
牢
城
兵
と

が
区
分
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
稿
甲
兵
・
祉
兵
・
宋
兵
な
ど
多
種
の
服
役
形
態
の

あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
流
刑
に
つ
い
て
は
唐
の
よ
う
な
居
住
地
か
ら
の
塁
数
に

よ
る
区
分
方
法
を
踏
襲
し
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
方
式
が
存
在
し
、
次
の
禦
朝

の
流
刑
三
等
に
績
い
て
行
く
流
近
州
・
流
遠
州
が
あ
る
ほ
か
に
流
築
頭
・
流
慈

水
洲
な
ど
が
み
え
、
そ
れ
ら
の
関
に
は
等
級
が
設
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
三
等
で
あ
っ
た
と
す
る
と
流
悪
水
洲
な
ど
は
死
刑
に
次
ぐ
最
重
刑

で
あ
っ
た
ら
し
い
と
言
い
、
徒
刑
・
流
刑
に
は
刺
面
と
加
杖
、
或
は
爾
者
の
中

の
何
れ
か
、
を
併
科
す
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
死
刑

に
関
し
て
は
斬
・
泉
・
陵
遅
(
凌
還
〉
の
三
等
級
が
基
本
だ
っ
た
ら
し
く
、

絞

刑
は
文
献
に
見
嘗
ら
な
い
こ
と
、
更
に
五
刑
以
外
に
手
足
を
切
断
す
る
身
健
刑

と
し
て
別
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
陳
朝
の
刑
法
を
考
え
る
た
め

に
は
繋
崩
の
安
南
士
山
略
に
簡
略
な
が
ら
重
要
な
記
載
が
あ
る
の
で
、
著
者
は
そ

こ
に
現
れ
る
諸
事
項
を
取
り
あ
げ
て
、
謀
反
罪
に
お
い
て
親
族
ま
で
殺酷似
す
る

縁
座
規
定
が
あ
る
こ
と
、
殺
人
の
場
合
に
人
命
賠
償
金
が
存
在
し
た
と
推
量
し

て
よ
さ
そ
う
な
こ
と
、
姦
通
罪
の
場
合
に
私
的
制
裁
(
復
讐
)
か
ら
賠
償
に
移

行
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
官
吏
を
殺
し
た
場
合
に
被
害
者
の
官
位
に
臨
応

じ
て
銭
(
償
命
銭
か
〉
を
出
す
規
定
が
存
在
し
た
こ
と
、
同
等
の
身
分
相
互
聞

の
闘
傷
行
策
に
お
い
て
は
、
最
初
に
殴
っ
た
も
の
が
罰
せ
ら
れ
た
こ
と
、

詐

僑
・
僑
浩
の
場
合
の
刺
面
と
逮
徒
、
斬
罪
と
な
る
強
盗
と
区
別
さ
れ
た
縞
盗
に

累
犯
加
重
の
原
則
が
あ
り
賠
償
制
が
存
在
し
た
こ
と
、
他
人
を
謹
っ
て
告
訴
し

た
者
は
謹
告
し
た
そ
の
罪
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
た
こ
と
、
な
ど
を
説
明
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
を
通
観
し
て
陳
朝
の
刑
罰
は
甚
だ
苛
酪
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
、
象
に
よ
る
蹴
殺
も
存
在
し
て
い
た
が
、
苛
酷
な
の
は
陳
朝
支
配
層
が
自
ら

の
主
朝
支
配
と
王
権
維
持
を
目
指
し
た
と
こ
ろ
か
ら
来
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

第
二
篇
は
「
『
園
朝
刑
律
』
の
基
礎
的
研
究
」
と
題
さ
れ
、
七
草
に
分
か
れ

て
い
る
。
第
一
章
「
『
圏
朝
刑
律
』
(
『
繋
朝
刑
律
』
〉
に
つ
い
て
」
は
こ
の
法
典

の
構
成
と
内
容
に
関
す
る
全
般
的
か
つ
基
礎
的
な
問
題
を
取
上
げ
て
検
討
し
た

も
の
で
、
ま
ず
テ
キ
ス
ト
に
闘
す
る
問
題
と
し
て
は
、
察
朝
(
〉
・
0
・
H
C∞1

5
N吋・

5
8
1口
密
)
の
立
法
活
動
は
太
租
初
年
の
調
訟
律
令
の
議
定
(
〉
-U-

E
N
3、
例
律
の
頒
布
(
〉
-
U
-
区
ω
。
〉
に
始
ま
り
、
太
宗
の
大
賀
年
間
(
〉
・

0
・
E
8
1
E品
N
〉
に
庇
薦
が
編
し
た
と
停
え
ら
れ
る
律
書

2
ハ
各
〉
が
作
ら

れ
、
聖
宗
の
光
順
九
年
(
〉
・

0
・
E
S
)
に
は

『
園
朝
刑
律
』
と
稽
す
る
刑
律

が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
同
じ
妻
宗
の
洪
徳
年
閲
に
出
来
た
洪
徳
刑

律
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
行
っ
て
現
在
俸
わ
る
『
園
朝
刑
律
』
・
『
繋
朝
刑
律
』
(篤

本
〉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
七
二
二
の
候
文
か
ら
成
る
園
朝
刑
律
に
、

遊
詩
の
た
め
の
特
殊
な
文
字
や
俗
字
・
略
字
・
別
字
、
数
字
を
表
わ
す
場
合
の

大
字
、
の
使
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
・
次
い
で
『
園
朝
刑
律
』

の
構
成
を
考
え
、

ω同
書
と

ω『
察
朝
刑
律
』、
な
ら
び
に

ω爾
書
に
含
ま
れ

て
い
る
多
く
の
候
文
を
収
録
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
『
歴
朝
憲
章
類
誌
』
刑
律
誌

の
三
者
に
つ
い
て
、
所
枚
の
諸
候
文
の
封
照
表
を
作
り
、
刑
律
誌
が
他
の
二
者

よ
り
約
二

O
O係
少
い
相
互
の
関
係
を
説
明
し
、
情
傾
い
て
『
園
朝
刑
律
』
の
篇

目
と
『
唐
律
疏
議
』
・
『
元
史
』
刑
法
士
山
・
『
明
律
』
の
篇
目
と
の
封
照
表
を
掲
げ

て
、
『
園
朝
刑
律
』
が
母
法
た
る
唐
の
律
を
基
本
的
に
縫
受
し
、
か
っ
、
明
の

律
を
は
じ
め
と
す
る
中
閣
法
の
影
響
を
蒙
り
な
が
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
の
閣
家
と
祉

舎
の
現
貨
に
劉
態
し
得
る
濁
自
の
特
色
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
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そ
し
て
『
園
朝
刑
律
』
に
貸
刑
制
度
と
賠
償
制
度
と
の
二
つ
の
原
理
が
並
存
し

て
お
り
、
賠
償
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
タ
イ
・
ピ
ル
マ
な
ど
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る

賠
償
制
の
一
環
と
し
て
理
解
で
き
る
と
い
う
見
通
し
の
許
に
、
中
園
系
で
あ
り

な
が
ら
猫
自
の
特
色
を
示
す
答
刑
五
(
一
O
l五
O
〉
・
杖
刑
五
(
六

O
|
一

0
0
γ
徒
刑
三
(
役
丁
・
役
婦
、
象
坊
丘
ハ

・
炊
室
稗
、
種
目
兵
・
春
室
稗
)
・

流
刑
一
ニ
ハ
近
州
・
外
州
・
遠
州
)
・
死
刑
三
(
絞
・
斬
・
陵
遅
)
の
五
刑
の
外

に
罰
銭

・
陵
資
(
陵
爵
)
・
罷
職
の
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
、
こ
れ
ら
の
刑

罰
記
載
が
現
れ
る
頻
度
を
篇
目
別
に
集
計
し
た
表
を
縄
け
、
ま
た
そ
の
他
に
も

充
軍

・
補
寧
・
別

・
令
衆
三
日
な
ど
の
刑
が
見
え
て
お
り
、
他
の
文
献
に
よ
る

と
受
刑
も
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
『
園
朝
刑
律
』
に
は
複
数
の

刑
罰
を
併
記
し
た
俊
文
が
多
く
、
中
に
は
「
以
罰
使
徒
流
論
」
の
よ
う
な
例
も

あ
っ
て
、
裁
剣
官
が
一
定
の
枠
内
で
刑
の
選
捧
が
で
き
る
相
針
的
法
定
刑
主
義

の
精
神
が
刑
罰
の
種
類
と
分
量
を
厳
格
に
規
定
す
る
紹
針
的
法
定
刑
主
義
の
考

え
と
並
ん
で
採
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
複
数
刑
罰
の
連
記
が
官
吏
に
濁

す
る
罰
則
規
定
の
中
で
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
『
図

朝
刑
律
』
全
鐙
を
通
翻
す
る
と
刑
罰
の
定
め
方
が
柔
軟
で
弼
力
的
な
性
質
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
が
園
家
の
性
格
と
特
質
を
考
察
す
る
手
が
か

り
に
な
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

第
二
章
以
下
は
中
園
法
と
は
異
る
ベ
ト
ナ
ム
法
の
濁
自
の
性
格
を
取
り
上
げ

て
論
じ
た
も
の
で
、
第
二
章
「
徒
刑
に
関
す
る
考
察
」
に
お
い
て
は
、
著
者
は

男
女
そ
れ
ぞ
れ
三
種
類
(
前
記
〉
の
徒
に
つ
い
て
説
明
し
、
刺
塁
に
関
し
て
は

項
(
う
な
じ
〉
に
鯨
し
た
も
の
と
認
め
、
中
閣
の
場
合
と
異
っ
て
徒
刑
に
期
限

が
な
か
っ
た
こ
と
、
徒
刑
囚
を
軍
に
配
す
る
方
式
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、

刑
律
全
位
と
し
て
は
、
徒
刑
囚
が
祉

・
軍

・
官
聴
な
ど
の
自
分
が
所
属
す
る
集

困
や
機
関
に
お
い
て
役
務
に
従
事
す
る
も
の
と
、
こ
れ
ら
の
集
園
や
機
闘
を
離

れ
て
特
定
の
労
務
に
従
事
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
種
類
が
あ
っ
て
、
前
者
は
村

落
や
集
図
の
機
能
維
持
に
必
要
な
労
役
を
提
供
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に

共
同
陸
的
意
識
の
表
れ
を
認
め
て
い
る
。
徒
刑
は
そ
の
全
部
六
種
類
の
名
稽
が

身
分
的
用
語
で
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
等
級
と
服
役
内
容
が
剣
別
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
基
礎
に
は
農
業
と
手
工
業
に
お
け
る
分
業

の
展
開
と
園
家
に
よ
る
そ
の
身
分
的
編
成
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
ま
た
王
朝

権
力
に
よ
る
魅
力
働
力
の
枚
奪
と
い
う
意
図
が
強
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
が
説
明

さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
「
罰
銭
小
考
」
に
お
い
て
、
著
者
は
、
『
園
朝
刑
律
』

に
罰
銭
ま
た
は
罰
を
他
の
刑
名
と
併
記
す
る
篠
交
が
あ
る
一
方
で
、
罰
銭
ま
た

は
罰
を
主
刑
扱
い
し
て
他
の
刑
名
を
併
記
し
な
い
候
文
が
あ
り
、
後
者
は
全
鐙

で
百
例
以
上
に
達
す
る
が
、
こ
れ
を
篇
目
別
に
数
え
て
表
示
す
る
と
、
遠
制

章

・
断
獄
章
に
集
中
し
て
お
り
、
罰
銭
を
適
用
す
る
主
な
針
象
は
王
公
・
勢

家

・
官
吏
な
ど
で
、
官
吏
は
公
罪
の
み
な
ら
ず
私
罪
で
も
軽
罪
の
と
き
に
科
せ

ら
れ
た
こ
と
、
罰
銭
は
一
等
(
五

O
O
三
O
O寅
〉
、
二
等
(
二

O
O|
六

O
貫
〉
、
三
等
(
五

O
|五
貫
〉
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
原
則
を
逸
脱

し
た
額
(
二
寅
・
三
貫
)
を
規
定
し
た
候
文
も
あ
る
こ
と
、
罰
銭
は
園
家
に
騎

属
す
る
金
で
、
私
人
の
閲
で
受
け
渡
し
さ
れ
る
賠
償
金
と
は
別
箇
の
、
財
産
刑

で
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

第
四
章
か
ら
第
七
章
ま
で
は
、
著
し
い
特
色
を
持
つ
賠
償
金
を
取
扱
っ
た
も

の
で
、
第
四
章

「
生
命
の
侵
害
に
封
ず
る
賠
償
金
」
で
は
、
ま
ず
『
園
朝
刑

律
』
の
賠
償
制
一
般
の
性
格
と
し
て
、
賠
償
は
他
の
賞
刑
に
併
せ
て
徴
さ
れ
た

も
の
で
、
賠
償
の
支
梯
に
よ
っ
て
貧
刑
を
売
が
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ

と
、
元
代
法
で
賠
償
が
貧
刑
を
或
る
程
度
低
め
る
働
き
を
し
て
、
賠
償
制
と
寅

刑
制
と
が
折
合
っ
た
形
で
結
合
し
て
い
た
の
と
も
異
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し

た
上
で
、
殺
人
を
犯
し
た
加
害
者
が
、
し
か
る
べ
き
寅
刑
を
科
せ
ら
れ
る
と
同
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時
に
、
被
害
者
の
遺
族
に
支
携
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
償
命
銭
」
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
、
そ
れ
が
人
命
の
債
値
を
九
段
階
に
分
け
る
段
階
差
等
制
と
各
段

階
ご
と
に
兵
鐙
的
金
額
を
明
記
す
る
定
額
制
を
と
っ
て
お
り
、
最
高
の
一
品
従

一
口
問
が
一
五
、

G
O
O-貫
、
最
低
の
庶
人
以
下
が
一
五

O
貫
で
、
そ
の
開
に
百

倍
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
、
夫
が
妻
を
殿
傷
し
て
死
に
至
ら
し
め
た
時
に
萎
の
出

身
集
園
(
貧
家
〉
に
償
命
銭
を
支
挑
う
規
定
が
あ
っ
て
、
妻
が
夫
と
は
異
る
血

縁
集
幽
の
所
属
員
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
殺
人
者
が
償
命
銭
を
自
力
で
支

排
う
能
力
が
無
い
時
に
、
そ
れ
を
宗
族
や
郷
里
に
ま
で
範
囲
を
抜
大
し
て
徴
集

し
た
ら
し
い
が
、

後
に
そ
の
際
の
宗
族
や
郷
里
の
連
帯
責
任
が
軽
く
な
る
傾
向

に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
他
の
史
料
に
よ
る
と
悪
牛
が
人
の
命
を
奪

っ
た
場
合
に
、
そ
の
持
ち
主
が
牛
に
代
っ
て
償
命
銭
(
減
額
分
〉
を
支
挑
い
、

加
害
牛
に
も
な
ん
ら
か
の
庭
置
を
加
え
る
規
定
が
あ
っ
た
こ
と
、
償
命
銭
の
ほ

か
に
葬
儀
の
費
用
に
充
て
る
葬
銭
、
七
七
日
の
法
事
を
脇
田
む
た
め
の
費
七
銭
、

孟
蘭
盆
の
法
舎
費
用
に
充
て
る
孟
蘭
盆
銭
な
ど
が
あ
り
、
葬
銭
は
償
命
銭
を
科

す
ほ
ど
で
な
い
程
度
の
殺
人
犯
に
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
人
命
賠
償
制
度
に
お
い

て
も
、
質
刑
の
場
合
と
同
様
に
、
公
罪
と
私
罪
、
有
意
犯
と
無
意
犯
を
区
別
し

て
金
額
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
論
じ
て
い
る
。

第
五
章
「
侮
辱
と
傷
害
に
謝
す
る
賠
償
金
」
に
お
い
て
は
、
各
種
の
賠
償
金

の
中
で
、
他
人
の
名
巷
や
身
陸
へ
の
侵
害
な
ど
に
濁
し
て
、
一
定
の
貧
刑
と
共

に
併
科
さ
れ
る
賠
償
金
と
し
て
、
謝
銭
・
機
謝
銭
・
傷
損
銭
の
三
者
を
取
上
げ

て
論
じ
て
い
る
。
謝
銭
は
芦
説
的
も
し
く
は
物
理
的
な
行
潟
に
よ
っ
て
他
人
の

名
容
や
健
面
を
著
し
く
侵
害
す
る
よ
う
な
無
躍
・
財
mE帰
行
震
に
謝
す
る
謝
罪
金

で
あ
っ
て
、
犯
姦
・
嗣
殴
・
罵
四百
が
こ
れ
を
支
梯
う
基
本
的
な
罪
名
で
、
謝
銭

の
額
の
算
出
は
償
命
銭
の
場
合
に
準
じ
た
被
害
者
の
身
分
を
勘
案
す
る
定
額
制

で
、
最
高
額
は
最
低
額
の
百
倍
に
嘗
る
こ
と
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。
謝
銭
が
遁

用
さ
れ
る
罵
雪
罪
の
遁
用
範
園
は
唐
明
律
よ
り
も
抜
大
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
外

園
か
ら
の
客
使
へ
の
罵
晋
に
封
し
て
も
科
せ
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
家
族

や
親
族
聞
の
謝
銭
に
は
異
財
と
親
告
と
い
う
こ
つ
の
問
題
が
絡
ん
で
い
た
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
機
謝
銭
と
い
う
の
は
、
死
者
も
し
く
は
死
者
の
鐙
を
侵

害
し
た
宗
教
的
感
情
を
害
す
る
行
震
に
針
す
る
謝
罪
金
で
、
闘
殿
罪
の
謝
銭
規

定
に
準
接
し
て
算
出
さ
れ
て
お
り
、
傷
損
銭
は
身
慢
の
損
傷
部
分
に
叫
到
す
る
賠

償
金
で
、
身
鐙
の
損
傷
部
分
に
謄
じ
て
、
あ
ら
か
じ
め
具
鐙
的
に
金
額
を
定
め

て
お
く
定
額
賠
償
制
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
謝
銭
に
廉
狭
の
意
味
が
あ
り
、
機

謝
銭
を
指
し
た
り
損
傷
銭
を
包
括
し
た
り
し
た
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
説
明
さ

れ
て
い
る
。

第
六
章

「
財
産
の
侵
害
に
針
す
る
賠
償
金
」
で
、
著
者
は
ま
ず
『
園
靭
刑

律
』
二
八
僚
の
倍
賊
律
を
詳
細
に
検
討
し
、
娘
、
即
ち
あ
る
財
物
の
奪
取
ま
た

は
授
受
が
犯
罪
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
る
そ
の
財
物
(
正
賊
〉
を
基
準
と
し

て
、
各
種
の
賠
償
の
場
合
に
ど
の
よ
う
に
賠
償
額
を
決
め
る
か
と
い
う
、
こ
の

刑
律
濁
自
の
基
本
規
定
に
吟
味
を
加
え
、
こ
の
篠
文
で
は
倍
賊
が
二
種
類
に
大

別
さ
れ
て
い
て
、
公
的
財
産
の
不
法
取
得
の
場
合
に
は
コ
一
分
」
を
賠
償
さ

せ
、
私
的
財
産
の
不
法
取
得
の
場
合
に
は
ご
分
」
を
賠
償
さ
せ
、
故
意
犯
と

再
犯
の
場
合
は
、
甚
し
い
も
の
は
「
五
分
」
・
「
九
分
」
と
い
う
よ
う
に
賠
償
額

を
加
増
し
、
不
法
に
獲
得
し
た
財
物
自
鐙
(
正
賊
〉
は
、
そ
れ
が
官
物
な
ら
官

司
に
、
私
物
な
ら
本
来
の
所
有
者
に
返
還
さ
せ
る
が
、
私
物
の
織
で
も
原
告
と

被
告
の
雨
嘗
事
者
が
共
に
罪
に
問
わ
れ
る
よ
う
な
性
質
の
賊
や
、
本
来
の
所
有

者
が
存
在
し
な
い
賊
は
官
に
牧
め
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
正
賊
以
外
に
支
梯

う
べ
き
倍
返
し
分
(
倍
分
)
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
十
等
分
し
て
一

O
分
の
八

を
本
来
の
所
有
者
に
、
一

O
分
の
こ
を
官
司
に
輿
え
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
更

に
後
者
を
官
で
関
係
者
に
配
分
す
る
方
式
を
設
明
し
、
こ
の
何
「
分
」
と
い
う
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の
は
正
賊
と
並
行
し
て
そ
の
何
倍
か
を
支
梯
う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
ま

た
賠
償
制
度
に
は
こ
の
よ
う
な
倍
額
支
郷
の
外
に
同
額
・
減
額
支
携
の
場
合
が

あ
っ
て
、
同
額
は
不
法
領
得
の
意
思
が
見
嘗
ら
な
い
よ
う
な
財
産
侵
害
行
震

や
、
官
吏
の
公
罪
そ
の
他
に
適
用
さ
れ
、
減
額
は
家
畜
の
殺
傷
や
、
共
犯
や
従

犯
の
場
合
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
財
産
侵
害
に
針
す
る
賠
償
は
家

族
・
親
族
関
係
や
主
奴
関
係
の
範
囲
で
も
無
縁
で
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る。
第
七
章
は
「
勢
役
等
の
侵
害
に
射
す
る
賠
償
金
」
と
題
し
て
、
諸
種
の
労

役
・
役
務
の
横
領
や
そ
れ
ら
の
不
履
行
と
い
う
形
の
侵
害
に
劃
す
る
賠
償
を
取

扱
っ
て
い
る
。
著
者
は
『
図
朝
刑
律
』
で
功
傭
銭
ま
た
は
傭
功
銭
と
呼
ん
で
い

る
の
は
、
官
私
の
奴
解
、
典
麗
人
か
ら
民
丁
・
寧
了
ま
で
の
康
範
囲
の
諸
身
分

で
、
園
家
あ
る
い
は
私
人
に
劃
し
て
一
定
の
役
務
を
有
す
る
も
の
が
逃
亡
し
た

り
、
彼
等
を
私
役
し
た
り
し
た
場
合
な
ど
に
、
一
日
に
つ
き
定
額
三

O
文
を
徴

す
る
賠
償
金
を
指
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
ま
た
賦
役
銭
と
謀
役
銭
は
類
義
語

で
あ
る
と
見
倣
し
、
こ
れ
ら
は
軍
丁
や
民
丁
の
逃
亡
な
ど
に
よ
っ
て
、

毎
年
閤

家
に
射
し
て
負
捻
す
べ
き
法
定
義
務
を
不
法
に
回
避
し
た
た
め
に
、
園
家
に

一

定
の
損
失
を
奥
え
た
と
き
に
徴
さ
れ
る
も
の
で
、
一
年
に
つ
き
一
一
一
貫
を
基
準
と

し
て
算
出
さ
れ
て
お
り
、

相
助
犯

・
従
犯
か
ら
減
額
分
を
徴
し
た
事
例
も
あ

り
、
犯
罪
の
態
様
そ
の
他
の
傑
件
が
加
わ
る
と
基
準
額
の
倍
額
を
徴
し
た
事
例

も
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
倍
額
・
同
額
・
減
額
の
原
理
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
を

認
め
、
ま
た
軍
人
が
番
役
義
務
と
大
集
軍
期

・
校
閥
時
な
ど
の
諸
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
時
に
、
質
刑
に
附
し
て
徴
さ
れ
る
紋
番
役
銭
や
欲
目
銭
な
ど
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

第
三
篇
は
「
ベ

ト
ナ
ム
前
近
代
の
身
分
と
『
園
朝
刑
律
』
」
と
題
し
て
二
章

に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一

章
は
「
ベ
ト
ナ
ム
前
近
代
の
奴
稗
|
|
身
分
と
し
て

の
奴
稗
を
め
ぐ
る
基
礎
的
考
察

l
l」
で
、
は
じ
め
に
奴
牌

・
奴
隷
制
の
研
究

紋
況
を
概
観
し
、
績
い
て
ベ
ト
ナ
ム
の
諸
文
献
に
み
え
る
奴
稗
を
指
す
諸
用
語

を
集
め
、
宏

・
宏
奴
そ
の
他
の
特
別
な
名
穏
を
解
説
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
用

語
の
分
類
を
行
な
い
、
ま
た
各
時
代
の
史
料
を
用
い
て
、
奴
稗
所
有
者
が
自
己

の
奴
鮮
に
刺
盤
、
と
く
に
刺
額
を
行
な
っ
た
こ
と
、
龍
の
刺
墨
は
龍
崇
奔
の
表

れ
で
、
李
朝
時
代
に
奴
僕
に
龍
の
刺
墨
を
す
る
の
を
禁
止
し
た
の
は
、
龍
崇
奔

を
共
通
の
習
俗
と
す
る
習
俗
共
同
佳
か
ら
家
奴
を
排
除
し
た
こ
と
を
意
味
す
る

旨
を
述
べ
、

ι
次
い
で
『
園
朝
刑
律
』
の
奴
稗
に
関
す
る
諸
規
定
を
検
討
し
て
、

そ
れ
ら
に
は
中
園
律
に
な
い
規
定
、
『
唐
律
疏
議
』
を
縫
受
し
た
規
定
、
『
明

律
』
を
部
分
的
に
参
照
し
た
と
目
さ
れ
る
規
定
が
あ
り
、
主
人
に
針
す
る
奴
稗

の
犯
罪
に
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
は
唐
律
の
そ
れ
よ
り
も
一
等
軽
く
量
定
さ
れ
る
こ

と
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
、
財
な
ら
び
に
奴
稗
の
所
有
主
健
は
主
な

い
し
家
主
と
呼
ば
れ
た
が
、
「
主
」
は

「現
貨
の
所
有
主
慢
と
家
産
分
割
の
権

利
(
得
分
権
〉
を
有
す
る
同
居
家
族
を
指
間
附
す
る
語
で
あ
っ
た
」
と
推
論
し
、

王
侯
な
ど
に
所
属
す
る
特
定
の
家
奴
と
良
民
と
の
聞
の
婚
姻
は
禁
止
さ
れ
た
の

に
一
般
的
な
良
奴
の
通
婚
禁
止
規
定
が
ま
っ
た
く
存
し
な
い
こ
と
を
問
題
と
し

て
、
禁
止
規
定
が
見
嘗
た
ら
な
く
て
も
、
良
奴
の
遁
婚
が
法
的
に
容
認
さ
れ
た

と
は
思
え
ず
、
そ
れ
は
嘗
時
の
奴
稗
所
有
が
王
侯
・
公
主
や
官
吏
ら
に
集
中
し

て
い
た
と
い
う
寅
紋
に
起
因
し
た
と
考
え
、
ま
た
官
奴
縛
は
私
奴
鰐
よ
り
も
厳

し
い
法
的
規
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
奴
抽
貯
は
法
的
に
は
制
限

能
力
者
で
、
お
お
む
ね
彼
ら
は
刑
事
責
任
を
追
及
さ
れ
た
が
、
民
事
責
任
の
方

は
良
民
並
み
に
そ
れ
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
主
人
が
そ
の
代
嘗
責
任

を
負
う
こ
と
が
多
か
っ
た
と
推
量
し
て
い
る
。

第
八
議
は
「
ベ
ト
ナ
ム
の
養
子
に
つ
い
て
|
|
一
八
世
紀
以
前
に
お
け
る
養

子
の
貧
態
と
養
子
政
策
を
中
心
に
||
」
と
題
し
て
、
依
子

・
義
子
を
含
む
庚
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義
の
養
子
を
扱
い
、
ま
ず
養
子
関
係
を
一
示
す
各
種
の
用
語
を
集
め
て
か
ら
、
各

種
の
史
料
に
見
ら
れ
る
枚
養
の
事
例
を
掲
げ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
が
中
園
か
ら

濁
立
し
た
初
期
の
政
権
に
は
、
同
族
な
い
し
擬
制
的
血
縁
を
中
按
と
す
る
家
父

長
的
支
配
の
性
格
が
強
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
中
園
に
お
け
る
俵
子
の
流
行
と
無

関
係
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
こ
に
ベ
ト
ナ
ム
濁
自
の
基
盤
を
考
え
る
べ
き
こ

と
、
ベ
ト
ナ
ム
で
も
中
園
の
よ
う
に
官
吏
に
は
官
蔭
の
特
穫
が
あ
っ
て
、
長
子

な
い
し
衆
子
が
蔭
子
と
し
て
官
位
に
就
く
規
定
が
あ
っ
た
か
ら
、
官
吏
の
牧
養

行
震
に
は
規
制
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
異
姓
養
子
が
か
な
り
庚
く
行
な
わ

れ
た
ら
し
い
こ
と
を
述
べ
、
養
子
に
制
到
す
る
家
産
分
割
に
関
す
る
『
園
朝
刑

律
』
の
規
定
を
検
討
し
、
養
子
と
寅
子
と
の
聞
に
均
分
の
原
則
が
働
い
て
い
な

い
こ
と
そ
の
他
、
中
園
の
場
合
と
は
呉
っ
た
黙
を
指
摘
し
て
い
る
。

附
篇
の
内
容
は
「
ベ
ト
ナ
ム
の
馬
を
め
ぐ
る
二
、
=
一
の
考
察
|
|
李
・
陳
・

察
の
三
王
朝
を
中
心
に
|
|
」
と
な
っ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
で
は
古
く
中
園
の

支
配
時
代
に
既
に
馬
が
資
さ
れ
、
宋
代
に
は
占
城
や
員
臓
に
も
馬
が
存
在
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
李
朝
で
は
馬
の
輸
入
が
積
極
的
に
行
な
わ
れ
て
い

て
、
互
市
に
よ
る
寅
馬
が
あ
っ
た
ほ
か
、
中
園
の
皇
脅
か
ら
の
下
賜
や
、
戦
争

も
し
く
は
、
武
力
に
よ
る
獲
得
が
あ
り
、
特
定
の
階
層
の
開
で
乗
馬
と
し
て
愛

用
さ
れ
、
軍
馬
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
こ
と
、
陳
朝
で
は
文
武
百
官
の
馬
の
所

有
に
身
分
的
規
制
を
加
え
た
こ
と
、
家
朝
で
は
牧
馬
が
行
な
わ
れ
た
た
め
に
馬

匹
の
数
が
増
加
し
、
馬
が
乗
馬
・
軍
馬
あ
る
い
は
騨
馬
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
附
篇
の
後
に
「
後
記
」
を
記
し
、
更
に
そ
の
後
に
七
三
頁
に
及
ぶ
「
ベ
ト
ナ

ム
前
近
代
法
史
年
表
」
と
索
引
(
二

O
頁
)
を
附
載
し
て
い
る
。
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以
上
片
倉
氏
の
著
書
を
私
な
り
に
紹
介
し
て
き
た
が
、
そ
の
内
容
か
ら
見

て
、
同
室
田
は
題
名
通
り
の
ベ
ト
ナ
ム
前
近
代
法
の
基
礎
的
研
究
を
見
事
に
展
開

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
の
少
な
い
古
代
か
ら
陳
朝
ま
で
に
関
し
て
は
、
断

片
的
な
記
載
を
略
網
羅
し
て
考
察
を
行
っ
て
お
り
、
『
園
朝
刑
律
』
に
関
し
て

は
そ
の
全
世
の
構
造
と
性
格
を
究
明
し
、
全
篇
を
通
じ
て
中
園
の
法
典
と
の
比

較
を
行
な
い
、
ベ
ト
ナ
ム
側
で
中
園
法
の
候
文
の
取
捨
選
揮
を
行
っ
て
い
て
、

唐
律
な
ど
か
ら
俊
文
を
取
り
入
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
改
努
を
加
え
、
ま
た

ベ
ト
ナ
ム
濁
自
の
篠
文
を
作
成
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
そ
の
背

後
に
ベ

ト
ナ
ム
祉
舎
の
停
統
と
、
各
時
代
の
諸
情
勢
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
定

し
て
い
る
。
そ
し
て
片
倉
氏
は
『
園
朝
刑
律
』
の
濁
自
の
性
格
を
解
明
す
る
作

業
に
お
い
て
殊
に
特
徴
の
あ
る
賠
償
金
と
徒
刑
に
つ
い
て
大
き
な
成
果
を
賓

し
、
従
来
解
穆
困
難
で
あ
っ
た
多
く
の
問
題
を
解
い
て
い
る
。
ま
た
同
氏
の
著

書
に
は
関
係
史
料
や
従
来
の
諸
研
究
が
庚
く
参
照
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は

ベ
ト
ナ
ム
前
近
代
法
史
年
表
と
共
に
研
究
者
に
多
大
の
便
宜
を
輿
え
る
。
詮
の

中
に
も
、
奴
稗
の
身
分
に
関
し
て
、
各
種
の
用
語
が
ど
の
文
献
の
ど
こ
に
現
れ

て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
(
四
三
四
|
四
三
九
頁
〉
な
ど
、
便
利
な
も
の
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
特
長
を
具
え
た
片
倉
氏
の
著
書
は
、
今
後
『
園
朝
刑
律
』
を

研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
必
須
の
文
献
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

-u も
っ
と
も
、
多
く
の
課
題
に
答
え
を
出
す
と
同
時
に
新
し
い
問
題
を
提
出
し

て
い
る
同
書
に
は
、
疑
問
と
な
る
箇
所
も
存
在
す
る
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
幾
っ

か
を
取
上
げ
て
お
き
た
い
。
奴
稗
に
関
す
る
研
究
で
、
『
園
朝
刑
律
』
に
良
奴

婚
姻
(
良
賎
婚
姻
)
の
禁
止
規
定
が
な
い
と
い
う
問
題
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

私
は
曾
て
禦
朝
の
婚
姻
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
際
に
、
「
安
南
の
奴
隷
に
関
し

て
:
:
:
繁
朝
に
良
賎
遁
婚
の
禁
止
が
み
え
な
い
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
地
位
を
考

へ
る
上
に
重
要
な
示
唆
を
輿
へ
る
。
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
(
『
東
方
皐
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報
』
東
京
八
、
一
九
一
一
一
八
年
、
二
八
六
頁
〉
、
片
倉
氏
は
こ
の
問
題
を
論
じ
て

(
四
一
六
四
二

O
、
四
二
八
頁
)
通
婚
禁
止
の
一
般
的
規
定
が
「
明
文
化
さ

れ
て
い
な
く
て
も
、
や
は
り
良
奴
の
通
婚
は
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
」
と
考
え
る
と
共
に
、
明
文
化
の
な
い
理
由
を
求
め
、
『
園
朝
刑
律
』
の
「
公

侯
家
奴
船
主
」
の
横
暴
を
抑
え
た
三
三
六
僚
を
引
い
て
、
「
王
侯
ら
の
家
奴
が
、

そ
の
主
人
の
権
勢
に
依
接
し
て
良
民
と
逼
婚
し
、
身
分
間
秩
序
を
崩
す
状
況
が

存
在
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
蛍
時
の
ベ
ト
ナ
ム
で
良
奴
閲
の
秩
序

を
維
持
し
強
化
す
る
た
め
に
は
、
一
般
的
な
良
奴
一週
婚
禁
止
令
を
渡
布
す
る
よ

り
も
、
特
定
身
分
を
主
人
と
す
る
家
奴
に
直
接
規
制
を
加
え
、
身
分
間
拘
束
を

強
化
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
き
わ
め
て
切
質
か
つ
重
要
な
問
題
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
」
と
述
べ
、
そ
の
背
景
と
し
て
私
奴
稗
所
有
が
王
侯
・
公
主
・
官
吏
の

諸
身
分
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
私
は
良
賎
遁

婚
禁
止
の
明
文
が
な
い
の
は
、
『
園
朝
刑
律
』
で
は
良
と
賎
と
の
身
分
的
差
達
、

或
は
境
界
線
、
が
唐
律
程
に
明
確
で
は
な
く
て
、
明
文
化
す
る
必
要
が
な
か
っ

た
、
或
は
す
べ
き
で
な
か
っ
た
、
と
い
う
吠
況
が
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
片
倉
氏
は
『
図
朝
刑
律
』
に
「
『
唐
律
疏
議
』

の
よ
う
な
「
良
践
相
姦
」
「
良
賎
相
殴
」
の
明
文
」
|
|
『
疏
議
」
で
は
雑
律
の

「
奴
姦
良
人
」
、
闘
訟
の
「
部
曲
奴
稗
良
人
相
殿
」
の
僚
に
そ
れ
が
見
え
る
ー
ー

が
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
ら
れ
る
が
(
四
一
九
頁
)
、
『
疏
議
』
の
方
で
賎

の
罪
を
良
よ
り
重
く
罰
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
『
刑
律
』
で
そ
れ
が
な

い
の
も
、
良
賎
婚
の
場
合
と
一
連
の
取
設
い
で
、
察
朝
の
方
で
唐
代
程
に
良
賎

の
区
別
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
震
で
あ
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

禦
朝
の
立
法
者
は
『
唐
律
』
に
は
精
通
し
て
お
り
、
そ
の
俊
文
を
取
捨
し
て
採

揮
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
良
賎
関
係
の
右
の
三
種
の
規
定
を
落
し
て
い
る
の

は
、
そ
れ
に
積
極
的
な
理
由
が
あ
っ
た
と
解
す
る
方
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う

か
。
殊
に
姦
通
の
場
合
は
、
『
圏
朝
刑
律
』
に
唐
明
律
に
は
存
在
し
な
い
「
姦

通
草」

と
い
う
篇
目
を
特
に
設
け
て
こ
れ
を
強
調
し
て
取
扱
っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
良
賎
聞
の
規
定
を
格
別
の
理
由
が
無
く
て
落
と
し
て
い
る
と
は
考
え

難
い
。
問
題
の
『
園
朝
刑
律
』
の
一
一
一
一
一
一
六
僚
は
「
公
侯
家
奴
恥
主
」
の
「
托
威

勢
、
占
入
国
土
、
脅
妥
良
女
、
及
凌
罵
人
者
、
」
を
禁
じ
た
も
の
で
、
唯
の
婚

姻
で
は
な
く
て
脅
婆
で
あ
る
し
、
こ
の
像
文
の
性
格
は
そ
れ
に
綴
く
一三一一七

候
・
一
一
一
一
一
一
八
僚
の
「
勢
家
」
の
横
暴
を
禁
じ
た
規
定
と
一
連
の
も
の
で
、
こ
れ

を
「
良
奴
聞
の
秩
序
を
維
持
し
強
化
す
る
た
め
」
の
規
定
と
は
認
め
難
い
。
三

一
一
一
六
僚
で
は
「
家
奴
」
が
罰
せ
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
「
家
主
」
も
こ
れ
を

容
認
す
れ
ば
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
家
主
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
『
園
朝
刑
律
』
で
奴
稗
の
主
人
に
劃
す
る
犯
罪
に
科
せ
ら
れ
る

刑
罰
を
み
る
と
、
唐
律
の
そ
れ
よ
り
も
軽
く
量
定
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い

が
(
四

O
一一
一ーー四

O
九
頁
〉
、
こ
れ
も
繁
朝
の
方
で
良
賎
の
区
別
が
よ
り
小
さ

く
な
っ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
良
践

と
い
う
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
頻
度
を
数
え
て
み
る
と
、
『
唐
律
疏
議
』
で

は
良
が
一
五
四
回
、
賎
が
七
六
回
、
律
の
本
文
だ
け
に
限
る
と
良
(
良
人
〉
が

二
二
回
、
賎
が
三
回
(
同

一
俊
文
)
現
れ
て
い
る
が
、
『
園
朝
刑
律
』
で
は
良

が
五
箇
僚
に
各
一
回
(
二
九

一
・
三
三
八
・
三
六
四
・
四
六
一
・
五
三
六
の
各

候
)
、
賎
が
一
回
(
二
九
一
候
)
現
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
『
唐
律
』
の
俊
文

数
が
五

O
二
、
『
園
朝
刑
律
』
の
そ
れ
が
七
二
二
で
あ
る
の
を
考
慮
に
入
れ
て

み
る
と
、
巨
視
的
に
見
て
、
後
者
に
お
い
て
良
賎
の
医
別
を
念
頭
に
置
い
た
規

定
の
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
『
園
靭
刑
律
』
で

唯

一
回
践
の
文
字
が
現
れ
る
二
九
一
僚
は
奴
縛
に
放
書
を
輿
え
て
こ
れ
を
解
放

し
た
あ
と
で
、
ま
た
こ
れ
を
強
摩
的
に
賎
と
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
、
も

と
も
と
『
唐
律
』
戸
婚
章
の
「
放
部
曲
震
良
L

の
僚
に
基
い
て
お
り
、
「
己
給
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放
童
雷
而
堅
震
賎
者
」
と
い
う
箇
所
は
全
く
同
文
で
あ
る
が
、
二
九
一
僚
で
取
扱

っ
て
い
る
の
は
身
分
の
獲
更
に
関
す
る
問
題
で
、
賎
の
身
分
に
あ
る
も
の
の
行

動
に
関
す
る
規
定
で
は
な
く
、
ま
た
罰
せ
ら
れ
る
の
は
奴
稗
と
さ
れ
た
人
で
は

な
く
て
、
奴
縛
に
し
た
人
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
二
九
一
僚

で
賎
と
い
う
の
は
、
奴
稗
の
ほ
か
に
宏
奴
そ
の
他
を
も
含
め
て
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
『
唐
律
』
戸
婚
章
の
方
の
規
定
は
部
曲
・
奴
稗
が
混
在
し
て
い
て

や
や
複
雑
で
あ
る
が
、
二
九
一
僚
に
相
暗
闘
す
る
場
合
の
罰
則
は
徒
一
年
半
と
見

ら
れ
る
の
に
(
四

O
二
頁
)
、
二
九
一
僚
の
罰
則
は
「
答
伍
拾
庭
萱
資
」
で
軽

く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
繋
朝
に
お
け
る
良
賎
の
差
違
が
唐
の
そ

れ
よ
り
も
小
さ
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
一
万
す
事
例
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
一

般
に
法
的
に
良
民
よ
り
も
下
位
に
あ
る
人
聞
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
社
舎
の

階
層
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
主
従
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を

区
別
し
て
用
語
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
雨
者
の
ほ
か
に
そ
の
混
合
形
を

も
把
揮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
『
園
朝
刑
律
』
の
用
語
の
場
合
は
主
従
関
係
に

重
熱
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
、
良

・
賎
の
用
例
が
少
な
く
て
「
賎
民
」
の
名

稽
が
幾
種
類
も
あ
る
の
は
(
四
三
九
頁
註
川
崎
〉
、
そ
れ
と
関
係
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
園
朝
刑
律
』
に
は
良
賎
婚
禁
止

規
定
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
、
な
か

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
闘
朝
刑
律
』
で
主
従
関
係
に
重
黙
が
あ
る
こ
と
の
透
明

は
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
奴
稗
関
係
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
四

一
八
僚
に
み
え
る
部
曲
も
併
せ
て
考
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

片
倉
氏
は
『
闘
靭
刑
律
』
の
財
産
刑
の
中
に
、
「
最
高
に
重
い
刑
と
し
て
「
家

産
淡
官
」
「
国
産
淡
官
」
「
回
産
還
夫
主
」
な
ど
の
形
式
で
一
示
さ
れ
た
財
産
波
牧

刑
」
が
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
さ
二
九
頁
)
、
こ
れ
ら
一
一
一
者
の
中
で
前

二
項
は
問
題
な
い
と
し
て
、
第
三
項
は
官
へ
の
財
産
波
放
と
は
認
め
ら
れ
な

ぃ
。
「
回
産
還
夫
主
」
は
四

O
七
僚
に
見
え
て
い
る
が
、
奴
が
表
通
で
斬
罪
に

な
っ
た
場
合
に
そ
の
田
産
を
主
人
に
鋪
嵐
さ
せ
る
規
定
で
あ
る
。
叉
同
氏
は
一

般
人
に
劃
す
る
罵
雪
罪
に
関
し
て
、
そ
れ
が
唐
律
に
な
く
て
明
律
に
現
れ
る
こ

と
を
述
べ
た
上
で
、
『
園
朝
刑
律
』
に
「
一
般
庶
民
お
よ
び
庶
民
開
の
罵
腎
罪

が
存
し
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
記
載
を
探
し
嘗
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し

て
、
四
八

O
候
・
四
八
九
傑
・
六
三
七
僚
を
引
用
し
、
そ
れ
に
基
い
た
推
論
を

展
開
し
て
お
ら
れ
る
が
(
二
七
八

|
二
八
一
頁
)
、
こ
れ
ら
の
燦
文
に
-
記
載
さ

れ
て
い
る
の
は
み
な
「
殿
罵
」
の
場
合
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
殴
打
を

伴
わ
な
い
罵
晋
罪
の
存
在
を
鐙
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
書
が
出
版
さ
れ
た
同
じ
一
九
八
七
年
に
は
、
ま
た

Z
mミ
g
z
m
D
n

zミ
・
、
『
世
〈
宮
、
H
，bF
雨
氏
が
吋
み
ロ
〈
E
F
F
即
日
氏
の
共
力
を
得
て
、

叫

J
E
E
P
F
E
8
3叫

4
2
b
S
E
N
-じ
S
Q事
l
h
p書
官
E
H
E

b
g・5
a
g喜
E
G
p
h
a
h叫
同
臣
、

-yghhhv

同
定
。
ミ
SNEe『君、足帆円。
h

b
E
H町
、
包

h
g丸
み
言
。

Hass--ωsr・
o
r
g
dロ
-Z円

白
山

q
p
o白血
・

を
出
版
し
た
の
を
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
回

R
E
E
F
ω
唱

ωnroo-
で
「
東
ア
ジ
ア
法
律
研
究
」
の
事
業
と
し
て
久
し
く
繍
け
ら
れ
て
き

た
研
究
の
成
果
を
愛
表
し
た
も
の
で
、
第
一
周
(
二
九
三
頁
〉
で
は
ベ
ト
ナ
ム

の
法
制
史
を
概
説
し
、
こ
の
本
の
編
成
、
『
園
朝
刑
律
』
の
特
色
を
解
説
し
た
上

で
、
同
『
刑
律
』
に
み
ら
れ
る
七
二
二
僚
の
俊
文
全
部
の
英
-
謬
を
掲
げ
、
第
二

加
(
=
二
ハ

O
頁
〉
に
は
各
僚
に
劃
す
る
註
緯
を
載
せ
、
第
三
朋
〈
三
六
三
頁
)

に
は
こ
れ
ら
の
各
僚
と
唐
律
・
明
律
・
清
律
・
院
律
の
各
僚
と
の
封
照
表
、
家

朝
・
院
朝
時
代
の
文
書
の
書
式
例
、
ベ
ト
ナ
ム
支
配
者
年
代
表
、

r
E
E
-

∞R
S
の
ス
ケ
ッ
チ
、
文
献
目
録
、
用
語
集
お
よ
び
索
引
を
枚
め
て
い
る
。
こ

の
書
も
『
園
朝
刑
律
』
の
研
究
者
に
と
っ
て
必
讃
の
文
献
で
あ
る
。
片
倉
氏
の

本
も
白
石
氏
等
の
本
も
、
別
々
に
研
究
を
進
め
て
別
々
に
渡
表
し
た
も
の

-195ー
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で
、
こ
れ
ら
を
比
較
封
照
し
て
み
る
と
、
互
に
相
浦
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
同
時

に
、
そ
こ
に
多
く
の
新
し
い
問
題
が
展
開
し
て
く
る
。
そ
れ
は
個
々
の
候
文
や

用
語
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
問
題
の
立
て
方
に
お
い
て
も
、
綜
合
的
な
解
稼
に

お
い
て
も
現
わ
れ
て
い
る
。

国
ミ

氏
等
の
著
書
が
「
近
代
的
」
な
園
家
形
成

の
た
め
の
公
法
、
個
人
の
権
利
を
守
る
た
め
の
私
法
の
展
開
に
重
黙
を
置
い
て

説
明
し
て
い
る
の
も
片
倉
氏
の
著
書
と
は
異
る
著
し
い
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

雨
世一
回
を
も
含
め
た
問
題
朕
況
に
つ
い
て
、
私
は
日
本
ベ
ト
ナ
ム
研
究
者
曾
議
の

第
一
回
大
曾
(
一
九
八
七
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
)
で
「
図
朝
刑
律
研
究
の
現
状
」

と
題
す
る
報
告
を
行
っ
て
お
い
た
。

一
九
八
七
年
二
月

東

京

風

関

書

房

A
5
版
六
五
四
頁
二
六
0
0
0園
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