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【
要
約
】
　
答
胎
勢
思
死
の
い
わ
ゆ
る
五
刑
の
う
ち
、
前
二
者
の
答
五
刑
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
執
行
形
態
を
考
察
す
る
。
笛
杖
刑
の
執
行
形
態
は
、
大
別

す
る
と
、
差
押
・
収
贈
に
分
か
れ
て
お
り
、
愛
人
身
分
の
も
の
は
｝
般
に
は
答
杖
の
実
刑
、
す
な
わ
ち
決
罰
を
免
除
さ
れ
て
、
金
品
の
納
入
に
よ
る
代
替
、

す
な
わ
ち
収
職
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
そ
の
罪
が
私
罪
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
官
人
身
分
の
も
の
は
収
駿
の
う
え
に
罷
職
・
予
告

身
な
ど
の
懲
戒
処
分
を
加
重
さ
れ
、
現
任
の
官
職
を
罷
免
さ
れ
た
う
え
で
官
人
と
し
て
の
位
階
を
示
す
告
身
の
一
部
、
な
い
し
は
全
部
を
興
奮
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。

　
ま
た
官
人
身
分
の
中
で
も
、
国
王
の
特
別
の
恩
顧
に
与
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
八
議
の
身
分
の
も
の
は
、
国
王
に
よ
り
し
ば
し
ば
刑
罰
免
除
の
恩
典
を
受

け
、
決
罰
・
雲
霞
の
責
任
を
一
切
免
除
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
場
合
に
も
罷
職
・
収
告
身
な
ど
の
懲
戒
処
分
は
単
独
の
処
分
と
し
て
施
行
さ
れ
、
こ

れ
に
よ
っ
て
当
該
官
人
に
対
す
る
懲
戒
の
意
が
示
さ
れ
る
慣
例
に
な
っ
て
い
た
。

　
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
様
々
な
刑
罰
や
懲
戒
処
分
の
あ
り
方
を
通
し
て
、
官
人
身
分
と
法
網
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
二
巻
二
号
　
［
九
九
九
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

「
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」
と
い
う
。
『
礼
記
』
曲
礼
に
見
え
る
こ
の
有
名
な
文
言
は
、
古
来
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
官

（233）

人
身
分
の
免
罪
特
権
を
表
す
言
葉
と
し
て
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
礼
節
を
知
る
聖
人
身
分
の
も
　
　
6
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の
（
大
夫
）
は
、
そ
も
そ
も
罪
を
犯
す
よ
う
な
こ
と
は
な
い
が
、
万
一
罪
を
犯
し
て
も
、
そ
の
身
分
を
尊
ん
で
特
別
の
措
置
を
加
え
る
こ
と
に

す
る
。
従
っ
て
、
平
民
身
分
の
も
の
（
庶
人
）
に
加
え
る
よ
う
な
刑
罰
が
、
官
人
身
分
の
も
の
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
中
国
古
代
に
始
ま
っ
て
、
広
く
前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
世
界
に
流
布
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
右
の
法
意
識
に
お
い
て
は
、
礼
節
を
知
る
官
人
身

分
の
も
の
と
、
そ
の
欝
外
に
あ
る
平
民
身
分
の
も
の
と
は
、
廟
ず
か
ら
別
個
の
法
領
域
を
成
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
礼
節
を
知
ら
な
い
平
民
身

分
の
も
の
こ
そ
が
、
本
来
刑
罰
の
対
象
物
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
礼
節
を
わ
き
ま
え
た
官
人
身
分
の
も
の
に
は
本
来
刑
罰

は
及
ん
で
は
な
ら
ず
、
万
一
刑
罰
が
及
ぶ
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
官
人
と
し
て
の
礼
節
を
損
な
わ
な
い
だ
け
の
何
ら
か
の
特
別
の
措
置
が
図
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
前
近
代
東
ア
ジ
ア
世
界
の
一
角
を
占
め
る
朝
鮮
初
期
の
刑
罰
制
度
に
お
い
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
法
意
識
は
そ
の
制
度

の
あ
り
方
全
体
を
貫
い
て
存
在
し
た
。
答
・
杖
・
徒
・
流
・
死
の
い
わ
ゆ
る
五
刑
の
う
ち
、
笛
刑
と
杖
刑
（
以
下
、
答
杖
刑
と
略
称
す
る
）
は
、

比
較
的
軽
微
な
犯
罪
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
、
最
も
日
常
的
に
執
行
さ
れ
て
い
た
刑
罰
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
が
、
官
人
身
分
の
も
の
が
こ
の

答
杖
刑
に
当
て
ら
れ
た
場
合
に
は
、
朝
鮮
朝
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
金
品
の
納
入
に
よ
る
実
刑
の
免
除
、
す
な
わ
ち
収
蹟
が
許
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
朝
鮮
朝
の
刑
罰
制
度
が
中
国
明
朝
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
『
大
明
律
』
を
そ
の
刑
法
典
と
し
て
準
用
し
て
い
る
以
上
、
窟
人
身
分

の
犯
罪
が
明
律
に
基
づ
い
て
収
蹟
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
自
明
と
い
え
ば
余
り
に
も
自
明
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
同
一
の
法
文
を
採
用
し
な
が
ら
も
、
中
国
明
朝
と
朝
鮮
朝
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
現
実
を
反
映
し
つ
つ

運
用
の
仕
方
が
異
な
っ
て
く
る
の
が
当
然
で
あ
っ
て
、
事
実
、
朝
鮮
初
期
に
お
い
て
は
官
人
身
分
の
犯
罪
に
対
し
、
し
ば
し
ば
答
杖
の
実
刑
、

す
わ
な
ち
決
罰
を
加
え
る
事
例
も
存
在
し
た
。
こ
れ
が
明
律
の
規
定
ど
お
り
に
収
願
を
以
て
施
行
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
太
祖
・
太
宗
・
世
宗
の

三
代
に
わ
た
る
一
連
の
制
度
改
革
と
、
そ
の
改
革
の
裏
づ
け
と
し
て
の
王
権
の
確
立
と
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
朝
鮮
朝
で
は
官
人
身
分
の
答
杖
の
犯
罪
に
対
し
、
そ
れ
が
私
罪
に
該
当
す
る
場
合
に
は
収
順
の
う
え
に
さ
ら
に
罷
職
・
収
報
身
な
ど
の

懲
戒
処
分
を
加
重
し
、
一
方
、
国
王
の
特
別
の
恩
顧
に
与
る
い
わ
ゆ
る
八
議
身
分
の
犯
罪
に
対
し
て
は
、
決
罰
・
収
順
な
ど
の
刑
法
上
の
責
任

を
一
切
免
除
し
て
、
単
に
罷
職
・
収
終
身
な
ど
の
懲
戒
処
分
を
加
え
る
に
止
め
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
～
連
の
懲

戒
制
度
も
ま
た
、
明
制
と
は
異
な
る
朝
鮮
朝
独
特
の
運
用
形
態
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
官
人
身
分
に
対
す
る
こ
う
し
た
様
々
な
刑
罰
や
懲
戒
処
分
の
あ
り
方
を
、
専
ら
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
な
ど
の
文
献
史
料
に
基
づ

い
て
実
証
的
に
考
察
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
官
人
身
分
と
法
制
と
の
関
係
を
1
延
い
て
は
そ
の
身
分
的
特
権
の
本
質
を
も
－
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

裁
判
制
度
の
概
観

　
玉
杖
刑
の
執
行
形
態
を
考
察
す
る
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
は
そ
の
刑
罰
が
確
定
す
る
ま
で
の
裁
判
の
過
程
を
～
通
り
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
し

よ
う
。

　
こ
こ
で
裁
判
と
い
う
の
は
、
も
と
よ
り
刑
事
裁
判
の
こ
と
で
あ
る
が
、
前
近
代
の
裁
判
輝
度
に
お
い
て
は
、
近
代
裁
判
制
度
に
お
け
る
捜
査

段
階
と
公
判
段
階
と
い
う
よ
う
な
厳
密
な
区
別
は
な
い
。
む
し
ろ
捜
査
の
過
程
が
す
な
わ
ち
裁
判
の
過
程
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い

で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
朝
鮮
朝
の
裁
判
制
度
は
、
お
お
む
ね
囚
禁
、
推
鞠
、
断
罪
と
い
う
三
つ
の
段
階
に
分
け
て
考
察
し
て
い
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
①

と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

回
囚

撚
示

被
疑
者
を
逮
捕
・
勾
留
す
る
こ
と
を
、
朝
鮮
朝
の
法
制
用
語
で
は
一
般
に
墨
斑
と
い
う
。

『
経
国
大
典
臨
刑
典
、
囚
岡
寺
の
規
定
に
よ
る
と
、
お
よ
そ
答
以
下
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
囚
禁
は
行
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
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②

い
る
が
、
こ
れ
は
石
器
が
最
も
軽
微
な
犯
罪
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
浸
物
に
囚
禁
ず
る
ま
で
も
な
く
、
所
管
の
各
司
に
お
い
て
、
当
該
犯
罪
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
直
ち
に
処
断
す
る
と
い
う
の
が
法
文
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
杖
以
上
の
犯
罪
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
被
疑
者
は
法
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
音
訳
さ
れ
、
す
な
わ
ち
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
の
罪
の
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
官
人
身
分
の
も
の
に

は
一
種
の
不
逮
捕
特
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
官
人
身
分
の
も
の
を
囚
禁
ず
る
に
際
し
て
は
、
法
司
は
必
ず
国
王
に
啓
聞
し
、
国
王
の
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

可
を
得
て
は
じ
め
て
囚
禁
を
行
う
と
い
う
制
度
に
な
っ
て
い
た
。

　
ま
た
『
経
国
大
典
』
刑
典
、
囚
数
寄
の
注
に
よ
る
と
、
お
よ
そ
不
逮
捕
特
権
を
持
つ
官
人
身
分
の
も
の
に
対
し
て
は
、
囚
禁
に
先
立
っ
て
、

ま
ず
官
紀
の
粛
正
を
掌
る
司
憲
府
に
お
い
て
予
備
的
に
事
情
聴
取
を
行
う
と
い
う
慣
例
が
あ
り
、
六
品
以
上
の
官
人
の
場
合
に
は
公
式
の
書
簡

（
公
絨
）
を
以
て
、
七
品
以
下
の
官
人
の
場
合
に
は
直
接
司
憲
府
へ
の
出
頭
を
命
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
事
件
の
経
緯
を
予
備
的
に
聴
取
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
⑥

に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
い
わ
ば
任
意
の
事
情
聴
取
に
よ
っ
て
も
官
人
身
分
の
被
疑
者
が
自
ら
の
罪
を
承
服
し
よ
う
と
し
な
い
場
合
、
司
憲
府
は
国
王
に
啓

聞
し
て
被
疑
者
の
囚
禁
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
国
王
が
そ
う
し
た
囚
禁
の
要
請
を
却
下
す
れ
ば
、
引
き
続
き
無
論
府
に
お
い
て
公
絨
に

よ
る
取
り
調
べ
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
反
面
、
国
王
が
囚
禁
の
要
請
を
裁
可
す
れ
ば
、
群
言
府
・
刑
曹
の
い
ず
れ
か
に
命
令
が
下
っ
て
、

改
め
て
囚
禁
し
た
う
え
で
の
本
格
的
な
取
り
調
べ
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
囚
禁
に
関
し
て
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
冥
鑑
府
・
刑
曹
に
お
け
る
官
人
身
分
の
被
疑
者
の
囚
禁
に

際
し
、
そ
の
囚
禁
の
前
提
と
し
て
、
必
ず
当
該
官
人
の
告
身
（
職
牒
）
を
収
取
す
る
慣
例
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
例
え
ば
『
世
宗
実
録
』
二
十
年
（
一
瓢
三
八
）
七
月
度
引
言
の
記
述
に
よ
る
と
、
「
こ
れ
よ
り
前
、
朝
官
犯
す
所
有
り
、
劾
荒
し
て
承
ぜ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

承
ぜ
ざ
れ
ば
則
ち
啓
し
て
愛
想
を
収
め
て
勾
慨
す
」
と
あ
り
、
ま
た
『
世
祖
実
録
』
八
年
（
～
四
六
二
）
十
月
丙
子
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
「
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
在
り
て
、
犯
罪
軍
士
の
当
に
囚
鞠
す
べ
き
者
は
、
刑
曹
に
送
り
て
、
告
身
を
収
め
て
囚
禁
す
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
職
牒
を
収
め
て
声
問

す
」
と
い
い
、
「
告
身
を
収
め
て
囚
禁
す
」
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
官
人
身
分
の
も
の
を
囚
禁
ず
る
に
際
し
、
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
当
該
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窟
人
の
官
職
任
命
辞
令
、
す
な
わ
ち
告
身
を
収
取
す
る
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
心
身
を
収
取
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
官
人
身
分
の
も
の
に
と
っ
て
は
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
昧
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
盆
立
実
録
』
二
十
年
（
一
四
三
八
）
正
月
丙
申
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
大
抵
、
国
王
に
よ
り
義
禁
府
へ
の
囚
禁
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

例
と
し
て
み
な
冠
を
脱
ぎ
、
帯
を
解
い
て
、
歩
い
て
監
獄
に
出
頭
す
る
慣
例
に
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
官
入
身
分
の
も
の
に
と
っ
て

囚
禁
の
命
令
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
告
身
を
収
取
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
告
身
を
収
取
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

一
時
的
に
も
せ
よ
、
官
人
と
し
て
の
身
分
と
特
権
と
を
す
べ
て
剥
奪
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
囚
禁
の
命
令
を
受

け
た
官
人
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
冠
帯
そ
の
他
の
服
飾
を
す
べ
て
剥
ぎ
取
ら
れ
、
　
庶
人
と
し
て
の
待
遇
に
お
い
て
、
歩
い
て
監
獄
に
出
頭
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

　
囚
禁
に
よ
り
身
体
の
自
由
を
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
刑
罰
に
も
等
し
い
重
大
な
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

し
か
し
官
人
身
分
の
被
疑
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
に
も
増
し
て
手
痛
い
打
撃
は
、
囚
禁
の
前
提
と
し
て
一
旦
そ
の
温
感
が
収
取
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
官
人
と
し
て
の
身
分
と
特
権
　
　
い
わ
ゆ
る
不
逮
捕
特
権
を
も
含
め
て
一
が
剥
奪
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
囚
禁
と
は
官
人
の
身
分
を
一
時
的
に
も
せ
よ
停
止
す
る
と
い
う
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
処
分
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
官
人
身
分
の
も
の
を

囚
禁
ず
る
に
際
し
て
は
、
必
ず
国
王
に
啓
聞
し
て
そ
の
裁
可
を
仰
ぎ
、
囚
禁
の
施
行
に
慎
重
を
期
す
る
制
度
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

㈲
推

鞠

　
国
王
に
よ
り
囚
禁
の
命
令
を
受
け
た
官
人
は
、
次
に
刑
曹
に
送
付
さ
れ
、
告
身
を
収
取
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
こ
で
の
本
格
的
な
取
り
調
べ

（
推
鞠
）
を
受
け
る
運
び
と
な
る
。
そ
の
際
、
国
王
が
特
別
に
関
心
を
抱
い
た
案
件
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
事
件
を
取
り
扱
う
刑
曹
で
は
な

く
、
義
禁
忌
と
い
う
～
種
の
特
別
法
廷
に
差
し
下
し
て
裁
判
を
握
当
さ
せ
る
場
合
も
あ
り
、
国
王
が
義
禁
府
と
刑
曹
の
う
ち
ど
ち
ら
に
裁
判
の
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担
当
を
命
じ
る
か
は
、
後
々
判
決
の
行
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
微
妙
な
要
素
を
含
ん
で
い
た
。

　
官
人
身
分
の
被
疑
者
の
場
合
、
義
号
音
に
お
け
る
裁
判
は
、
国
王
の
特
別
の
関
心
の
も
と
に
進
行
す
る
裁
判
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
刑
曹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
お
け
る
裁
判
よ
り
も
い
ろ
い
ろ
な
面
で
有
利
な
判
決
を
期
待
し
得
る
裁
判
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
う
し
た
義
禁
忌
・
刑
曹
に
お
け
る
取
り
調
べ
と
い
う
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
被
疑

者
に
対
す
る
拷
問
と
、
そ
の
拷
問
に
よ
る
自
白
の
強
要
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
前
近
代
の
裁
判
制
度
に
お
い
て
は
、
一
般
に
被
疑
者
の
自
白
が
偏
重
さ
れ
、
そ
の
自
白
を
以
て
犯
罪
の
事
実
を
裏
づ
け
る
決
定
的
な
証
拠
と

み
な
す
傾
向
が
存
在
し
た
が
、
朝
鮮
朝
の
裁
判
制
度
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
自
白
偏
重
の
傾
向
は
著
し
い
。
例
え
ば
『
世
宗
実
録
』
六
年
（
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

四
二
四
）
十
一
月
壬
午
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
「
大
抵
、
匹
夫
と
い
え
ど
も
、
必
ず
伏
招
を
取
り
て
、
し
か
る
後
に
こ
れ
を
罪
す
」
と
あ
り
、

同
じ
く
二
十
三
年
（
一
四
四
一
）
十
月
癸
未
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
「
照
律
の
法
は
、
則
ち
須
ら
く
犯
人
の
服
招
に
拠
り
て
、
罪
名
を
照
得
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
。
も
し
招
服
な
く
ん
ば
、
則
ち
照
律
す
る
を
得
ず
。
こ
れ
用
刑
不
易
の
常
法
な
り
偏
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
必
ず
伏
図
を
取
り
て
、
し
か
る

後
に
こ
れ
を
罪
す
」
と
い
い
、
「
も
し
道
服
な
く
ん
ば
、
則
ち
照
律
す
る
を
得
ず
」
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
被
疑
者
が
自
ら
の
犯
行
を
認
め

る
旨
の
自
白
を
取
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
罪
に
対
す
る
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
「
衆
愚
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

白
」
な
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
被
疑
者
が
自
白
し
な
く
て
も
こ
れ
を
罪
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
た
が
、
原
則
と
し
て
は
あ
く
ま
で
も
被

疑
者
の
自
白
こ
そ
が
、
裁
判
に
お
け
る
最
も
重
要
な
要
素
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
自
白
主
義
的
な
裁
判
に
お
い
て
は
、
被
疑
者
は
自
ら
そ
の
犯
行
を
承
服
し
な
い
限
り
、
不
当
に
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
と
い

う
建
前
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
冤
罪
を
予
防
す
る
あ
る
一
定
の
効
果
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
法
理
の
立

場
か
ら
言
う
と
、
裁
判
に
お
い
て
証
拠
と
な
る
被
疑
者
の
自
白
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
有
罪
判
決
に
ま
で

持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
官
は
自
ら
の
予
断
を
満
た
す
だ
け
の
充
分
な
自
白
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
し

ば
し
ば
恣
意
的
に
拷
問
を
加
え
る
と
い
う
弊
害
が
生
じ
や
す
い
。

74 （238）



朝鮮初期の答杖刑について（矢木）

　
『
世
宗
実
録
』
二
十
一
年
（
一
四
三
九
）
十
月
壬
辰
条
、
並
び
に
『
経
国
大
典
』
刑
典
、
推
断
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
法
司
が
被
疑
者
を
拷

問
す
る
際
に
は
、
被
疑
者
を
横
向
き
に
寝
か
せ
た
う
え
で
、
膝
よ
り
下
、
ア
キ
レ
ス
腱
よ
り
上
の
ふ
く
ら
は
ぎ
の
部
分
を
杖
で
叩
く
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

っ
て
お
り
、
そ
の
濫
用
を
防
ぐ
意
昧
か
ら
、
面
杖
の
回
数
は
一
回
の
取
り
調
べ
に
つ
き
三
十
回
ま
で
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

た
、
～
度
訊
杖
を
行
っ
て
か
ら
三
日
以
内
は
再
び
訊
杖
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
払
底
そ
れ
自
体
は
、
自

白
が
得
ら
れ
る
ま
で
何
回
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
被
疑
者
の
苦
し
み
に
は
ほ
と
ん
ど
際
限
が
な
か
っ
た
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

　
以
上
は
ま
だ
し
も
合
法
的
な
場
合
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
非
合
法
的
な
拷
問
の
事
例
と
な
る
と
、
こ
れ
は
『
世
宗
実
録
』
二
十
一
年
（
…
四
三

九
）
二
月
辛
亥
条
の
記
述
な
ど
に
も
晃
ら
れ
る
と
お
り
、
ほ
と
ん
ど
残
酷
を
極
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と

　
　
お
よ
そ
罪
囚
は
、
髪
を
搾
み
、
こ
れ
を
曳
く
こ
と
縦
横
に
す
。
困
苦
の
甚
し
き
こ
と
、
答
杖
に
倍
す
。
傷
つ
く
に
因
り
て
命
を
任
す
者
、
ま
ま
或
い
は
こ

　
　
れ
有
り
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
じ
り

　
　
罪
囚
或
い
は
手
を
以
て
両
耳
を
執
り
、
立
引
し
て
傷
つ
く
を
致
し
、
或
い
は
両
曇
の
毛
髪
を
ば
、
副
木
も
て
挟
引
す
る
に
、
蚕
桑
き
て
背
裂
く
。
訊
杖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
す
る
こ
と
三
十
度
、
な
お
足
ら
ず
と
為
し
、
因
り
て
杖
端
を
以
て
、
そ
の
傷
処
を
衝
く
。
刻
深
に
侵
卜
す
る
者
、
或
い
は
こ
れ
有
り
。
…
…

　
こ
の
よ
う
に
、
被
疑
者
と
し
て
下
司
に
通
論
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
、
そ
の
有
罪
が
確
定
し
た
犯
罪
者
も
同
様
の
存
在
と
し
て
、

合
法
的
・
非
合
法
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
拷
問
に
、
ほ
ど
ん
ど
無
防
備
で
さ
ら
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

　
い
わ
ゆ
る
取
り
調
べ
の
実
態
が
、
こ
う
し
た
被
疑
者
に
対
す
る
拷
問
と
、
そ
の
拷
問
に
よ
る
自
白
の
強
要
に
他
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
窟
人

身
分
の
も
の
に
対
し
て
は
、
た
と
え
そ
の
告
身
が
収
取
さ
れ
て
庶
人
の
待
遇
に
ま
で
既
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
や
は
り
平
民
身
分
の
も
の

と
は
区
別
し
て
、
訊
杖
の
適
用
に
あ
る
一
定
の
制
約
を
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
お
よ
そ
拷
訊
は
、
雷
を
取
り
て
乃
ち
行
う
（
庶
人
及
び
盗
を
犯
す
者
は
、
し
か
ら
ず
）
。

　
『
経
国
大
運
ハ
』
刑
典
、
推
断
条
に
お
け
る
右
の
規
定
に
も
見
ら
れ
る
と
お
り
、
平
民
身
分
（
墨
入
）
に
対
す
る
拷
問
が
、
法
司
の
裁
量
に
委
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ね
る
と
い
う
形
で
事
実
上
容
認
さ
れ
て
い
る
反
面
、
官
人
身
分
に
対
す
る
そ
れ
に
は
国
王
へ
の
聴
聞
と
い
う
手
続
き
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
恣
意

的
な
適
用
に
は
、
あ
る
一
定
程
度
の
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
流
麗
と
は
、
裁
判
に
お
け
る
有
罪
判
決
を
先
取
り
し
て
執
行
さ
れ
て
い
く
事
実
上
の
刑
罰
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
礼
を
以

て
遇
す
べ
き
官
人
身
分
の
も
の
に
対
し
て
は
、
み
だ
り
に
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

回
断

罪
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訊
杖
そ
の
他
に
よ
る
推
度
の
結
果
と
し
て
、
被
疑
者
が
自
ら
の
犯
行
を
認
め
る
旨
の
供
述
を
す
る
と
、
法
司
は
そ
の
自
白
の
内
容
に
基
づ
い

て
犯
罪
の
事
実
を
確
定
し
、
刑
法
典
（
習
律
）
に
照
ら
し
て
刑
罰
の
量
定
を
行
う
と
い
う
運
び
と
な
る
。
こ
の
刑
罰
の
量
定
の
こ
と
を
朝
鮮
朝

で
は
一
般
に
照
律
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
官
人
身
分
の
被
疑
者
の
場
合
、
そ
の
照
律
の
内
容
は
一
旦
国
王
に
啓
聞
さ
れ
、
国
王
の
裁
可
を
経
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
最
終
的
な
判
決
と
な
っ
て
施
行
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
『
太
祖
実
録
』
六
年
（
一
三
九
七
）
九
月
己
巳
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
六
品
以
上
の
官
入
の
犯
し
た
杖
以
上
の
罪
は
、
必
ず
国
王
に
啓
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

（
申
聞
）
し
て
そ
の
告
身
（
謝
牒
）
を
収
取
し
、
す
な
わ
ち
囚
禁
し
た
う
え
で
取
り
調
べ
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
囚
禁
時
に
国
王
に
啓

聞
す
る
と
い
う
以
上
、
判
決
に
際
し
て
も
国
王
に
啓
聞
し
て
そ
の
最
終
判
決
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
度
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
る
ま
い
。

　
た
だ
し
六
品
以
上
の
宮
人
に
お
い
て
も
、
そ
の
答
罪
に
関
す
る
も
の
は
、
国
王
に
は
啓
聞
せ
ず
、
法
雨
が
直
ち
に
推
鞠
し
て
立
網
府
（
都
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

駅
使
司
）
に
報
告
し
、
宰
梢
府
に
お
い
て
そ
の
最
終
判
決
を
下
す
と
い
う
制
度
に
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
の
太
祖
六
年
（
一
三
九
七
）
の
段

階
で
は
、
官
人
身
分
の
な
か
で
も
六
品
以
上
の
杖
以
上
の
犯
罪
に
関
し
て
の
み
、
囚
禁
・
、
断
罪
に
際
し
て
の
国
王
へ
の
啓
聞
が
義
務
づ
け
ら
れ
、

そ
の
他
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
囚
禁
に
際
し
て
も
断
罪
に
際
し
て
も
、
す
べ
て
有
司
に
よ
る
直
接
処
断
（
藏
断
）
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
『
太
宗
実
録
』
十
二
年
（
一
四
一
二
）
四
月
丁
巳
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
段
階
で
は
六
品
以
上
の
官
入
が
犯
し
た
答
罪
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
も
、
必
ず
国
王
に
啓
聞
し
、
国
王
が
そ
の
最
終
判
決
を
下
す
と
い
う
制
度
が
確
立
す
る
に
至
っ
て
お
り
、
ま
た
『
堅
塁
実
録
』
五
年
（
一
四

二
＝
　
）
正
月
己
鴬
遷
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
段
階
で
は
文
武
班
六
品
以
上
、
文
班
九
晶
以
上
、
並
び
に
有
蔭
子
孫
な
ど
の
言
言
に
関
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
教
を
奉
じ
扁
、
す
な
わ
ち
国
王
の
裁
可
を
仰
い
で
判
決
を
下
す
と
い
う
制
度
が
確
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
続
い
て
論
宗
五
年
（
一
四
二
王
）
に
は
、
「
各
殿
行
首
・
内
侍
・
茶
房
・
架
閣
庫
録
事
・
宣
差
房
知
印
・
三
軍
録
事
・
別
室
衛
」
な
ど
、
流
内

官
に
準
じ
る
成
衆
衙
門
入
属
人
の
犯
罪
に
関
し
、
世
宗
七
年
（
一
四
二
五
）
に
は
「
及
第
・
生
員
」
な
ど
の
官
僚
予
備
軍
の
犯
罪
に
関
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
上
記
有
職
者
の
例
に
従
っ
て
処
断
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
『
世
宗
実
録
』
十
一
年
（
一
四
二
九
）
五

月
甲
戌
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
段
階
で
は
「
時
散
東
班
九
品
以
上
、
西
班
八
品
以
上
、
及
び
有
蔭
子
孫
、
成
魚
衙
門
人
等
」
の
み
な
ら
ず
、

い
わ
ゆ
る
「
本
系
常
人
」
の
有
職
十
一
父
祖
の
世
代
ま
で
は
平
民
身
分
に
止
ま
っ
て
い
た
、
い
わ
ば
一
代
貴
族
と
し
て
の
下
級
官
人
一
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

関
し
て
も
、
す
べ
て
国
王
に
対
す
る
啓
聞
の
対
象
と
し
て
改
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
、
結
局
、
官
人
身
分
の
犯
罪
に
関
し
て
は
、
こ
の

泉
質
十
　
年
（
一
四
二
九
）
の
段
階
に
至
っ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
国
王
へ
の
啓
聞
の
対
象
と
な
り
、
す
な
わ
ち
囚
禁
・
断
罪
に
当
た

っ
て
国
王
の
裁
可
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
以
上
は
在
京
官
人
の
場
合
で
あ
り
、
在
外
官
人
の
犯
し
た
答
杖
の
罪
は
、
二
品
以
上
の
堂
上
官
、
そ
の
他
八
議
身
分
の
場
合
を

除
い
て
、
す
べ
て
監
司
に
よ
る
直
．
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
徒
以
上
の
罪
に
相
当
す
る
場
合
に
の
み
、
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
て
国
王
へ
の
啓
聞
の
義
務
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
国
王
に
啓
聞
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
言
っ
て
、
そ
の
判
決
内
容
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
官
人
身
分
の
犯
罪
の
場
合
、
こ
れ
を
必
ず
国
王
に
啓
聞
し
て
そ
の
最
終
判
決
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
度
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

は
、
端
的
に
雪
え
ば
、
当
該
官
人
に
対
し
て
そ
の
罪
の
収
順
を
許
す
た
め
の
一
つ
の
法
的
な
手
続
き
に
他
な
ら
な
い
。
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⑳

　
　
　
お
よ
そ
文
武
の
罪
を
犯
す
者
、
旨
を
取
り
て
罪
を
捜
せ
し
む
る
は
、
士
君
子
を
尊
ぶ
ゆ
え
ん
な
り
。

　
　
『
世
宗
実
録
』
十
二
年
（
一
四
三
〇
）
四
月
癸
未
条
に
お
け
る
世
宗
荘
憲
大
王
の
垂
雪
な
ど
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
お
り
、
豊
艶
の
制
度
は

「
士
君
子
」
に
対
す
る
国
王
の
恩
典
と
し
て
、
国
王
の
裁
可
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
原
則
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
国
王
の
判
断
次
第
で
は
、
「
除
収
願
」
と
い
っ
て
収
賊
の
法
を
適
用
せ
ず
、
窟
人
身
分
の
も
の
に
対
し
て
も
群
言
の
実
刑
を
命

じ
る
場
合
が
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
宮
人
身
分
の
も
の
で
も
国
王
へ
の
啓
聞
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
有
司
の

直
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、
国
王
に
よ
る
激
雷
の
恩
典
に
与
り
得
な
い
場
合
が
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
事
柄
は
、
も
は
や
裁
判
制
度
に
お
け
る
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
裁
判
以
後
に
お
け
る
刑
罰
の
執
行
形
態
と
直
接
に
関
わ
っ

て
く
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
次
に
節
を
改
め
て
別
の
角
度
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
①
『
経
国
大
典
』
刑
典
で
は
、
一
連
の
裁
判
の
流
れ
を
「
囚
禁
扁
「
推
断
扁
と
い
　
　
而
已
。
得
当
為
難
。
無
下
義
禁
府
対
問
」
と
あ
る
記
事
が
参
考
と
な
る
で
あ
ろ

　
　
う
二
つ
の
項
目
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
推
断
扁
の
過
程
を
さ
ら
に
分
　
　
　
　
　
う
。

　
　
馨
し
、
「
押
漬
扁
「
断
墾
」
と
い
う
二
つ
の
過
程
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。
　
⑦
『
国
華
実
録
』
二
十
年
七
月
辛
丑
条
。
司
下
府
啓
、
前
編
、
朝
富
有
所
犯
、
劾

　
②
『
経
国
大
典
輪
刑
典
、
蓮
華
条
。
杖
以
上
、
囚
禁
。
　
　
　
　
　

問
不
承
、
不
承
、
則
啓
田
之
上
而
勾
問
、
定
罪
之
後
、
並
不
当
給
、
有
違
因
罪
差

　
③
『
経
国
大
典
駄
刑
典
、
推
断
条
。
各
衙
門
、
答
以
下
、
直
断
。
　
　
　
　
等
収
取
之
法
。
乞
今
後
、
各
因
其
罪
、
差
等
収
取
、
除
並
還
給
、
永
為
恒
式
。
従

　
④
前
掲
、
本
節
註
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
。

　
⑤
『
経
国
大
典
騙
珊
典
、
囚
禁
条
。
文
武
官
、
及
内
侍
府
、
士
族
婦
女
、
恩
人
、
　
⑧
『
世
祖
実
録
臨
八
年
十
月
皇
子
条
。
兵
謹
啓
、
在
先
、
犯
罪
軍
士
、
当
囚
鞠
者
、

　
　
啓
罪
囚
禁
（
言
誤
饗
院
・
抜
庭
署
之
類
、
一
応
入
番
者
、
同
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
送
珊
曹
、
収
告
身
、
遊
説
。
然
本
曹
、
総
治
軍
務
、
請
勿
送
刑
瞥
、
本
繋
囚
鞠
、

　
⑥
『
経
国
大
典
』
刑
典
、
囚
禁
条
、
註
。
凡
不
慰
者
、
公
団
推
問
。
七
品
以
下
宮
、
　

啓
下
調
葬
後
、
追
奪
告
身
。
従
之
。

　
　
及
僧
人
、
直
誰
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
『
世
宗
実
録
臨
二
十
年
正
月
丙
申
条
。
…
…
遂
命
囚
認
識
基
子
義
禁
府
。
堅
基

　
　
＊
な
お
、
公
絨
に
関
し
て
は
、
『
世
相
実
録
臨
十
二
年
六
月
庚
午
二
条
に
、
「
以
書
　
　
　
　
　
亡
命
、
騎
馬
馳
粟
子
獄
、
品
薄
府
歯
応
囚
之
。
大
抵
、
命
運
者
、
例
皆
免
冠
去
帯
、

劾
問
、
謂
之
公
識
」
と
の
注
記
が
あ
る
。
司
憲
府
で
は
こ
の
公
織
に
よ
る
取
り

調
べ
の
み
を
行
い
、
悪
擦
し
た
う
え
で
の
取
り
調
べ
や
難
事
に
よ
る
取
り
調
べ

を
行
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
門
世
宗
実
録
祉
二
十
一
年

十
月
乙
未
条
に
、
「
掌
令
鄭
之
澹
啓
、
…
…
本
府
之
法
、
但
以
陽
型
往
復
劾
問

　
歩
馬
子
獄
。
…
…

⑩
『
太
宗
実
録
嘱
十
二
年
九
月
豊
実
条
。
凡
刑
曹
・
司
憲
聖
誕
劾
之
罪
、
欲
従
軽

　
典
、
則
南
下
巡
記
号
、
蓋
優
之
也
。
上
記
臼
、
巡
業
司
、
二
士
私
情
之
地
也
（
巡

　
鞍
置
は
義
禁
府
の
前
身
）
。
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『
世
宗
実
録
』
一
一
十
四
年
七
月
丙
戌
条
。
…
…
商
運
所
囚
、
移
論
義
禁
門
、
亦
特

　
恩
耳
。
一
軍
繋
累
、
果
何
詠
歎
。
…
…

⑪
『
世
宗
実
録
隔
六
年
十
一
月
壬
午
条
。
大
抵
、
難
匹
夫
、
必
取
伏
招
、
然
後
罪

　
之
。
…
…

⑫
『
琶
宗
実
録
』
二
十
三
年
十
月
癸
未
条
。
藝
田
隈
大
提
学
習
末
生
、
上
言
麟
、

　
…
…
且
照
律
之
法
、
則
須
拠
質
入
服
招
、
照
得
罪
名
。
若
無
招
服
、
則
不
得
照
律
。

　
是
用
刑
不
易
之
常
法
也
。

⑬
　
　
『
世
宗
実
録
』
八
年
八
月
巴
丑
条
。
…
…
黒
日
、
罪
人
難
不
服
纂
、
衆
護
明
白
、

　
則
罪
之
、
懸
詞
。

⑭
『
世
宗
実
録
輪
二
十
一
年
十
月
壬
辰
条
。
議
政
府
啓
、
今
年
二
月
、
本
府
受
教
、

　
図
画
訊
杖
適
状
、
頒
諸
中
外
。
其
図
画
杖
頭
、
正
当
膝
下
、
暫
不
犯
腿
。
然
更
参

　
冠
鶴
字
早
牛
、
玉
上
云
脛
也
。
又
云
股
也
。
脛
本
臼
股
、
輔
翼
膿
者
。
資
生
経
云
、

　
暴
挙
工
穴
、
在
膝
下
両
筋
問
、
立
様
下
。
両
手
着
腿
。
其
事
義
不
分
析
。
荊
杖
、

　
来
命
所
係
、
云
為
重
事
、
深
恐
中
外
刑
官
、
或
未
感
知
、
豊
洲
謬
錯
下
他
庭
。
乞

　
令
刑
一
更
睡
郷
行
拷
訊
図
、
測
（
側
）
臥
田
打
膝
下
、
上
思
至
距
離
、
下
不
至
脈

　
肋
、
以
為
甑
式
。
従
之
。

　
『
経
国
大
典
撫
刑
典
、
推
断
条
。
凡
拷
訊
（
訊
杖
、
長
三
尺
三
寸
、
上
一
尺
王
寸
、

　
則
円
径
七
分
、
下
二
尺
、
則
広
八
分
、
厚
二
分
〈
用
営
造
尺
〉
、
以
下
面
打
膝
下
、

　
不
至
膵
胴
。
一
次
母
過
三
十
度
）
。
取
旨
乃
行
（
庶
人
及
犯
二
者
、
否
。
O
功

　
距
・
議
親
拷
訊
、
啓
講
時
、
鉾
録
功
田
・
月
曜
、
平
野
）
。

⑮
『
経
国
大
典
輪
刑
典
、
推
断
条
。
三
日
内
、
母
行
再
拷
訊
。
…
…

⑯
『
世
宗
実
録
撫
二
十
一
年
二
月
辛
亥
条
。
議
政
府
啓
、
期
中
罪
囚
、
繋
獄
致
死

　
者
、
鮮
少
、
而
外
方
罪
囚
、
或
膀
下
浮
腫
、
或
胸
腹
煩
悶
、
在
獄
致
死
者
相
継
。

　
堂
皆
不
能
救
組
之
致
、
然
必
銀
瓶
急
劇
情
、
或
非
法
罵
刑
、
或
惨
酷
拷
訊
、
毒
入

　
臓
臆
、
浮
腫
護
照
、
明
爽
。
謹
製
古
制
、
『
前
漢
刑
法
志
㎞
門
答
者
、
答
腎
、
微
得

　
更
人
」
。
『
唐
律
疏
議
駈
「
令
、
決
答
者
、
轡
腿
分
受
、
決
杖
者
、
背
腿
讐
分
受
。

　
須
数
等
拷
訊
者
、
亦
同
。
答
以
下
、
願
背
腿
分
虚
者
、
聴
」
。
『
大
明
律
』
獄
具
図
、

　
門
訊
杖
、
大
頭
経
四
分
五
厘
、
長
二
尺
五
寸
、
以
荊
木
為
之
、
再
犯
重
罪
者
、
繊

　
証
明
白
不
承
者
、
確
立
文
案
、
依
法
拷
訊
、
讐
腿
分
受
」
。
近
年
本
朝
掌
刑
窟
吏
、

　
拷
訊
時
下
杖
庭
、
当
膝
下
謙
胸
等
庭
。
夫
背
、
難
庸
律
所
載
、
太
宗
嘗
覧
明
堂
針

　
灸
図
、
見
入
之
五
臓
、
皆
肉
畜
背
、
遂
詔
罪
入
母
得
四
書
。
大
明
律
亦
不
載
焉
。

　
『
謄
録
刑
典
撫
m
大
小
人
員
、
母
得
鞭
背
」
。
然
則
鞭
背
、
古
今
所
禁
。
且
鎌
胸
拷

　
訊
、
既
無
所
拠
、
而
讐
及
脈
靭
、
本
朝
前
此
、
所
未
施
行
。
義
禁
府
拷
訊
時
、
束

　
縛
側
臥
、
腿
脛
横
打
、
若
過
傷
、
則
謙
密
行
杖
、
其
法
行
之
巳
久
、
宜
令
図
画
其

　
状
、
分
給
各
司
・
各
道
、
一
体
施
行
、
庶
倉
事
窟
。
且
『
続
刑
典
臨
、
「
京
外
官
吏
、

　
如
月
違
法
濫
刑
者
、
京
中
憲
府
、
外
方
監
司
、
許
令
犯
罪
人
親
族
陳
告
。
依
律
論

　
罪
」
。
隅
謄
録
刑
典
』
「
山
外
罪
囚
訊
問
、
母
法
使
令
、
高
声
唱
喝
、
左
右
分
立
、

　
互
相
行
山
脚
。
宣
徳
十
年
（
世
宗
十
七
年
、
　
一
四
三
五
）
、
十
月
伝
教
、
「
凡
罪
囚

　
埣
髪
、
碧
羅
縦
横
、
園
若
之
甚
、
倍
於
答
杖
、
圏
上
職
命
者
、
間
取
有
之
。
今
後

　
痛
禁
」
。
決
罰
之
法
、
繊
悉
無
遺
、
厳
刑
官
吏
、
視
為
文
具
、
誠
為
未
便
。
上
項

　
六
典
及
伝
旨
、
申
明
挙
行
、
厳
加
考
察
、
罪
囚
或
懐
手
執
両
耳
、
緊
引
致
傷
、
或

　
両
曇
毛
髪
、
裂
木
挟
引
、
皮
浮
背
裂
、
訊
杖
三
十
度
、
単
為
不
足
、
因
以
杖
端
、

　
衝
其
傷
庭
、
刻
深
侵
虐
者
、
或
有
之
。
請
～
皆
痛
禁
。
従
前
。

⑰
魍
経
国
大
典
輪
珊
典
、
推
断
条
。
凡
拷
訊
（
註
略
）
、
特
旨
湿
田
（
庶
人
及
犯

　
盗
塁
、
否
。
○
功
臣
・
議
親
拷
訊
、
啓
請
時
、
拝
軍
功
駆
・
議
親
、
以
啓
）
。

⑱
隅
太
祖
実
録
㎞
六
年
九
月
己
巳
条
。
都
評
議
使
司
上
言
、
憲
司
劾
六
品
以
上
官
、

　
難
答
罪
、
必
収
量
牒
、
実
為
前
朝
弊
法
。
乞
依
輔
廷
律
文
門
凡
内
外
大
小
軍
民
衙

　
門
官
吏
、
犯
公
堅
塁
答
者
、
官
収
縛
」
門
凡
文
官
二
陣
罪
証
四
十
以
下
、
附
過
日

　
職
。
答
五
十
者
、
解
見
任
、
別
叙
」
之
文
、
六
品
以
上
員
所
犯
、
罪
状
准
備
推
考
、

　
以
罪
状
軽
重
、
杖
以
上
罪
、
申
聞
、
収
音
牒
、
鞠
問
。
苔
罪
、
不
許
収
職
牒
、
以

　
公
絨
問
備
罪
状
、
縁
由
具
録
、
呈
使
司
量
罪
、
脱
文
巡
軍
、
決
答
還
任
。
上
従
之
。

⑲
　
同
右
註
。
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⑳
　
　
凹
太
心
胆
一
夫
録
㎞
十
二
年
㎜
H
口
四
丁
目
巳
条
。
議
政
蛍
草
疏
。
即
処
日
、
　
噸
経
済
山
ハ
典
』

　
内
、
［
並
置
…
府
。
刑
蒲
日
、
劾
六
口
㎜
以
上
所
犯
、
杖
罪
以
上
、
㎜
義
心
聞
、
収
止
口
身
、

　
進
而
問
之
。
答
罪
則
移
文
巡
禁
司
、
決
答
還
職
。
」
今
距
等
量
為
、
六
品
員
、
難

　
干
答
罪
、
必
須
啓
聞
。
今
後
、
母
日
報
府
、
並
皆
申
聞
取
旨
。
…
…
従
之
。

⑳
　
　
『
世
宗
実
録
』
五
年
正
月
己
亥
条
。
轟
轟
下
司
憲
府
・
刑
曹
・
義
禁
府
日
、
六

　
贔
以
上
、
東
班
参
外
、
有
蔭
子
子
等
断
罪
、
奉
教
、
下
義
禁
府
施
行
、
以
為
恒
式
。

　
（
参
考
：
『
世
宗
実
録
』
五
年
七
月
辛
卯
条
。
司
憲
府
啓
、
文
武
官
及
三
晶
以
上

　
有
蔭
子
孫
、
犯
十
悪
妊
盗
、
非
法
殺
人
、
非
法
受
臓
、
及
行
私
（
師
）
外
笛
杖
、

　
依
今
年
正
月
十
六
日
受
教
、
並
移
送
義
禁
府
施
行
。
然
其
中
、
前
街
束
班
参
外
、

　
及
時
散
西
班
参
外
、
与
野
蔭
子
孫
、
所
期
推
考
後
、
除
啓
聞
、
須
即
移
送
義
禁
府

　
科
断
。
其
本
系
常
人
者
、
請
依
前
例
、
和
製
則
直
断
、
杖
罪
則
移
送
刑
曹
論
決
。

　
若
工
商
賎
隷
、
錐
参
上
、
草
堂
前
例
、
答
杖
直
断
。
従
之
。
）

⑳
　
　
『
世
襲
実
録
』
七
年
十
二
月
壬
申
条
。
教
旨
。
今
後
及
第
・
一
員
等
、
如
有
犯

　
罪
、
以
有
職
例
施
行
。

　
　
『
世
宗
実
録
』
十
二
年
七
月
庚
申
条
。
…
…
永
楽
二
十
一
年
（
世
理
五
年
、
｝

　
四
二
三
）
九
月
工
十
七
日
、
王
以
内
、
「
各
国
行
首
・
内
侍
・
茶
房
・
架
閣
庫
録

　
事
・
宣
差
響
糸
印
・
三
軍
録
事
・
別
侍
衛
等
、
成
衆
衙
門
入
属
入
犯
罪
者
、
並
下

　
義
藤
里
施
行
。
」
洪
煕
元
年
（
世
宗
七
年
、
｝
四
二
五
）
十
二
月
初
八
日
受
教
、

　
「
今
後
、
及
第
・
工
員
等
犯
罪
、
則
以
有
職
人
里
施
行
。
」
…
…

㊧
　
　
凹
世
宗
実
録
隔
十
一
年
五
月
甲
戌
条
。
聖
旨
刑
曹
・
司
憲
府
。
凡
論
断
大
小
人

　
員
罪
犯
、
蒔
散
東
班
九
品
、
哲
班
八
晶
以
上
、
及
有
蔭
子
孫
、
成
衆
衙
門
人
等
、

　
皆
取
醤
施
行
。
而
本
係
常
人
、
則
勿
問
有
職
与
否
、
悉
図
鑑
、
不
更
取
旨
、
未
便
。

　
自
今
、
雄
本
係
常
人
、
荷
有
職
者
、
奪
取
旨
、
収
蹟
施
行
。

⑳
『
経
国
大
典
温
兵
典
、
用
刑
条
。
将
帥
受
命
在
外
者
、
堂
上
宮
・
議
題
・
功
臣

　
外
、
杖
以
下
直
証
。
諸
鎮
将
、
筈
以
下
欝
欝
。
杖
以
上
、
尊
報
主
鎮
将
（
臨
敵
則

　
不
在
此
限
）
。

　
＊
右
は
「
将
帥
受
命
在
外
者
」
の
場
合
で
あ
る
が
、
監
司
が
こ
れ
と
同
等
の
権
限

　
　
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
監
司
に
与
え
ら
れ
る
教
書
の
内
容
か
ら
推
察
す
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。

　
『
世
宗
実
録
』
十
二
年
閾
十
二
月
乙
巳
条
。
芸
文
提
閑
歩
潅
、
製
賜
緑
道
監
司
教

　
書
以
進
。
『
王
若
日
。
…
…
守
令
・
将
帥
、
如
有
益
残
不
法
、
罷
軟
無
能
、
与
夫

　
撫
駅
薬
方
者
、
二
品
以
上
、
申
請
科
断
、
三
品
以
下
、
聴
従
区
処
。
…
…
臨
蓋
通

　
行
通
文
也
。

　
＊
右
の
教
書
に
は
門
三
品
以
下
、
聴
従
区
処
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
杖
以
下
の
罪

　
　
の
場
合
で
あ
り
、
富
人
身
分
の
犯
し
た
徒
以
上
の
罪
に
関
し
て
は
、
や
は
り
国

　
　
王
に
啓
聞
し
て
そ
の
判
決
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
示
唆

　
　
す
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
史
料
が
あ
る
。

　
噸
世
宗
実
録
』
二
十
二
年
三
月
置
辰
条
。
平
安
・
威
吉
道
一
体
察
使
、
兵
曹
判
書

　
皇
甫
仁
、
辞
。
…
…
仁
働
啓
齎
諌
事
臼
。
…
…
。
一
、
有
所
犯
違
令
、
及
万
芦
・

　
千
戸
・
軍
士
、
二
品
以
上
、
啓
聞
施
行
。
三
品
以
下
、
直
断
。
退
耕
・
答
杖
、
随

　
宜
施
行
。

　
＊
右
の
都
門
察
使
は
『
経
国
大
典
』
に
い
わ
ゆ
る
「
将
帥
受
命
在
外
者
」
に
該
当

　
　
し
、
監
司
は
こ
れ
と
同
等
の
権
限
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
右
の
史
料

　
　
で
は
「
収
率
・
答
杖
、
随
宜
施
行
扁
と
い
う
だ
け
で
、
徒
以
上
の
罪
に
関
す
る

　
　
直
断
の
権
限
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
監
司
に
せ
よ
、
将
帥
受
命
在
外
者
に
せ

　
　
よ
、
彼
ら
は
在
外
官
人
の
犯
し
た
徒
以
上
の
罪
に
関
し
て
は
葭
接
に
処
断
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
ず
、
必
ず
国
王
に
啓
聞
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

　
　
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
　
凹
世
宗
実
録
隔
十
工
年
四
月
癸
未
条
。
刑
曹
判
書
金
自
知
啓
、
「
凡
工
商
賎
隷
、

　
受
職
者
、
当
犯
罪
論
決
之
際
、
援
引
隅
有
職
者
、
雑
本
系
常
人
、
取
旨
論
決
』
之

　
教
、
不
即
離
婚
。
若
其
巴
鞍
得
黒
光
事
、
難
取
旨
決
罪
、
固
無
失
機
之
弊
、
其
或

　
推
劾
之
際
、
違
端
微
露
、
当
即
拷
訊
、
必
待
取
醤
、
乃
加
拷
訊
、
輸
卒
謀
飾
詐
、
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遂
不
輸
情
、
詞
訟
園
以
竿
取
。
偏
上
峰
、
「
其
称
本
系
常
人
、
非
謂
工
商
賎
隷
也
。

乃
識
非
世
族
、
葡
仕
於
卑
官
、
西
班
八
品
、
東
班
九
晶
以
上
之
溶
鉱
。
若
司
謁
・

司
鍮
・
舞
隊
之
類
、
難
有
職
、
不
在
流
晶
之
例
。
凡
文
武
犯
罪
者
、
令
取
旨
賦
罪

者
、
所
以
尊
士
君
子
也
。

之
、
可
也
。
」

難
曲
世
族
、
而
非
工
商
賎
隷
、
副
因
其
有
職
而
亦
優
待

二
　
決
罰
と
収
膿

　
墨
入
身
分
の
も
の
が
笛
杖
の
罪
を
犯
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て
答
杖
の
実
刑
は
免
除
さ
れ
、
金
品
の
納
入
に
よ
る
代
替
（
収
骨
）
が
許
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
刑
罰
制
度
が
未
だ
充
分
に
は
整
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
朝
鮮
国
初
の
段
階
で
は
、
官
人
身
分
の
犯
罪
に
関
し
て
も

有
司
の
直
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
部
分
が
少
な
く
な
く
、
こ
れ
ら
は
国
王
に
よ
る
収
順
の
恩
典
に
与
る
こ
と
な
く
、
平
民
身
分
の
場
合
と
同
様

に
実
刑
を
以
て
施
行
さ
れ
て
い
く
場
合
も
あ
り
得
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
節
で
は
こ
う
し
た
官
人
身
分
に
対
す
る
決
罰
の
慣
例
が
、
明
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
の
収
照
の
制
度
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
て
い
く

ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
、
刑
罰
の
執
行
形
態
と
い
う
観
点
か
ら
改
め
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

朝鮮初期の答杖刑について（矢木）

㈲
決

罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
刑
罰
を
執
行
す
る
こ
と
、
特
に
答
杖
の
実
刑
を
執
行
す
る
こ
と
を
決
罰
と
い
う
。

　
平
民
身
分
の
犯
罪
の
場
合
、
そ
の
答
罪
は
中
央
（
京
中
）
で
は
所
管
の
各
司
、
地
方
（
外
方
）
で
は
所
管
の
号
令
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
犯
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

人
を
直
接
に
処
断
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
回
雪
身
分
の
犯
罪
に
関
す
る
限
り
、
各
司
・
心
事
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
答
刑
の
直
接
執
行
権
が
認

め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
各
司
・
守
髄
は
本
来
刑
罰
の
執
行
権
を
有
す
る
い
わ
ゆ
る
用
事
衙
門
で
は
な
い
の
で
、
各
司
・
守
令
が
答
刑
を
執
行
す
る
場
合
に

は
、
律
に
規
定
す
る
本
来
の
珊
具
（
刑
杖
）
で
は
な
く
、
皮
牌
と
呼
ば
れ
る
革
製
の
鞭
を
用
い
て
受
刑
者
を
鞭
打
つ
に
止
め
る
こ
と
に
な
っ
て
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③

い
た
。

　
「
鞭
も
て
官
刑
を
馴
す
」
（
面
作
窟
刑
）
と
は
『
尚
書
』
聖
典
に
見
え
る
文
欝
で
あ
る
が
、
朝
鮮
朝
に
お
け
る
皮
牌
の
制
度
も
、
恐
ら
く
は
こ

の
『
尚
書
』
舜
典
に
見
え
る
官
刑
の
制
度
一
木
の
末
端
に
革
を
垂
ら
し
た
鞭
を
以
て
、
官
府
に
お
け
る
刑
罰
を
執
行
す
る
一
を
踏
襲
し
た

も
の
に
他
な
る
ま
い
。
具
体
的
に
は
官
府
の
長
窟
が
、
配
下
の
聖
典
・
使
令
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
庶
人
在
官
者
の
犯
罪
を
処
断
す
る
に
際
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
の
皮
牌
の
刑
罰
を
執
行
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
平
民
身
分
の
犯
罪
の
場
合
、
杖
罪
に
関
し
て
は
昼
中
で
は
刑
曹
が
、
外
方
で
は
監
司
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
罪
を
直
断
ず
る
制
度
に
な
つ
，

て
い
た
が
、
鋼
曹
・
監
司
は
本
来
刑
罰
の
執
行
権
を
有
す
る
紫
黒
衙
門
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
皮
牌
で
は
な
く
、
律
に
規
定
す
る
本
来

の
刑
具
を
以
て
鋼
罰
を
執
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
な
お
、
決
罰
に
際
し
て
受
刑
者
の
身
体
の
ど
の
部
位
を
叩
く
か
に
つ
い
て
は
、
『
経
国
大
典
』
刑
典
に
は
明
文
が
な
い
が
、
朝
鮮
後
期
の
史

料
に
よ
る
と
、
答
刑
の
場
合
に
は
受
刑
者
を
起
立
さ
せ
て
そ
の
ふ
く
ら
は
ぎ
を
叩
き
、
杖
刑
の
場
合
に
は
受
刑
者
を
伏
臥
さ
せ
て
そ
の
上
部
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

叩
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
答
三
業
は
そ
の
打
ち
所
に
よ
っ
て
は
生
命
に
関
わ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
特
に
受
刑
者
の
背
中
を
叩
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
は
厳
禁
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
被
疑
者
が
官
人
身
分
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
有
司
に
よ
る
直
断
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の
囚
禁
・
断
罪
に
際
し
て
は
、
必
ず

国
王
に
啓
聞
し
て
裁
可
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
度
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
制
度
が
確
立
す
る
以
前
、
す
な
わ
ち
部
分
的
に

も
せ
よ
、
官
人
身
分
に
対
す
る
有
司
の
直
営
が
行
わ
れ
て
い
た
国
初
の
段
階
に
お
い
て
は
、
官
人
身
分
の
も
の
に
対
し
て
も
、
平
民
身
分
の
場

合
と
同
様
に
答
杖
の
決
罰
が
行
わ
れ
て
い
た
場
合
が
少
な
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
例
え
ば
『
太
祖
実
録
』
六
年
（
一
三
九
七
）
九
月
己
巳
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
六
晶
以
上
の
官
人
の
杖
以
上
の
犯
罪
に
関
す
る
国
王
へ
の
啓

聞
の
制
度
が
確
立
し
た
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
翠
霞
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
六
品
以
上
の
官
人
の
答
罪
に
関
し
て
は
、
刑
曹
よ
り
宰
相
府

（
都
評
議
使
司
）
に
報
告
し
た
後
、
宰
梱
府
に
お
い
て
こ
れ
を
直
接
に
処
断
し
、
宰
相
府
に
お
い
て
有
罪
の
判
決
を
受
け
た
官
人
は
、
謙
語
（
後
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⑦

の
義
禁
府
）
に
論
文
し
て
「
決
筈
還
任
」
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
「
決
答
」
と
は
六
畜
の
実
刑
を
執
行
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で

は
官
人
身
分
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
国
王
へ
の
啓
聞
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
決
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
ま
た
『
世
宗
実
録
』
五
年
（
［
四
二
三
）
七
月
辛
卯
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
文
武
六
品
以
上
、
文
字
参
外
、
三
品
以
上
有
蔭
子
孫
に
関
す
る

国
王
へ
の
啓
聞
の
制
度
が
確
立
し
た
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
啓
聞
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
前
衛
東
班
参
外
、
時
駆
除
班
参
外
、
及
び
四
品
以

下
の
有
職
子
孫
の
手
杖
の
罪
は
、
「
除
啓
聞
」
、
す
な
わ
ち
国
王
へ
の
啓
聞
の
手
続
き
を
省
略
し
て
直
ち
に
義
禁
府
に
雑
文
し
、
義
禁
府
に
お
い

て
「
科
断
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
前
衛
東
班
参
外
、
時
散
財
班
選
外
の
中
で
も
特
に
「
本
系
常
人
」
の
下
級
官
人
に
関
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

各
司
に
お
い
て
そ
の
答
罪
を
「
直
断
」
し
、
杖
罪
に
つ
い
て
は
刑
曹
に
異
文
し
て
「
論
決
」
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
科

断
偏
と
い
い
、
「
論
断
」
と
い
い
、
「
論
決
」
と
い
う
の
が
、
決
罰
に
よ
る
施
行
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
収
照
に
よ
る
施
行
を
意
味
し
て
い
る

の
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
本
系
常
人
」
の
下
級
官
人
の
場
合
に
は
、
彼
ら
が
官
人
身
分
の
受
刑
の
場

で
あ
る
義
耳
玉
に
お
い
て
で
は
な
く
、
平
民
身
分
の
場
合
と
同
様
、
各
種
・
刑
曹
に
お
い
て
「
直
門
」
「
論
決
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
判
断
し
て
、
平
民
身
分
と
同
様
、
玉
杖
の
実
刑
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
『
世
宗
実
録
』
七
年
（
一
四
二
五
）
正
月
庚
子
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
官
人
と
し
て
の
位
階
を
持
ち
な
が
ら
流
掌
握
の
職
事
に
勤
務

し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
権
務
宮
に
関
し
て
は
、
「
収
順
を
除
き
て
随
即
に
漸
縮
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
下
級
官
人
層
の
底
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
な
す
こ
の
種
の
権
務
官
に
対
し
て
も
、
や
は
り
収
願
の
法
は
適
用
さ
れ
ず
に
、
答
杖
の
決
罰
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
朝
鮮
国
初
の
段
階
で
は
、
た
と
え
官
人
身
分
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
答
杖
の
実
刑
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
、
決
し

て
少
な
く
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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前
項
に
述
べ
た
決
罰
に
対
し
、
こ
れ
を
金
品
の
納
入
に
よ
っ
て
代
替
す
る
こ
と
を
収
照
と
い
う
。

　
収
順
の
制
度
に
関
し
て
は
、
太
宗
朝
に
お
け
る
半
身
の
流
通
政
策
と
も
関
連
し
て
、
不
評
・
不
孝
な
ど
の
道
義
上
の
重
大
犯
罪
を
除
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

答
・
杖
・
徒
・
流
の
犯
罪
を
、
犯
罪
者
の
身
分
に
拘
ら
ず
、
す
べ
て
収
蹟
に
よ
っ
て
施
行
す
る
と
い
う
例
外
的
な
時
期
も
存
在
し
た
。
し
か
し
、

『
世
知
実
録
』
五
年
（
一
四
二
三
）
正
月
己
酉
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
楮
貨
流
通
政
策
の
破
綻
に
伴
っ
て
こ
う
し
た
収
賦
の
制
度
は
改
め
ら
れ
、

平
民
身
分
一
般
に
対
す
る
収
順
の
法
の
適
用
が
廃
止
さ
れ
る
と
岡
時
に
、
「
文
武
官
、
及
び
三
品
以
上
有
蔭
子
弟
は
、
十
悪
、
妊
盗
、
非
法
殺

人
、
柾
法
受
厳
を
犯
し
、
及
び
行
師
の
外
は
、
答
杖
、
並
び
に
皆
収
賄
」
す
べ
き
こ
と
一
…
す
な
わ
ち
官
人
身
分
の
尺
杖
の
犯
罪
は
、
十
悪
そ

の
他
道
義
上
の
重
大
犯
罪
と
、
軍
律
の
適
用
を
受
け
る
戦
時
の
犯
罪
と
を
除
き
、
す
べ
て
収
麟
を
も
っ
て
施
行
す
べ
き
こ
と
　
　
が
定
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
⑪

る
に
至
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
「
文
武
官
」
の
答
杖
の
犯
罪
を
す
べ
て
収
膿
に
よ
っ
て
施
行
す
る
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
厳
密
に
は
国
王
へ
の
啓
聞
の
対
象
と
な
る

宮
人
層
に
限
っ
て
の
こ
と
で
、
国
王
へ
の
啓
聞
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
官
人
層
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
収
照
の
恩
典
が
保
障
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
と
り
わ
け
「
本
系
常
人
」
の
下
級
嘗
人
層
の
場
合
に
は
、
平
民
身
分
の
場
合
と
同
様
、
答
杖
の
実
刑
に
服
す

る
場
合
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
に
も
言
及
し
て
お
い
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
国
王
へ
の
正
号
の
対
象
と
な
る
官
人
層
が
、
東
西
班
六
品
以
上
（
太
宗
＋
二
年
、
～
四
一
二
）
、
東
西
班
六
品
以
上
、

東
班
九
品
以
上
、
及
び
有
意
子
孫
（
世
宗
五
年
、
一
四
二
三
）
、
時
事
東
班
九
品
以
上
、
西
班
八
品
以
上
、
及
び
有
蔭
子
孫
、
成
衆
愚
門
人
、
本

系
常
人
（
世
宗
＋
～
年
、
一
四
二
九
）
へ
と
順
次
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
国
王
の
恩
典
に
よ
り
、
答
杖
の
収
麟
を
許
さ
れ
る
宮
人
層
が
、
そ

れ
だ
け
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

　
国
王
へ
の
啓
聞
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
、
そ
の
罪
の
収
漿
を
許
さ
れ
る
こ
と
の
～
つ
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
本
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系
常
人
」
の
下
級
官
人
が
、
決
罰
の
対
象
か
ら
駅
使
の
対
象
へ
と
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
刑
曹
・
司
藩
府
に
伝
旨
す
。
お
よ
そ
大
小
人
員
の
罪
犯
を
論
断
す
る
に
、
時
散
東
灘
九
品
、
西
班
八
品
以
上
、
及
び
有
蔭
子
孫
、
成
衆
衙
門
人
等
は
、
み

　
　
な
旨
を
取
り
て
施
行
す
。
し
か
れ
ど
も
、
も
と
常
人
に
係
れ
ば
、
す
な
わ
ち
有
職
と
否
と
を
問
わ
ず
、
悉
く
直
賦
し
、
さ
ら
に
旨
を
取
ら
ざ
る
こ
と
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
ま
だ
便
な
ら
ず
。
今
よ
り
、
も
と
常
入
に
係
る
と
い
え
ど
も
、
い
や
し
く
も
職
あ
る
者
は
、
並
び
に
旨
を
取
り
、
収
蟹
も
て
施
行
せ
よ
。

　
『
世
話
実
録
』
十
　
年
（
～
四
二
九
）
五
月
甲
細
事
に
見
え
る
右
の
国
王
の
伝
旨
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
本
系
常
人
」
の
も
の
は
、
従
来

は
平
民
身
分
の
場
合
と
同
様
、
二
士
の
直
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
以
後
は
そ
の
官
職
を
尊
ん
で
国
王
へ
の
啓
聞
の
対
象
へ
と
改
め
る
こ
と

に
し
た
。
そ
の
際
、
特
に
「
収
順
も
て
施
行
せ
よ
」
と
断
っ
て
い
る
こ
と
は
、
従
来
、
彼
ら
が
五
輪
の
溶
融
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
前

提
と
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
官
人
身
分
一
般
に
対
す
る
収
膿
制
度
の
成
立
と
は
、
朝
鮮
朝
の
王
権
が
有
司
の
離
断
権
を
制
限
し
、
官
人
身
分
一
般
に
対
す
る
裁
判
権
を
唯

一
絶
対
的
に
掌
握
す
る
こ
と
を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
実
現
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掴
凹
誰
、

①
荻
挑
征
僚
馴
明
認
国
字
解
』
、
一
直
断
獄
、
決
罰
不
如
法
条
に
、
「
決
濁
は
、

　
答
・
杖
・
訊
を
行
う
こ
と
な
り
」
と
あ
る
。
例
え
ば
『
世
宗
実
録
賑
十
八
年
十
一

　
月
丙
午
条
に
、
「
除
収
順
、
随
其
罪
状
軽
重
、
決
罪
還
任
」
と
い
う
場
合
の
州
決

　
聚
」
と
い
う
の
も
門
霞
継
」
と
同
じ
意
味
で
、
こ
こ
で
は
収
賦
と
決
罪
（
決
罰
）

　
と
が
、
互
い
に
対
立
す
る
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き

　
た
い
。

　
な
お
、
「
決
」
と
は
的
決
の
意
で
、
荻
生
征
裸
隅
明
律
国
字
解
』
問
刑
条
例
、
名

　
例
律
、
五
刑
条
附
条
に
は
門
答
杖
徒
流
死
の
五
つ
と
も
に
、
各
そ
れ
ぞ
れ
の
当
る

　
刑
を
、
本
法
の
通
り
に
行
う
を
、
的
決
と
い
う
」
と
あ
る
。

②
『
経
国
大
典
』
刑
典
、
推
断
条
。
各
衙
門
、
答
以
下
、
直
断
。

③
隅
経
国
大
典
眺
刑
典
、
推
断
条
、
註
。
不
用
刑
衙
門
、
経
皮
鞭
。

　
＊
『
世
話
実
録
』
二
十
年
正
月
戊
子
条
、
二
十
一
年
八
月
壬
寅
条
な
ど
で
は
、
い

　
　
わ
ゆ
る
皮
鞭
の
こ
と
を
「
皮
牌
」
と
呼
ん
で
い
る
。

④
『
世
尊
実
録
』
二
十
年
正
月
戊
子
条
。
軽
装
啓
、
…
…
皮
牌
、
乃
藁
縄
鞭
燵
僕

　
隷
、
罰
之
至
軽
者
也
。

⑤
『
星
湖
僅
説
』
人
皇
門
、
刑
。
我
国
官
刑
、
軽
者
自
民
、
穂
重
卦
算
讐
、
脛
則

　
立
、
響
則
伏
。

⑥
凹
秋
官
志
』
第
三
編
、
考
律
部
、
除
律
、
除
刑
条
。
世
宗
十
二
年
、
除
笛
背
法
。

　
教
日
、
人
五
臓
幽
棲
、
皆
近
於
背
。
官
吏
拷
掠
之
際
、
下
多
鞭
背
、
頗
傷
人
命
。

　
自
今
、
除
筈
背
法
。
京
外
官
吏
、
或
有
違
者
、
抵
罪
。

⑦
『
太
祖
実
録
』
六
年
九
月
己
巳
条
。
都
評
議
使
司
上
言
、
憲
司
劾
六
品
以
上
官
、

　
難
笛
罪
、
必
収
職
牒
、
実
為
前
朝
弊
法
。
乞
依
朝
廷
斯
文
「
凡
内
外
大
小
軍
民
衙

　
門
官
吏
、
出
田
罪
該
論
者
、
官
収
績
扁
「
凡
文
官
犯
私
賢
答
四
十
以
下
、
附
過
還

　
職
。
答
五
十
者
、
解
見
任
、
別
叙
」
高
文
、
六
品
以
上
員
累
犯
、
罪
状
中
備
推
考
、
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以
罪
状
軽
重
、
杖
以
上
罪
、
申
聞
、
収
謝
牒
、
鞠
問
。
答
罪
、
不
門
前
弱
目
、
以

　
公
絨
問
備
罪
状
、
縁
由
具
録
、
呈
使
司
量
罪
、
移
文
巡
軍
、
決
答
蝋
涙
。
上
従
之
。

　
（
参
考
：
『
太
宗
実
録
』
十
二
年
四
月
丁
巳
条
。
議
政
府
上
疏
。
疏
鱗
雲
、
『
経

　
済
六
典
』
内
、
「
司
乱
騰
・
刑
期
、
劾
六
品
以
上
盗
犯
、
杖
罪
以
上
、
則
申
聞
、

　
収
告
身
、
進
而
問
之
。
筈
罪
則
置
文
巡
禁
司
、
決
筈
還
職
。
扁
…
…
）

⑧
『
世
宗
実
録
』
五
年
七
月
転
写
条
。
司
費
府
啓
、
文
武
官
業
三
品
以
上
有
蔭
子

　
孫
、
犯
十
悪
妊
盗
、
非
法
殺
人
、
柾
法
受
臓
、
盛
行
私
（
師
）
外
答
杖
、
依
今
年

　
正
月
十
六
日
受
講
、
並
移
W
迷
義
麟
懇
肘
施
行
。
妖
…
鉱
ハ
中
、
晶
朋
街
着
班
顎
外
、
及
蒔
散

　
西
班
参
外
、
与
有
蔭
子
孫
、
所
犯
推
考
後
、
除
啓
聞
、
須
即
移
送
義
禁
府
科
断
。

　
臨
本
系
常
人
者
、
請
依
前
例
、
答
罪
則
直
間
、
杖
罪
則
移
送
刑
典
論
決
。
若
工
商

　
賎
隷
、
難
参
上
、
亦
依
前
例
、
答
杖
直
断
。
従
之
。

⑨
『
世
事
実
録
輪
七
年
正
月
庚
子
条
。
刑
曹
啓
、
戒
吉
・
平
安
爾
道
土
官
、
不
可

　
以
京
職
例
論
、
若
有
犯
罪
者
、
請
依
二
塁
例
、
除
収
賊
、
随
立
論
罰
。
命
下
政
府

　
諸
替
同
議
。
参
判
崔
府
・
李
随
、
左
議
政
李
原
等
議
日
、
既
是
流
品
之
外
、
論
罰

　
為
可
、
但
自
暴
蹟
罪
者
、
驚
。
判
減
甲
商
、
参
賛
李
之
剛
、
賛
成
黄
熱
、
領
敦
寧

　
二
軍
顕
等
議
廻
、
海
黄
参
外
、
依
権
務
例
、
論
罰
、
輪
中
曾
経
京
窟
者
、
及
有
蔭

　
子
孫
、
許
収
蹟
。
命
従
廷
顕
等
議
。

⑩
『
太
宗
実
録
』
十
三
年
三
月
辛
卯
条
。
刑
期
請
除
私
幾
筈
杖
山
裾
。
啓
日
、
凡

　
死
罪
外
、
答
・
杖
・
徒
・
流
、
並
以
楮
貨
収
蹟
、
已
有
著
聞
。
…
…

⑪
　
日
脚
宗
実
録
』
五
年
正
月
己
酉
条
。
下
教
子
刑
藝
日
、
在
前
、
．
要
楮
貨
興
行
、

　
不
忠
不
孝
外
、
徒
流
答
杖
、
並
皆
塩
鮎
、
然
此
一
時
之
法
。
今
後
除
収
鎖
、
依
律

　
施
行
。
其
中
、
文
武
滋
藤
三
品
以
上
有
蔭
子
弟
、
犯
十
悪
、
自
立
、
非
法
殺
入
、

　
落
語
受
繊
、
及
行
私
（
師
）
外
、
答
杖
、
並
皆
収
順
。

⑫
四
世
宗
実
録
隔
十
一
年
目
月
面
戌
条
。
二
面
刑
曹
・
司
憲
府
。
凡
愚
音
大
小
人

　
員
罪
犯
、
時
散
東
斑
九
品
、
西
班
八
品
以
上
、
及
有
蔭
子
孫
、
成
衆
衙
門
人
等
、

　
皆
本
旨
施
行
。
而
本
窯
常
人
、
則
勿
閥
有
職
与
否
、
悉
直
断
、
不
漁
取
旨
、
未
便
。

　
自
今
、
雛
本
鮪
常
人
、
有
有
職
者
、
並
取
旨
、
収
賦
施
行
。
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三
　
官
人
身
分
に
対
す
る
懲
戒

　
官
人
身
分
の
も
の
が
答
杖
の
収
贋
を
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
比
量
を
受
け
る
平
民
身
分
の
場
合
と
比
べ
れ
ば
、
も
と
よ
り
大
き
な

恩
典
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
官
人
身
分
の
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
に
固
有
の
問
題
と
し
て
、
収
瞭
の
う
え
に
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

罷
職
・
収
告
身
な
ど
の
懲
戒
処
分
が
加
重
さ
れ
、
こ
う
し
た
懲
戒
処
分
の
あ
り
方
が
、
そ
の
後
の
身
分
や
復
職
の
条
件
な
ど
に
、
大
き
く
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
。

　
官
人
身
分
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
あ
り
方
は
、
そ
の
罪
が
公
罪
の
場
合
と
私
罪
の
場
合
と
で
大
き
く
内
容
が
異
な
っ
て
く
る
。
以
下
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
合
を
対
比
し
な
が
ら
、
官
人
身
分
に
お
け
る
懲
戒
の
制
度
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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㈲
　
公
罪
依
口
杖
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
官
人
身
分
の
犯
し
た
罪
が
公
罪
に
該
当
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
職
務
の
遂
行
上
に
お
け
る
不
用
意
の
過
失
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
杖

～
百
以
下
の
罪
は
す
べ
て
事
蹟
を
以
て
施
行
さ
れ
、
罷
職
・
収
告
身
な
ど
の
処
分
は
一
切
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
当
該

官
人
の
身
分
に
は
何
ら
の
変
更
も
加
え
ら
れ
ず
、
収
績
の
規
定
に
則
っ
て
所
定
の
金
晶
を
納
付
し
た
後
は
、
従
前
ど
お
り
、
職
務
に
復
帰
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
太
祖
実
録
』
元
年
（
一
三
九
二
）
七
月
丁
未
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
高
麗
末
期
に
は
刑
罰
制
度
の
棄
乱
か
ら
、
官
人
身
分
の
も
の
が
わ
ず

か
に
憲
章
を
犯
し
た
場
合
で
も
、
刑
曹
で
は
必
ず
そ
の
告
身
を
収
取
し
、
す
な
わ
ち
囚
禁
を
行
う
ば
か
り
か
、
決
罰
後
に
も
告
身
を
還
給
せ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

そ
の
ま
ま
現
任
の
官
職
を
罷
免
（
罷
職
）
し
て
し
ま
う
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
、
官
人
間
の
党
争

が
最
も
激
化
し
て
い
た
当
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
刑
罰
が
一
種
党
争
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
、
法
事
が
反
対
党
派
の
官
人
に
対
し
て
恣
意

的
に
そ
の
告
身
を
収
取
し
て
い
た
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
朝
鮮
朝
で
は
法
司
に
よ
る
恣
意
的
な
告
身
の
収
取
を
順
次
制
限
す
る
と
い
う
方
向
で
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
く
。

　
ま
ず
『
太
祖
実
録
』
六
年
（
；
一
九
七
）
九
月
己
巳
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
六
品
以
上
の
官
人
が
答
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の
告
身
を
収
取

せ
ず
、
す
な
わ
ち
囚
禁
を
行
わ
ず
に
、
公
絨
を
以
て
取
り
調
べ
を
行
う
制
度
が
確
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
六
品
以
上
の
宮
人
は
、

仮
に
宰
相
府
（
都
評
議
使
司
）
に
お
い
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
官
人
と
し
て
の
身
分
を
保
障
さ
れ
、
直
鎖
（
後
の
義
禁

麻
）
に
お
い
て
答
刑
の
実
刑
（
決
答
）
を
受
け
た
の
ち
に
は
、
そ
の
ま
ま
現
任
の
官
職
に
復
帰
（
還
任
）
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

　
　
　
④

の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
『
太
宗
実
録
睡
十
八
年
（
～
四
一
八
）
七
月
庚
戌
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
義
禁
府
に
お
い
て
決
罰
す
る
公
罪
答
杖
の
罪
に
関
し
て
は
、

国
王
よ
り
特
に
告
身
収
取
の
命
令
が
下
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
一
般
に
は
当
該
官
人
の
馬
身
は
収
取
し
な
い
と
い
う
制
度
が
確
立
す
る
に
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⑤

至
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
杖
以
上
の
罪
を
犯
し
た
官
人
は
原
則
と
し
て
囚
禁
の
対
象
と
な
り
、
囚
禁
に
際
し
て
は
そ
の
帆
舟
を
収
取
す
る
こ
と

が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
「
上
身
を
収
取
し
な
い
偏
と
い
う
の
は
、
囚
七
時
に
収
取
し
た
告
身
を
、
決
罰
後
に
改
め
て
還
給
す
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
義
電
導
に
お
い
て
決
罰
す
る
公
童
男
杖
の
罪
に
関
し
て
は
、
こ
れ
に
よ
り
決
罰
後
に

も
官
人
と
し
て
の
身
分
が
従
前
ど
お
り
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
～
連
の
流
れ
を
受
け
て
、
世
宗
朝
に
入
る
と
公
罪
雑
録
の
罪
に
対
す
る
官
人
身
分
の
保
障
は
一
層
推
し
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
ま
ず
二
世
宗
実
録
』
五
年
（
一
四
二
三
）
正
月
己
二
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
「
文
武
官
の
杖
罪
を
犯
す
に
、
罪
の
軽
重
を
論
ぜ
ず
、
並
び

に
職
牒
を
収
む
る
こ
と
、
未
だ
便
な
ら
ず
」
と
し
て
、
宮
人
身
分
に
対
す
る
告
発
の
収
取
に
は
｝
定
の
差
等
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
公

罪
の
場
合
、
そ
の
杖
六
十
の
罪
に
対
し
て
は
告
身
一
等
を
、
杖
七
十
に
は
膚
身
二
等
を
、
杖
八
十
に
は
告
身
三
等
を
、
杖
九
十
に
は
黒
身
四
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
収
取
し
、
杖
一
百
に
は
告
超
す
べ
て
を
収
取
し
て
、
義
禁
府
に
お
い
て
収
膿
を
以
て
施
行
す
る
と
い
う
制
度
が
確
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
公
罪
杖
以
上
の
罪
を
犯
し
て
囚
禁
時
に
収
取
さ
れ
た
骨
身
は
、
収
順
後
に
そ
の
一
部
分
の
み
は
還
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
つ
い
で
『
世
態
実
録
瞼
七
年
（
～
四
二
五
）
十
二
月
甲
申
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
は
公
罪
に
対
す
る
告
身
の
収
取
が
、
明
夕
に
す
ら

規
定
の
無
い
過
重
な
処
分
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
結
局
、
公
罪
杖
一
百
以
下
の
犯
罪
に
対
し
て
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
愚
身
を
収
取
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
と
い
う
制
度
が
確
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
公
罪
杖
以
上
の
罪
を
犯
し
て
囚
禁
時
に
収
取
さ
れ
た
告
身
は
、
収
照
の
後
に
は

そ
の
す
べ
て
が
還
給
さ
れ
、
官
人
と
し
て
の
身
分
に
は
一
切
変
更
が
加
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
世
宗
七
年
（
一
四
二
五
）
の
段
階
で
は
、
公
論
杖
以
上
の
罪
を
犯
し
た
宮
人
に
つ
い
て
は
罷
職
の
処
分
が
加
え
ら
れ
、
現
任

の
官
職
に
は
復
帰
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
罷
職
の
処
分
も
だ
い
た
い
孟
宗
二
十
年
（
一
三
四
八
）

頃
ま
で
に
は
撤
廃
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
『
世
帯
実
録
臨
二
十
年
（
一
三
四
八
）
十
月
庚
午
条
、
並
び
に
十
㎝
二
上
未
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
兵
曹
正
郎
の
南
季
瑛
は
、
中
枢
院
使
韓
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確
の
請
託
を
受
け
て
、
閉
門
時
に
勝
手
に
王
京
の
城
門
を
開
く
と
い
う
罪
を
犯
し
て
「
膿
杖
～
百
、
還
任
」
の
処
分
を
受
け
て
い
る
が
、
後
に

司
憲
府
が
そ
の
還
任
の
処
分
を
不
当
と
し
て
他
官
へ
の
配
置
替
え
を
要
求
す
る
と
、
国
王
は
「
季
瑛
の
罪
は
、
こ
れ
故
ら
に
犯
す
に
あ
ら
ず
。

恕
す
べ
き
な
り
。
か
つ
公
邸
杖
一
年
、
高
尾
の
法
、
す
で
に
成
れ
り
。
軽
々
し
く
改
む
べ
か
ら
ず
」
と
す
る
議
政
府
の
回
心
に
従
っ
て
こ
れ
を

　
　
　
⑧

却
下
し
た
。

　
か
く
し
て
官
人
身
分
の
も
の
は
、
そ
の
罪
が
憶
意
答
杖
の
範
囲
に
止
ま
っ
て
い
る
限
り
は
、
現
任
の
官
職
に
復
帰
し
て
現
職
官
人
と
し
て
の

身
分
を
保
持
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

㈲
　
私
罪
答
杖
の
場
合

　
職
務
遂
行
上
に
お
け
る
不
用
意
の
過
失
と
し
て
の
公
罪
に
対
し
、
官
人
身
分
の
も
の
が
職
務
遂
行
以
外
の
場
に
お
い
て
犯
し
た
罪
や
、
職
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

遂
行
に
際
し
て
自
ら
の
私
的
な
利
益
を
図
っ
て
犯
し
た
罪
の
こ
と
を
私
罪
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
国
章
を
犯
し
た
官
人
に
対
す
る
処
分
が
、
公

罪
を
犯
し
た
宮
人
に
対
す
る
処
分
よ
り
も
重
く
な
る
こ
と
は
誓
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　
具
体
的
に
言
う
と
、
ま
ず
私
罪
答
五
十
以
下
の
罪
の
場
合
に
は
、
軽
罪
の
場
合
と
同
様
に
収
膿
の
義
務
が
生
じ
る
だ
け
で
、
官
人
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

身
分
に
は
一
切
変
更
は
加
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
罪
質
六
十
以
上
の
場
合
に
な
る
と
、
収
順
の
う
え
に
さ
ら
に
罷
職
・
収
白
身
な
ど
の
懲

戒
処
分
が
加
重
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
現
任
の
官
職
を
罷
免
し
た
う
え
で
、
私
罪
杖
六
十
の
罪
に
対
し
て
は
磯
馴
～
等
を
、
杖
七
十
に
は
告
身
二
等

を
、
杖
八
十
の
罪
に
は
告
身
三
等
を
、
杖
九
十
の
罪
に
は
贈
爵
四
等
を
そ
れ
ぞ
れ
収
取
し
、
私
署
杖
｝
百
に
対
し
て
は
そ
の
告
身
の
す
べ
て
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

収
取
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
よ
り
先
、
朝
鮮
国
初
に
は
公
準
私
幣
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
答
杖
の
罪
を
犯
し
た
官
人
に
対
し
て
は
、
有
司
が
決
戦
し
た
う
え
で
そ
の
告

身
の
す
べ
て
を
収
取
す
る
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
た
が
、
前
述
し
た
世
盛
五
年
（
一
四
二
三
）
正
月
己
酉
の
改
革
で
は
、
こ
う
し
た
慣
例
を

改
め
て
、
官
人
に
対
す
る
厚
身
の
収
取
に
一
定
の
差
等
を
設
け
る
こ
と
に
な
り
、
私
藍
革
六
十
の
罪
に
対
し
て
は
告
身
二
等
を
、
杖
七
十
の
罪
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に
は
告
身
三
等
を
、
杖
八
十
の
罪
に
は
語
勢
四
等
を
、
杖
九
十
の
罪
に
は
告
身
五
等
を
収
取
し
、
私
罪
杖
～
百
以
上
の
罪
に
対
し
て
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

告
身
の
す
べ
て
を
収
取
す
る
制
度
が
確
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
つ
い
で
、
世
宗
七
年
（
一
四
二
五
）
十
二
月
甲
申
の
改
革
で
は
、
収
取
す
る
告
身
の
数
が
そ
れ
ぞ
れ
一
等
ず
つ
逓
減
さ
れ
、
私
罪
杖
六
十
の

罪
に
対
し
て
は
告
身
一
等
を
、
杖
七
十
の
罪
に
は
看
貫
二
等
を
、
杖
八
十
の
罪
に
は
告
身
三
等
を
、
杖
九
十
の
罪
に
は
告
身
四
等
を
収
取
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

私
義
心
～
百
以
上
の
罪
に
対
し
て
は
、
そ
の
告
身
の
す
べ
て
を
収
取
す
る
制
度
が
確
立
す
る
に
至
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
前
述
の
解
式
と
し
て

『
経
国
大
典
幽
に
載
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
『
世
宗
実
録
』
ニ
ナ
年
（
一
四
三
八
）
七
月
三
五
条
の
司
憲
府
の
啓
に
よ
る
と
、
告
身
差
等
収
取
の
法
が
成
立
し
た
こ
の
段
階
に
お

い
て
す
ら
、
法
司
は
こ
の
法
文
を
必
ず
し
も
遵
守
せ
ず
、
官
人
身
分
の
も
の
か
ら
囚
禁
時
に
収
取
し
た
告
身
を
、
決
罰
・
収
麟
の
後
に
も
当
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

官
入
に
還
給
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
す
べ
て
収
奪
し
て
し
ま
う
弊
風
が
少
な
く
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
官
人
に
対
す
る
巻
帯
収
取
の
制
度
も
ま
た
、
朝
鮮
飴
の
王
権
が
有
司
に
よ
る
恣
意
的
な
懲
戒
権
の
行
使
を
制
限
し
、
官
人
身
分
一
般
に
対
す

る
懲
戒
権
を
唯
一
絶
対
的
に
掌
握
す
る
こ
と
を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
完
成
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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①
社
会
の
成
員
全
体
を
対
象
と
し
て
設
定
さ
れ
る
珊
法
上
の
処
分
（
刑
罰
）
と
は

　
別
箇
に
、
官
人
と
い
う
特
定
身
分
の
も
の
を
対
象
に
設
定
さ
れ
た
、
窟
僚
組
織
内

　
部
に
お
け
る
制
裁
と
い
う
意
味
で
、
本
稿
で
は
便
堂
的
に
こ
の
懲
戒
処
分
と
い
う

　
概
念
を
用
い
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
今
日
風
に
言
え
ば
、
あ
た
か
も
国
家

　
公
務
員
に
対
す
る
各
種
の
懲
戒
処
分
が
、
刑
事
上
の
処
分
（
刑
罰
）
と
は
　
応
別

　
箇
の
次
元
に
お
い
て
運
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
お
け
ば
よ

　
い
で
あ
ろ
う
。

②
公
罪
と
は
「
公
事
に
縁
り
て
罪
を
致
し
、
私
曲
無
き
者
縣
の
こ
と
を
い
う

　
（
『
楽
律
婚
前
』
愚
将
、
名
例
、
窟
二
条
、
注
）
。

③
『
太
祖
実
録
輪
元
年
七
月
丁
未
条
。
教
中
外
大
小
肥
料
・
閑
良
轡
老
・
軍
民
。

　
王
若
日
…
…
。
一
、
前
朝
之
季
、
律
無
定
事
、
刑
曹
・
巡
軍
・
街
衛
、
各
執
所
見
、

　
刑
不
得
平
。
…
…
其
厚
薄
所
決
、
難
犯
答
罪
、
必
取
的
牒
、
罷
職
、
累
及
子
孫
、

　
非
先
王
立
法
之
意
。
自
今
、
京
外
刑
決
官
、
凡
公
私
罪
犯
、
必
該
大
明
律
、
追
奪

　
宣
豪
者
、
段
収
謝
牒
、
該
資
産
没
官
者
、
存
没
家
産
。
其
附
過
出
職
・
収
蹟
・
解

　
墜
下
事
、
一
二
立
文
科
断
、
母
鎗
前
立
。
…
…

④
『
太
祖
実
録
臨
六
年
九
月
己
巳
条
。
都
評
議
使
司
上
言
、
憲
司
洋
盤
晶
以
上
官
、

　
難
答
罪
、
必
収
職
牒
、
実
為
前
朝
弊
法
。
乞
依
朝
廷
律
文
「
凡
内
外
大
小
軍
民
衙

　
門
宮
吏
、
犯
公
罪
該
答
者
、
官
費
蹟
」
「
凡
文
官
犯
私
立
答
四
十
以
下
、
附
過
還

　
職
。
答
五
十
者
、
解
見
任
、
別
叙
扁
之
文
、
六
品
以
上
員
所
犯
、
舞
状
准
備
推
考
、

　
以
罪
状
軽
重
、
燃
犀
上
善
、
申
聞
、
収
謝
牒
、
鞠
問
。
答
罪
、
不
許
収
職
牒
、
以



朝鮮初期の答杖刑について（矢木）

　
公
誠
問
備
罪
状
、
縁
由
具
録
、
呈
使
出
量
罪
、
移
文
巡
軍
、
決
答
還
任
。
上
従
之
。

⑤
　
　
『
太
宗
実
録
隔
十
八
年
七
月
庚
戌
条
。
司
直
府
執
義
許
揆
等
陳
言
。
本
朝
義
禁

　
府
、
不
論
職
之
高
下
、
直
間
其
由
、
難
肘
杖
流
、
不
収
職
牒
、
盆
踊
此
府
決
罰
者
、

　
轟
轟
職
牒
。
臣
等
窃
謂
、
文
武
官
話
公
電
者
、
非
循
私
悪
摺
、
或
失
於
覚
察
、
或

　
短
於
施
措
之
致
然
也
。
今
田
犯
罪
罪
、
落
蓋
職
牒
、
亦
収
科
田
、
恐
非
盛
代
重
士

　
之
美
慧
也
。
且
時
王
之
制
、
文
武
宮
田
公
罪
杖
以
上
者
、
無
追
奪
総
説
之
律
乎
。

　
願
自
今
、
義
塾
府
決
罰
、
文
武
官
犯
公
罪
杖
以
上
者
、
除
教
旨
内
、
職
牒
収
取
外
、

　
一
依
研
出
之
制
、
勿
収
職
牒
、
以
示
忠
信
勧
濡
濡
道
。
従
之
。

⑥
隅
世
宗
実
録
』
五
年
正
月
国
画
条
。
説
教
干
刑
帰
日
、
「
在
前
、
要
楮
貨
興
行
、

　
不
忠
不
孝
外
、
門
流
・
答
杖
、
並
皆
収
賊
、
然
此
一
時
之
法
、
今
後
除
収
蹟
、
依

　
律
旋
行
。
其
中
、
文
武
宮
及
三
品
以
上
有
蔭
子
孫
、
犯
十
悪
妊
盗
、
非
法
殺
入
、

　
柾
法
受
鳳
、
及
行
師
外
、
答
杖
、
並
皆
収
績
。
且
文
武
宮
犯
杖
罪
、
不
論
罪
之
軽

　
重
、
並
収
職
牒
、
猛
獣
。
私
罪
、
杖
六
十
、
二
等
。
杖
七
十
、
三
等
。
杖
八
十
、

　
四
等
。
杖
九
十
、
五
等
。
公
開
、
杖
六
十
、
一
等
。
杖
七
十
、
一
一
等
。
杖
八
十
、

　
三
等
。
杖
九
十
、
四
等
、
差
等
収
取
後
、
並
令
叢
叢
府
施
行
。
局
並
至
杖
～
百
、

　
則
勿
論
公
私
、
並
尽
収
職
牒
。
」

⑦
『
世
宗
実
録
協
七
年
十
二
月
甲
申
条
。
司
諌
院
啓
。
臣
等
冠
着
律
文
、
名
例
、

　
文
武
官
能
公
営
下
口
、
「
凡
内
外
大
小
軍
民
衙
門
官
吏
、
犯
公
平
、
該
筈
者
、
窟

　
収
順
、
吏
毎
季
類
決
、
不
必
出
過
。
杖
罪
以
上
、
明
白
立
案
、
毎
年
一
考
、
記
録

　
罪
名
、
九
年
通
考
所
犯
次
数
軽
重
、
以
愚
懲
防
」
。
薄
月
罪
条
云
、
「
犯
私
罪
、
答

　
四
十
山
以
下
、
　
工
高
還
皿
盛
。
　
五
十
、
解
…
見
任
、
　
別
叙
…
。
杖
山
ハ
十
、
　
肋
除
二
等
。
七
十
、

　
降
二
等
。
八
十
、
三
等
。
九
十
、
降
四
等
。
倶
解
見
任
。
流
窟
於
雑
職
内
叙
用
。

　
杖
へ
百
者
、
罷
職
不
叙
」
。
永
楽
工
十
一
年
（
世
宗
五
年
、
～
四
二
三
）
正
月
二

　
十
六
日
当
教
、
節
該
、
門
文
武
官
及
三
品
以
上
有
蔭
子
孫
、
犯
十
悪
好
盗
、
非
法

　
殺
人
、
柾
法
受
臓
、
及
落
郭
外
、
並
令
山
賊
。
文
武
陥
凹
杖
罪
者
、
収
職
牒
。
私

　
罪
杖
六
十
、
収
二
等
。
杖
七
十
、
三
等
。
杖
八
十
、
四
等
。
杖
九
十
、
五
等
。
公

　
罪
杖
六
十
、
　
【
等
、
杖
七
十
、
二
等
。
杖
八
十
、
三
等
。
杖
九
十
、
四
等
。
以
之

　
差
等
収
奪
。
罪
至
杖
一
百
、
公
私
罪
、
百
穀
し
。
臣
等
以
為
、
凡
犯
罪
官
吏
、
既

　
不
加
答
杖
、
又
不
尽
収
職
牒
、
殿
下
欽
蝶
結
仁
、
誤
上
矢
。
然
願
文
内
、
文
武
官
降

　
等
之
法
、
但
施
於
私
舞
、
而
不
曽
於
公
罪
。
難
至
杖
一
嵩
、
倶
記
録
罪
名
、
以
惣

　
難
曲
田
沼
突
。
無
追
奪
降
等
詩
文
。
持
論
之
、
公
私
之
辮
、
強
縮
。
今
犯
公
罪
者
、

　
亦
令
収
其
職
牒
、
故
大
小
官
吏
、
因
公
務
所
失
、
而
見
収
職
牒
者
、
比
比
有
之
。

　
猫
脚
恐
違
於
律
文
而
有
馬
掛
簾
下
話
憶
之
照
準
也
。
伏
叢
叢
律
文
話
私
闘
辮
、
律

　
文
本
条
内
、
有
追
奪
及
徒
年
外
、
犯
公
国
者
、
一
如
上
項
教
旨
、
罷
職
、
勿
収
職

　
牒
、
以
全
欽
懐
同
意
。
令
下
政
府
諸
曹
、
同
県
以
啓
。
余
日
、
標
識
諒
院
所
啓
。

　
従
之
。
且
磁
路
読
響
牒
、
杖
六
十
、
収
一
等
。
七
十
、
二
等
。
八
十
、
三
等
。
九

　
十
、
四
等
。
罪
面
杖
｝
百
、
暦
学
。
公
鼻
輪
～
百
、
私
罪
杖
九
十
以
下
、
並
令
義

　
禁
府
収
賦
。

⑧
『
世
宗
実
録
』
二
十
年
十
月
庚
午
条
。
初
、
中
枢
中
使
韓
確
、
随
駕
回
至
楊
州
、

　
聞
誤
世
父
洪
汝
方
骨
、
乗
香
馳
至
京
城
、
門
已
閉
、
不
得
点
、
質
請
守
門
鎮
撫
李

　
術
基
、
兵
曹
正
郎
南
課
業
、
行
厳
器
軍
延
慶
、
皆
鶴
山
開
門
符
、
不
聴
。
確
強
之
、

　
乃
開
門
得
入
。
既
而
有
中
宮
内
史
、
承
内
旨
、
将
詣
行
在
所
、
以
無
符
文
開
（
以

　
無
開
門
符
）
、
内
史
不
得
繊
。
後
事
覚
、
憲
司
空
際
中
啓
日
、
薄
墨
檀
入
城
門
、

　
術
基
・
延
慶
・
好
者
等
、
従
韓
確
之
請
、
檀
自
開
門
、
営
荒
苑
法
。
命
中
韓
確
・

　
延
慶
等
職
、
男
臼
・
開
基
、
並
鎖
骨
一
調
、
就
任
。

　
　
同
右
、
十
一
月
癸
未
。
司
憲
府
啓
、
兵
曹
正
郎
南
季
瑛
、
檀
開
城
門
、
瞭
杖
～

　
百
、
難
例
当
還
任
、
然
兵
曹
所
掌
匪
軽
、
且
是
政
曹
、
不
眠
還
任
。
請
遷
他
官
。

　
上
鞘
令
政
府
議
定
。
政
府
照
日
、
季
瑛
之
罪
、
非
是
故
犯
、
可
恕
也
。
且
公
罪
杖

　
一
百
還
任
之
法
、
希
薄
、
不
可
軽
士
。
従
之
。

⑨
　
私
幣
と
は
門
公
窺
に
縁
ら
ず
し
て
私
語
に
犯
す
者
」
や
、
「
公
事
に
縁
る
と
い

　
え
ど
も
、
意
、
阿
曲
に
渉
る
扁
も
の
の
こ
と
を
い
う
（
『
唐
律
疏
議
』
巻
二
、
名

　
例
、
官
当
条
、
硫
）
。
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⑩
魍
明
律
』
巻
一
、
名
田
律
、
文
武
官
犯
私
罪
条
。
凡
文
武
富
犯
野
離
、
答
四
＋

　
以
下
、
附
田
還
職
。
五
十
、
解
見
任
、
別
叙
。

　
『
経
国
大
典
』
二
百
、
推
断
条
、
註
。
文
裁
官
及
内
侍
府
、
右
蔭
子
孫
、
生
員
、

　
進
士
、
犯
十
悪
妊
盗
、
非
法
殺
人
、
柾
法
受
取
外
、
答
杖
並
収
量
。

　
＊
私
罪
杖
四
十
以
下
は
明
律
で
は
附
過
還
職
と
な
っ
て
い
る
が
、
朝
鮮
朝
で
は
収

　
　
順
し
た
う
え
で
還
任
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
朝
鮮
朝
で
は
公
罪
杖

　
　
一
章
に
ま
で
還
任
を
許
し
た
こ
と
は
、
本
文
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

⑪
『
明
器
隔
巻
一
、
名
馬
律
、
文
武
官
製
私
罪
条
。
凡
文
武
官
犯
私
罪
、
…
…
杖

　
六
十
、
降
一
等
。
七
十
、
降
二
等
。
八
十
、
降
三
等
。
九
十
、
降
四
等
。
倶
解
見

　
任
、
流
官
、
於
雑
職
内
叙
用
、
雑
職
、
於
辺
遠
叙
用
。
杖
一
百
者
、
罷
職
不
叙
。

　
大
典
』
刑
典
、
推
断
馴
、
註
。
犯
崩
私
罪
杖
ム
ハ
山
一
雌
佃
、
啓
…
聞
、
追
奪
止
冒
身
一
竺
寸
（
島
母
口
叩

　
分
正
従
為
等
、
越
等
守
職
者
、
激
切
守
職
者
、
非
因
罪
犯
未
出
謝
者
、
皆
拝
計
）
、

　
七
十
、
二
等
。
入
綾
、
三
等
。
九
十
、
四
等
。
一
百
、
盤
行
追
奪
。
送
吏
兵
曹

　
（
持
告
身
逃
匿
者
、
経
世
亦
奪
）
。

⑫
前
掲
、
本
節
註
⑥

⑬
前
掲
、
本
節
註
⑦

⑭
　
　
『
世
宗
実
録
』
二
十
年
七
月
辛
丑
条
。
司
憲
府
啓
、
前
此
、
朝
宮
有
所
犯
、
劾

　
問
不
承
、
不
承
、
則
啓
収
職
週
期
勾
問
、
定
罪
之
後
、
面
繋
還
給
、
有
違
因
罪
差

　
等
収
取
之
法
。
乞
今
後
、
各
因
其
罪
、
差
等
収
取
、
除
並
還
給
、
永
土
塁
式
。
従

　
之
。
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四
　
八
議
身
分
に
対
す
る
懲
戒

　
官
人
身
分
の
犯
罪
に
対
し
て
は
、
そ
の
罪
を
収
溶
し
た
う
え
で
罷
職
・
収
告
身
な
ど
の
懲
戒
処
分
を
加
重
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

方
、
官
人
身
分
の
中
で
も
議
親
、
．
功
臣
、
堂
上
官
な
ど
、
国
王
の
特
瑚
の
恩
顧
に
与
る
い
わ
ゆ
る
八
議
身
分
の
犯
罪
の
場
合
に
は
、
国
王
の
恩

典
に
よ
り
刑
法
上
の
責
任
を
　
切
餅
除
さ
れ
一
す
な
わ
ち
決
罰
・
収
廼
な
ど
の
責
任
を
一
切
免
除
さ
れ
て
一
単
に
罷
職
・
収
告
身
な
ど
の

懲
戒
処
分
を
受
け
る
に
止
ま
っ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

　
本
節
で
は
、
最
後
に
こ
う
し
た
八
議
身
分
に
対
す
る
懲
戒
の
制
度
に
つ
い
て
、
官
人
身
分
～
般
の
場
合
と
対
比
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

㈲
罷

職

官
人
身
分
の
も
の
が
私
罪
答
杖
の
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の
杖
六
十
以
上
の
罪
に
対
し
て
は
、
管
楽
の
上
に
罷
職
・
収
満
身
な
ど
の
懲
戒
処
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分
が
加
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
八
議
身
分
の
犯
罪
の
場
合
、
そ
の
刑
法
上
の
責
任
は
一
切
免
除
さ
れ
て
、
単
に
罷
職
の
懲
戒
処
分

が
加
え
ら
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

　
例
え
ば
『
太
宗
実
録
』
十
四
年
（
一
四
　
四
）
十
月
壬
言
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
王
命
を
受
け
て
裁
判
を
担
当
し
な
が
ら
、
事
実
を
以
て
国

王
に
報
告
し
な
か
っ
た
と
い
う
罪
（
国
津
推
案
問
事
、
報
上
不
工
合
）
を
犯
し
て
「
杖
八
十
・
徒
二
年
」
の
量
刑
を
受
け
た
聖
堂
や
、
国
王
の
側

近
で
あ
り
な
が
ら
機
密
事
項
を
外
部
に
漏
ら
し
た
と
い
う
罪
（
近
侍
官
漏
洩
機
密
常
事
）
を
犯
し
て
「
杖
一
蹴
」
の
量
刑
を
受
け
た
李
灌
な
ど
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
ず
れ
も
そ
の
刑
法
上
の
責
任
を
免
除
さ
れ
て
、
単
に
罷
職
の
処
分
を
受
け
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。

　
ま
た
『
世
宗
実
録
』
二
十
一
年
（
一
四
三
九
）
六
月
己
言
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
知
中
枢
院
事
の
李
中
至
は
、
賎
し
い
身
分
の
妾
に
入
れ
あ

げ
て
正
妻
を
蔑
ろ
に
し
た
と
い
う
罪
（
呪
愛
二
院
、
疎
薄
正
妻
）
1
こ
れ
は
明
律
で
い
え
ば
、
正
妻
が
あ
り
な
が
ら
妾
を
正
妻
と
し
た
罪
（
妻

在
、
以
妾
為
妻
）
に
当
た
り
、
「
杖
九
十
」
の
刑
に
相
当
す
る
　
　
を
犯
し
て
上
童
府
の
取
り
調
べ
を
受
け
て
い
る
が
、
国
王
の
最
終
判
決
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
て
は
、
や
は
り
そ
の
刑
法
上
の
責
任
を
免
除
さ
れ
、
単
に
罷
職
の
処
分
を
受
け
る
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
官
人
身
分
の
も
の
が
私
罪
答
杖
の
罪
を
犯
し
た
場
合
、
一
般
的
に
は
そ
の
罪
を
収
雌
し
た
う
え
で
罷
職
・
収
報
身
な
ど
の
懲
戒
処
分
が
加
重

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
八
議
身
分
の
場
合
に
は
、
収
類
や
収
告
身
な
ど
の
処
分
は
｝
切
々
除
さ
れ
、
単
に
そ
の
現
任

の
官
職
（
職
事
官
）
が
罷
免
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
伴
う
損
失
は
、
直
接
に
は
そ
の
官
職
に
対
す
る
禄
俸
支
給
の
停
止

に
止
ま
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
罷
職
は
科
罪
の
砦
あ
ら
ざ
る
な
殉
・

　
『
世
宗
実
録
』
二
十
｝
年
（
｝
四
三
九
）
六
月
庚
辰
条
に
お
け
る
司
憲
府
持
平
宋
翠
の
発
雷
な
ど
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
お
り
、
罷
職
と
は
官

職
の
任
免
と
い
う
行
政
上
の
処
分
の
一
環
に
過
ぎ
ず
、
五
刑
の
体
系
内
に
お
け
る
刑
罰
（
科
罪
）
と
は
、
そ
の
処
分
と
し
て
の
重
み
を
根
本
的

に
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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勧
収
　
　
告
　
　
身

　
八
議
身
分
の
犯
罪
に
対
し
て
は
、
そ
の
刑
法
上
の
責
任
を
免
除
し
て
罷
職
の
懲
戒
処
分
を
加
え
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
う
し

た
処
分
だ
け
で
は
当
該
官
人
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
懲
戒
処
分
の
内
容
は
一
層
重
く
な
っ
て
、
さ
ら
に

収
告
身
の
処
分
が
加
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
例
え
ば
『
太
祖
実
録
』
五
年
（
一
三
九
六
）
九
月
戊
辰
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
上
将
軍
畳
用
権
、
大
将
軍
沈
欝
、
盧
尚
義
、
中
位
将
軍
サ
普

老
、
左
軍
将
軍
李
思
謹
な
ど
は
、
発
曲
論
慰
の
際
に
飲
酒
食
肉
す
る
と
い
う
罪
を
犯
し
て
刑
曹
の
弾
劾
を
受
け
て
い
る
が
、
国
王
は
そ
の
刑
法

上
の
責
任
を
免
除
し
て
、
一
旦
は
罷
職
の
処
分
を
加
え
る
に
止
め
る
こ
と
に
し
ょ
う
と
し
た
。
し
か
し
鞍
置
が
再
び
そ
の
罪
を
弾
劾
し
た
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
、
結
局
、
懲
戒
処
分
の
内
容
が
加
重
さ
れ
て
、
彼
ら
は
そ
の
告
身
（
職
牒
）
を
も
収
取
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
『
世
々
実
録
』
二
十
一
年
（
一
四
三
九
）
二
月
乙
卯
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
鄭
麟
趾
の
息
子
で
国
王
世
宗
の
女
婿
で
も
あ
る
日
城
君
鄭

孝
全
は
、
相
論
の
近
親
者
と
岡
一
の
娼
妓
を
相
好
し
た
と
い
う
罪
を
犯
し
て
義
禁
府
の
取
り
調
べ
を
受
け
、
～
旦
は
罷
職
の
処
分
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
が
、
司
憲
府
が
再
び
そ
の
罪
を
弾
劾
し
た
た
め
に
、
結
局
、
懲
戒
処
分
の
内
容
が
加
重
さ
れ
て
、
鄭
孝
全
は
そ
の
告
身
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

収
取
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
盤
面
身
の
処
分
は
罷
職
の
処
分
よ
り
も
一
層
重
い
処
分
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
罷
職
が
現
任
官
職
の
罷

免
に
止
ま
る
の
に
対
し
、
収
告
身
で
は
官
人
と
し
て
の
位
階
を
示
す
集
義
が
収
取
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
官
入
と
し
て
の
身
分
と
特
権
と
が
、

と
も
ど
も
剥
奪
な
い
し
は
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
八
議
身
分
に
対
す
る
収
告
身
の
処
分
も
ま
た
、
私
罪
苔
杖
の
罪
を
犯
し
た
～
般
官
人
の
場
合
と
同
様
、
そ
の
罪
の
軽
重
に
応
じ
て
差
等
に
告

身
を
収
取
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
て
心
身
の
一
部
、
な
い
し
は
全
部
を
収
取
さ
れ
た
官
人
は
、
そ
の
位
階
が
引
き

下
げ
ら
れ
た
分
だ
け
、
官
人
と
し
て
の
身
分
と
特
権
を
も
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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⑦

　
　
職
牒
を
収
む
れ
ば
、
則
ち
必
ず
並
び
に
科
田
を
収
む
。

　
『
太
宗
実
録
』
十
四
年
（
一
四
一
四
）
十
月
忌
辰
条
に
見
え
る
太
宗
恭
定
大
王
の
発
言
な
ど
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
お
り
、
収
量
身
の
処
分
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

何
よ
り
も
ま
ず
位
階
の
高
下
に
応
じ
て
分
給
さ
れ
る
領
地
（
中
田
）
か
ら
の
田
税
収
入
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は

禄
俸
支
給
の
停
止
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
官
人
身
分
の
経
済
生
活
に
重
大
な
打
繋
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
収
麟
の
う
え
に
さ
ら
に
罷
職
・
収
懸
隔
な
ど
の
懲
戒
処
分
が
加
え
ら
れ
る
　
般
官
人
の
場
合
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
収
膿
の
責
任
を

免
除
し
て
単
に
罷
職
・
収
告
身
な
ど
の
懲
戒
処
分
を
加
え
る
だ
け
の
八
議
身
分
に
対
す
る
処
分
は
、
や
は
り
軽
微
な
制
裁
に
止
ま
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
八
議
身
分
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
内
容
と
し
て
は
、
罷
職
・
収
告
身
の
う
え
に
さ
ら
に
付
処
・
安
置
な
ど
の
追
放
の
処
分
が
加
重
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
考
察
し
て
い
る
の
で
省
略
す
る
。

回
復
職
の
過
程

　
八
議
身
分
に
対
す
る
処
分
は
、
一
般
官
人
の
場
合
に
比
し
て
軽
微
な
制
裁
に
止
ま
っ
て
い
た
が
、
し
か
も
そ
う
し
た
処
分
は
、
八
議
身
分
の

も
の
が
国
王
の
恩
典
に
よ
っ
て
そ
の
処
分
を
解
か
れ
、
現
職
官
人
と
し
で
復
帰
す
る
こ
と
を
何
ら
も
妨
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
例
え
ば
、
『
世
宗
実
録
』
二
十
二
年
（
一
四
四
〇
）
正
月
乙
卯
条
、
並
び
に
賄
費
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
柳
十
二
と
い
う
人
物
は
慶
州
府
サ
に

任
命
さ
れ
な
が
ら
妻
壁
の
老
病
を
口
実
に
任
官
を
忌
避
し
た
と
い
う
罪
で
義
禁
府
の
取
り
調
べ
を
受
け
、
一
旦
は
収
立
身
の
処
分
を
受
け
て
い

る
が
、
そ
の
約
一
年
一
箇
月
後
の
『
世
理
実
録
』
二
十
三
年
（
一
四
四
一
）
二
月
戊
辰
病
身
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
人
物
は
国
王
の
特
旨
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

よ
り
早
く
も
還
給
告
身
の
恩
典
を
受
け
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
『
世
上
実
録
』
二
十
一
年
（
一
四
三
九
）
二
月
乙
卯
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
鄭
二
八
の
息
子
で
国
王
世
宗
の
女
婿
で
も
あ
る
日
城
君
鄭

孝
全
は
、
先
に
も
言
及
し
た
と
お
り
、
相
避
の
近
親
者
と
同
～
の
妓
女
を
相
好
し
た
と
い
う
罪
で
、
一
旦
収
上
身
の
処
分
を
受
け
て
い
る
が
、
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約
九
箇
月
後
に
当
た
る
『
世
宗
実
録
』
二
十
一
年
（
一
四
三
九
）
十
　
月
辛
亥
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
鄭
孝
全
も
ま
た
国
王
の
特
旨
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

り
、
早
く
も
還
給
告
身
の
恩
血
ハ
を
受
け
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
み

　
　
鄭
生
金
は
、
そ
の
纂
明
豊
の
事
に
あ
ら
ず
。
た
だ
そ
の
後
来
を
懲
戒
せ
ん
と
欲
し
、
故
に
告
身
を
収
葎
す
。
然
れ
ど
も
な
お
そ
の
今
に
至
る
ま
で
久
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
廃
し
て
用
い
ざ
る
を
恨
め
る
な
り
。

　
『
世
宗
実
録
』
二
十
一
年
（
一
四
三
九
）
十
一
月
甲
寅
条
に
お
け
る
右
の
世
宗
荘
憲
大
王
の
発
言
な
ど
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
お
り
、
八
議
身

分
に
対
す
る
播
肥
身
の
処
分
は
、
他
日
そ
の
告
身
を
還
給
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
、
あ
く
ま
で
も
一
時
的
な
処
分
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
か
く
し
て
還
給
気
身
の
恩
典
を
受
け
た
も
の
は
、
次
に
一
般
の
罷
職
人
や
前
街
人
と
同
様
、
吏
兵
曹
の
薦
挙
を
ま
っ
て
職
事
官
へ
の
任
用

（
叙
用
）
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
八
議
身
分
の
も
の
は
、
一
般
官
人
よ
り
も
い
ち
早
く
下
用
の
恩
典
を
受
け
る
機

会
に
恵
ま
れ
て
い
た
。

　
例
え
ば
『
世
宗
実
録
』
十
二
年
（
一
四
三
〇
）
十
一
月
辛
魚
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
議
政
府
左
議
政
の
黄
喜
は
、
交
河
県
令
に
請
託
し
て
不

正
に
土
地
を
入
手
し
た
等
の
罪
で
司
痛
言
の
弾
劾
を
受
け
、
一
旦
罷
職
の
懲
戒
処
分
を
受
け
て
い
る
が
、
約
十
箇
月
後
の
『
世
宗
実
録
臨
十
三

年
（
一
四
三
一
）
九
月
甲
子
条
の
記
録
に
よ
る
と
、
黄
平
は
早
く
も
国
王
の
恩
典
に
よ
り
、
前
官
・
議
政
府
左
議
政
と
同
じ
く
正
一
品
の
議
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

府
領
議
政
と
し
て
復
職
を
果
た
し
て
い
る
。

　
ま
た
『
世
宗
実
録
』
二
十
三
年
（
一
四
四
一
）
六
月
悪
子
条
の
記
述
に
よ
る
と
、
奥
耳
の
息
子
で
あ
る
戸
曹
参
判
の
黄
致
身
は
、
弟
の
黄
保

身
が
罪
を
犯
し
て
富
田
を
没
収
さ
れ
た
際
、
そ
の
疋
田
を
自
分
の
痩
せ
た
科
田
と
勝
手
に
交
換
し
よ
う
と
し
て
司
恵
雨
の
弾
劾
を
受
け
、
一
旦

罷
職
の
懲
戒
処
分
を
受
け
て
い
る
が
、
約
五
箇
月
後
の
『
世
子
実
録
瞼
二
十
三
年
（
一
四
四
～
）
閏
十
～
月
庚
寅
条
、
並
び
に
減
磁
条
の
記
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
よ
る
と
、
黄
雲
身
は
早
く
も
国
王
の
恩
典
に
よ
り
、
前
官
・
戸
曹
参
判
と
同
じ
く
従
二
品
の
漢
城
府
サ
と
し
て
復
職
を
果
た
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
国
王
の
特
別
の
恩
顧
に
与
る
八
議
の
身
分
の
も
の
は
、
仮
に
罪
を
犯
し
て
罷
職
・
急
告
身
な
ど
の
懲
戒
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
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朝鮮初期の答杖刑について（矢木）

な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
遠
か
ら
ず
還
給
反
身
の
恩
典
を
受
け
、
延
い
て
は
試
用
の
恩
典
を
受
け
て
官
界
へ
と
復
帰
す
る
こ
と
が
、
そ
も
そ

も
処
分
を
行
う
に
当
た
っ
て
の
暗
黙
の
う
ち
の
了
解
事
項
と
し
て
折
り
込
み
済
み
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
罷
職
人
・
収
二
身
人
に
対
し
て
国
王
が
あ
ま
り
に
も
早
く
叙
用
の
恩
典
を
与
え
て
し
ま
う
と
、
そ
も
そ
も
罷
職
・
収
告
身
の
処

分
を
行
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
無
意
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
『
経
国
大
典
』
成
立
の
段
階
で
は
、
罷
職
人
・
収
量
身
入
の
徳
用
に
あ
る
一

定
の
制
限
を
設
け
、
懲
戒
処
分
と
し
て
の
意
昧
が
希
薄
化
し
な
い
よ
う
に
配
慮
を
加
え
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
『
経
国
大
楽
ハ
』
吏
典
、
考
課
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
議
親
・
功
臣
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
八
議
身
分
の
も
の
が
、
十
悪
以
外
の
罪
を
繰
り
返
し
犯

し
て
そ
の
都
度
国
王
に
よ
り
免
罪
の
恩
典
を
受
け
て
い
た
場
合
、
五
回
目
に
は
無
罪
放
免
と
せ
ず
に
必
ず
罷
職
の
懲
戒
処
分
を
加
え
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
て
罷
職
の
処
分
を
受
け
た
も
の
に
関
し
て
は
、
罷
職
後
　
年
を
経
過
し
て
は
じ
め
て
そ
の
専
用
を
許
す
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
⑯

に
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
岡
書
同
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
蒙
塵
を
犯
し
て
罷
職
の
処
分
を
受
け
た
も
の
は
、
罷
職
後
二
年
を
経
過
し
て
は
じ
め
て
そ
の
叙
用
を
許

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
「
磁
位
を
犯
し
て
罷
職
」
さ
れ
た
も
の
と
い
う
の
は
、
旦
細
論
的
に
は
、
私
弓
杖
以
上
の
罪
を
犯
し
て
収
類

の
う
え
で
罷
職
・
収
愚
身
の
処
分
を
受
け
る
一
般
官
人
の
場
合
と
、
収
膿
を
免
除
さ
れ
て
単
に
罷
職
・
収
愚
身
の
処
分
の
み
を
受
け
る
八
議
身

分
の
場
合
と
の
両
方
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
同
書
同
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
国
王
か
ら
還
給
告
身
の
恩
典
を
受
け
た
も
の
に

関
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
叙
用
が
許
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
罷
職
後
二
年
と
い
う
所
定
の
年
限
を
経
過
し
て
は
じ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

そ
の
叙
用
が
許
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
一
定
程
度
の
制
限
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
と
い
っ
て
特
別
の
才
能
も
な
く
、
ま
た
有
力
な
庇
護
者
を
も
持
た
な
い
極
一
般
的
な
官
人
の
場
合
、
罷
職
後
二
年
と
い
う
年

限
を
満
た
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
官
界
へ
の
復
帰
が
確
実
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
任
宮
候
補
者
が
ほ
と
ん
ど
飽

和
状
態
に
ま
で
達
し
て
い
た
当
時
の
官
界
の
状
況
を
考
え
る
と
、
た
と
え
罷
職
後
二
年
と
い
う
年
限
を
満
た
し
て
叙
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
段
階
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
叙
用
を
受
け
て
現
職
官
人
と
し
て
の
復
帰
を
果
た
す
も
の
は
ほ
と
ん
ど
無
い
に
等
し
い
と
い
っ
て
も
過
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雷
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
の
点
、
八
議
身
分
の
も
の
は
国
王
の
特
別
の
恩
顧
に
よ
り
、
ほ
ぼ
確
実
に
叙
上
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
正
し
く
こ

の
点
に
お
い
て
こ
そ
、
八
議
身
分
に
対
す
る
処
分
は
～
般
官
人
に
対
す
る
処
分
よ
り
も
遙
か
に
軽
微
な
制
裁
に
止
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①
八
議
と
は
、
議
親
、
議
故
、
議
論
、
議
賢
、
議
能
、
議
勤
、
議
貴
、
嘉
賓
を
翻

　
う
。
朝
鮮
朝
で
は
主
と
し
て
議
親
、
功
臣
、
二
品
以
上
（
一
部
三
品
官
を
含
む
）

　
の
堂
上
宮
に
免
罪
の
特
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
功
距
は
薬
日
に
、

　
堂
上
官
は
議
貴
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
。

②
　
　
咽
太
宗
実
録
』
十
四
年
十
月
壬
辰
条
。
厳
戒
発
道
・
李
灌
・
李
堂
等
職
。
義
禁

　
戯
具
善
進
李
二
等
及
李
瀧
之
罪
、
以
聞
。
令
鼠
輩
及
代
言
等
按
律
。
堂
等
比
律
、

　
若
奉
捌
推
案
問
事
、
報
上
不
嫁
実
者
、
杖
八
十
・
徒
二
年
。
灌
比
律
、
若
近
侍
窟

　
漏
洩
機
密
常
事
、
杖
一
議
。
二
道
無
由
比
律
。
上
自
、
四
人
之
罪
、
甚
妾
。
発
道
、

　
功
臣
之
子
、
宜
勿
論
。
即
釈
之
、
只
罷
職
。
上
以
灌
久
在
左
右
、
専
有
老
母
、
収

　
職
牒
、
則
必
並
収
蔵
田
。
只
令
罷
職
・
不
同
。
罪
二
等
、
則
必
有
拒
諌
之
名
、
亦

　
A
瀞
ロ
ハ
塊
肥
甘
パ
職
O

③
『
尊
意
実
録
㎏
二
十
一
年
六
月
己
亥
条
。
司
憲
府
啓
、
知
中
枢
院
事
李
中
至
、

　
陀
愛
賎
妾
、
疎
薄
正
妻
之
罪
、
請
田
如
法
。
叢
叢
其
職
。

　
噌
明
律
』
巻
六
、
戸
律
、
嬬
姻
、
妻
妾
失
序
条
。
凡
以
妻
為
立
者
、
杖
一
百
。
妻

　
在
、
以
妾
為
妻
者
、
杖
九
十
。
並
改
正
。

④
『
世
宗
実
録
』
二
＋
一
年
六
月
庚
辰
条
。
開
平
宋
翠
啓
、
「
戸
主
、
以
商
質
為

　
業
、
早
撮
無
子
僧
也
。
曾
代
納
忠
清
各
翠
嵐
木
、
欲
徴
碧
羅
、
往
本
道
（
国
人
謂

　
幡
瓦
木
獄
吐
木
）
。
経
歴
羅
敬
明
、
給
駅
馬
帯
行
、
本
府
聞
之
、
推
劾
未
畢
、
例

　
蒙
落
掛
、
未
得
科
罪
。
然
其
情
盛
業
莫
稜
、
請
罷
其
職
、
以
懲
後
来
。
」
上
瀾
、

　
「
爾
等
之
言
、
然
爽
。
然
凡
事
務
遵
大
体
、
可
也
。
爾
等
之
言
、
似
為
細
砂
。
嚥

　
翠
更
啓
、
「
朝
士
則
庸
或
有
借
騙
騎
帯
行
者
突
。
今
此
恵
賛
、
興
利
僧
也
。
敬
明

　
以
一
道
表
率
、
不
下
智
司
、
山
国
駅
馬
、
公
然
帯
行
、
自
在
赦
前
、
難
不
科
罪
、

　
若
不
罷
澱
、
後
来
何
懲
。
且
罷
職
、
非
科
罪
之
比
熱
。
」
上
日
、
「
敬
明
之
事
、
未

　
畢
推
劾
、
爾
等
之
論
、
似
若
叢
挫
。
然
吾
将
広
議
施
行
。
」

⑤
『
太
祖
実
録
臨
五
年
九
月
戊
辰
条
。
刑
曹
手
並
、
上
将
軍
呉
用
権
、
大
将
軍
沈

　
澄
・
巌
尚
義
、
中
軍
将
軍
勢
普
老
、
左
軍
将
軍
籍
思
謹
等
、
於
発
哀
音
慰
十
時
、

　
飲
酒
食
肉
。
上
塗
許
罷
職
。
刑
曹
又
上
蓋
極
論
。
裁
許
収
其
職
漁
。

⑥
『
世
論
実
録
隔
二
十
一
年
正
月
辛
丑
条
。
二
日
府
鞠
鄭
孝
全
…
…
之
罪
、
以
啓
。

　
罷
孝
全
職
。
…
…

　
㎎
世
宗
実
録
臨
二
十
一
年
工
月
乙
環
条
。
毒
言
二
上
疏
日
、
…
…
近
日
、
日
城
君

　
鄭
孝
全
、
与
謙
、
以
相
避
之
親
、
忘
義
縦
欲
、
相
好
娼
妓
、
…
…
殿
下
特
垂
寛
仁
、

　
只
収
謙
返
牒
、
罷
孝
全
職
事
、
…
…
雪
洞
殿
下
、
…
…
将
謹
与
孝
全
、
戴
逐
回
外
、

　
使
之
自
支
。
…
…
上
鎌
奪
孝
全
告
朔
、
疑
譜
干
京
畿
臨
津
県
。

⑦
前
掲
、
本
節
註
②

⑧
科
田
法
に
お
い
て
は
、
科
田
は
現
任
官
の
み
な
ら
ず
、
前
任
官
や
未
叙
用
人
に

　
対
し
て
も
、
そ
の
位
階
に
応
じ
て
分
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
『
高
麗
史
幅
巻
七
十
入
、
食
貨
志
　
｝
、
田
制
、
禄
君
田
、
孫
譲
王
三
年
五
月
条
。

　
都
評
議
使
司
上
書
、
請
定
給
科
田
法
。
従
之
。
…
…
京
畿
、
四
方
之
本
、
日
置
科

　
田
、
以
優
士
大
夫
。
散
居
京
城
、
衛
王
室
者
、
不
論
時
針
、
各
山
科
受
。

⑨
拙
稿
「
朝
鮮
初
期
の
徒
流
刑
に
つ
い
て
」
（
梅
原
郁
編
㎎
前
近
代
中
国
の
刑
罰
臨
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所
収
、
　
｝
九
九
山
ハ
年
十
二
日
月
、
山
暴
都
、
山
昂
都
大
愚
ず
人
文
科
学
講
究
所
）

⑩
『
世
宗
実
録
』
二
十
二
年
正
月
翠
苔
条
。
伝
旨
義
字
府
、
愈
孝
通
、
受
慶
州
府

　
歩
、
乃
以
妻
病
母
免
、
梛
季
聞
、
亦
男
優
州
府
ヂ
、
又
以
妻
父
老
鼠
輩
免
。
且
季

　
聞
以
出
使
入
朝
論
功
、
上
言
無
礼
事
田
、
惑
（
推
）
鞠
貰
聞
。

　
同
月
丁
巳
条
。
義
禁
府
鞠
余
孝
通
・
穿
下
聞
耳
罪
、
子
中
。
命
皆
収
奪
告
身
。
前

　
此
、
慶
州
府
勢
、
相
継
卒
無
任
所
、
故
孝
通
等
、
裏
目
邪
説
、
薄
樺
於
六
期
、
皆

　
托
故
窺
免
。
凡
辞
避
者
、
已
四
人
　
。
援
軍
罪
孝
通
・
季
乱
国
。

　
『
世
宗
実
録
』
二
十
三
年
二
月
戊
辰
目
下
。
命
還
給
三
月
親
告
身
、
侃
為
承
文
院

　
群
集
。

⑪
『
世
話
実
録
』
二
＋
㎝
年
二
月
乙
卯
条
（
前
掲
、
本
節
註
⑥
）
。

　
『
世
宗
実
録
』
二
十
一
年
十
一
月
辛
尊
志
。
還
給
鄭
孝
全
黒
身
。

⑫
隅
世
宗
実
録
』
二
十
｝
年
＋
｝
月
並
寅
条
。
右
正
言
鄭
次
恭
啓
、
…
…
日
城
君

　
鄭
孝
全
、
与
瑞
山
君
、
共
好
一
妓
、
至
於
相
闘
、
以
湾
綱
常
、
特
収
愚
身
。
…
…

　
今
以
李
中
至
・
鄭
孝
全
、
還
除
本
職
、
…
…
皆
為
不
可
。
…
…
上
臼
、
…
…
鄭
孝

　
全
、
本
非
明
白
忍
事
、
鴨
宮
其
懲
戒
後
来
、
故
収
奪
告
身
。
然
猶
恨
其
至
妙
久
廃

　
不
用
也
。

⑬
『
経
国
大
典
』
吏
典
、
薦
挙
条
。
凡
収
告
身
、
及
罷
職
者
、
毎
冬
夏
季
月
、
具

お
　
わ
　
り
　
に

準

　
罪
名
黒
甜
。

⑭
　
　
『
世
宗
実
録
』
十
二
年
十
一
月
製
鉄
条
。
司
憲
府
上
卿
日
、
臣
等
将
島
廻
請
托

　
黒
総
、
具
疏
以
岡
、
殿
下
重
絶
大
臣
、
来
即
漁
允
、
深
有
憾
焉
。
…
…
伏
望
殿
下
、

　
罷
欄
不
叙
、
以
杜
請
托
証
法
之
漸
。
命
罷
喜
職
。

　
『
世
宗
実
録
臨
十
三
年
九
月
甲
子
条
。
以
黄
喜
為
領
議
政
。

⑮
『
世
宗
実
録
』
二
十
三
年
六
月
掛
子
条
。
黄
保
身
、
以
罪
収
隠
田
、
兄
戸
管
参

　
判
致
身
、
以
己
墨
田
葉
叢
、
憲
掛
盤
、
罷
之
。

　
『
世
宗
実
録
』
二
十
三
年
閏
十
一
月
庚
寅
条
。
…
…
工
面
身
、
漢
城
府
ヂ
。

　
同
月
壬
辰
条
。
岡
諌
院
啓
、
今
以
黄
致
身
為
漢
城
府
雰
。
本
府
職
掌
決
訟
、
其
任

　
至
重
、
致
身
罷
職
未
久
、
而
流
説
聖
職
、
実
為
不
可
。
請
罷
之
。
…
…
上
臼
、
致

　
身
所
犯
、
非
是
大
過
、
且
再
認
大
赦
、
不
必
更
言
。
…
…

⑯
『
経
国
大
典
風
霜
典
、
考
諜
条
。
周
年
、
病
満
三
十
日
者
、
議
親
・
功
臣
、
十

　
悪
外
五
犯
罪
者
、
並
田
面
赦
前
、
啓
聞
罷
職
（
閑
散
入
、
黒
鴨
｝
年
、
乃
叙
［
閑

　
散
人
、
謂
三
親
・
功
臣
而
解
散
者
］
）
。

⑰
同
右
、
褒
販
居
下
等
、
及
犯
私
論
罷
職
者
、
経
二
年
、
乃
叙
。

⑱
同
右
、
収
告
身
還
受
者
、
亦
以
罷
職
日
始
計
。

　
本
稿
で
は
朝
鮮
初
期
の
答
杖
刑
に
つ
い
て
、
特
に
官
人
身
分
の
場
合
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
刑
罰
の
執
行
形
態
を
考
察
し
た
。
結
論
と
し
て
、

ま
ず
官
人
身
分
の
答
杖
の
犯
罪
は
、
そ
れ
が
丸
心
で
あ
る
場
合
に
は
収
膿
と
い
う
形
を
取
っ
て
、
無
罪
の
場
合
に
は
収
量
の
う
え
に
さ
ら
に
罷

職
・
収
告
身
な
ど
の
懲
戒
処
分
を
加
重
す
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
官

人
身
分
の
な
か
で
も
国
王
の
特
別
の
恩
顧
に
与
る
い
わ
ゆ
る
八
議
の
身
分
の
も
の
は
、
し
ば
し
ば
刑
法
上
の
責
任
を
免
除
さ
れ
、
単
に
罷
職
・
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収
告
身
な
ど
の
懲
戒
処
分
を
受
け
る
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
明
律
の
鰯
度

を
継
受
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
う
し
た
制
度
が
確
立
す
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
高
麗
末
以
来
の
刑
罰
制
度
の
紫
乱
を
少
し
ず
つ
克
服
し

て
い
っ
た
朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
王
権
の
不
断
の
伸
張
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

　
最
後
に
官
人
身
分
に
と
っ
て
の
答
杖
刑
－
も
し
く
は
答
杖
罪
に
対
す
る
処
分
－
の
特
色
を
要
約
す
る
と
、
そ
れ
は
当
該
官
人
の
官
人
と

し
て
の
身
分
を
保
障
し
、
延
い
て
は
復
職
の
権
利
を
保
障
す
る
範
囲
内
に
お
け
る
処
分
に
止
ま
っ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
最
も
大
き

な
特
色
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
そ
う
し
た
権
利
が
必
ず
し
も
保
障
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
徒
流
刑
の
場
合
と
対
比
し

て
み
れ
ば
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
一
層
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
『
経
国
大
典
』
刑
典
、
推
．
断
条
の
註
に
よ
る
と
、
宮
人
身
分
の
徒
流
の
犯
罪
i
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
公
罪
徒
～
年
以
上
、
五
罪
杖
一
百

以
上
の
犯
罪
i
は
、
そ
の
罪
に
対
す
る
収
頗
の
恩
典
が
必
ず
し
も
保
障
さ
れ
ず
、
仮
に
収
願
が
許
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
徒
流
の
附
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

刑
と
し
て
の
杖
刑
は
、
必
ず
実
刑
を
以
て
施
行
す
る
こ
と
が
原
則
に
な
っ
て
い
た
。
唐
律
と
は
異
な
り
、
明
律
で
は
徒
流
刑
に
そ
れ
ぞ
れ
杖
刑

が
附
加
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
附
加
刑
と
し
て
の
量
刑
は
、
た
と
え
滞
流
の
五
聖
が
許
さ
れ
て
も
、
必
ず
実
刑
を
以
て
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
官
人
身
分
の
も
の
が
二
流
の
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の
身
分
に
固
有
の
問
題
と
し
て
、
彼
ら
に
は
罷
職
・
警
告
身
な
ど
の
懲
戒
処
分
が

加
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
襲
撃
の
軽
罪
の
場
合
と
は
異
な
り
、
公
書
徒
～
年
以
上
、
私
罪
杖
一
百
以
上
の
罪
を
犯
し
た
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

彼
ら
の
保
有
す
る
告
身
は
す
べ
て
収
取
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
不
叙
の
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
。

　
不
叙
と
は
官
職
（
職
事
官
）
へ
の
任
命
を
行
わ
な
い
と
い
う
処
分
で
あ
り
、
犯
罪
の
内
容
に
よ
っ
て
は
永
不
二
用
、
す
な
わ
ち
生
涯
官
人
と

し
て
の
出
仕
を
禁
止
す
る
と
い
う
最
も
厳
し
い
処
分
が
行
わ
れ
る
場
合
も
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
私
罪
答
杖
の
罪
を
犯
し
た
官
人
の
場
合
、
罷
職
・
収
豊
沼
の
処
分
を
受
け
れ
ば
二
年
間
は
叙
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
所
定
の
二

年
間
を
経
過
し
た
後
も
、
特
別
の
才
能
な
り
有
力
な
庇
護
者
な
り
を
持
た
な
い
極
一
般
的
な
官
人
の
場
合
に
は
、
事
実
上
、
実
用
を
受
け
る
こ
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と
が
極
め
て
園
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
論
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
が
告
身
の
保
有
者
と
し
て
官
人
身
分
に
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ま
っ
て
い
る
限
り
、
吏
兵
曹
の
薦
挙
に
よ
り
、
い
つ
の
日
か
叙
用
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
徒
流
の
罪
を
犯
し
、
い
わ
ゆ
る
不
図
の
処
分
を
受
け
た
も
の
は
、
国
王
に
よ
る
還
給
下
身
の
恩
典
を
待
た
な
け
れ
ば
、
原
則

と
し
て
逆
用
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
従
っ
て
そ
の
官
人
と
し
て
の
身
分
も
法
制
の
上
で
は
否
定
さ
れ
、
出
仕
以
前
の
平
民
（
庶
人
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

身
分
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
は
徒
心
の
附
加
刑
と
し
て
の
杖
刑
を
、
平
民
身
分
の
も
の
と
同
様
、

実
刑
を
以
て
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
度
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
「
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
」
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
は
か
れ
ら
が
官
人
と
し
て
の
身
分
を
保
持
し
得
る
限
り
に
お
い
て
ー
ー
す
な
わ
ち
そ
の
犯

罪
が
答
杖
の
軽
罪
に
止
ま
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
一
…
の
話
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
瓠
L
、
、

①
　
　
糊
経
国
大
典
臨
升
典
　
推
断
条
、
註
。
文
武
官
及
内
侍
府
、
有
漏
子
孫
、
生
員
、

　
進
士
、
犯
十
悪
好
盗
、
非
法
殺
人
、
祇
法
受
戯
外
、
答
杖
並
収
納
。
公
罪
徒
、
私

　
罪
杖
一
百
以
上
、
決
杖
。

②
『
明
律
』
巻
～
、
名
例
律
、
文
武
官
犯
罪
私
罪
条
。
凡
文
武
官
、
犯
私
罪
、

　
…
…
杖
六
十
、
降
一
等
。
七
十
、
降
二
等
。
八
十
、
降
三
等
。
九
十
、
降
四
等
。

　
倶
解
見
任
。
流
官
、
於
雑
脳
内
叙
用
。
温
順
、
於
辺
遠
眼
用
。
杖
一
百
者
、
罷
職

　
不
叙
。

　
『
経
国
大
血
謀
刑
典
、
　
推
断
…
条
、
　
註
。
犯
私
邸
非
杖
山
ハ
十
瓢
鶯
、
　
啓
聞
、
　
追
奪
出
欝
身
二

　
等
（
毎
品
分
正
猟
男
等
、
越
等
守
職
者
、
曽
経
守
職
者
、
非
因
羅
犯
未
描
謝
者
、

　
皆
艸
計
）
。
七
十
、
一
一
等
。
八
十
、
三
等
。
九
十
、
四
等
。
　
一
輪
、
尽
行
追
奪
。

　
送
吏
兵
曹
（
持
告
身
、
逃
匿
者
、
経
落
掌
奪
）
。

　
＊
こ
こ
で
「
吏
兵
暫
に
送
る
」
と
い
う
の
は
、
任
官
候
補
者
と
し
て
吏
兵
曹
に
書

　
　
類
を
送
り
、
残
っ
た
吉
身
の
高
に
応
じ
て
官
職
を
割
り
当
て
さ
せ
る
と
い
う
意

　
　
味
で
あ
る
が
、
杖
一
州
の
場
合
は
告
身
の
全
て
を
収
奪
さ
れ
て
い
る
の
で
、
官

　
　
職
へ
の
任
命
は
行
わ
れ
な
い
。

③
欄
経
国
大
典
臨
吏
典
、
考
課
条
。
褒
疑
居
下
等
、
及
犯
私
罪
罷
職
曹
、
経
二
年
、

　
乃
叙
。

④
糊
経
国
大
典
偏
吏
典
、
薦
挙
条
。
凡
収
告
身
、
及
罷
職
者
、
毎
冬
夏
季
月
、
具

　
罪
名
啓
聞
。

⑤
『
明
律
臨
巻
一
、
名
例
律
、
除
名
当
本
条
。
凡
職
官
犯
罪
、
罷
職
不
叙
、
追
奪

　
除
名
者
、
官
爵
魔
除
。
弓
道
犯
罪
、
曽
経
決
罰
者
、
並
令
還
俗
。
軍
民
匠
磁
、
各

　
従
本
色
、
発
還
元
籍
、
当
差
。

附
　
講

　
　
官
人
の
位
階
は
「
O
O
大
夫
」
「
○
○
郎
扁
な
ど
の
散
宮
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
、

　
実
際
の
職
務
を
示
す
職
事
官
は
こ
の
五
官
の
高
下
に
応
じ
て
、
同
一
官
品
に
お
い

　
て
除
授
さ
れ
る
こ
と
が
療
則
と
な
っ
て
い
た
。
罷
職
と
は
こ
の
う
ち
の
散
官
の
位

　
階
を
保
全
し
て
、
単
に
職
事
官
の
み
を
罷
免
す
る
一
種
の
停
職
処
分
の
こ
と
で
あ

　
り
、
収
告
身
と
は
そ
の
散
官
の
告
身
を
収
取
す
る
～
種
の
降
級
処
分
の
こ
と
で
あ

　
る
。
こ
の
場
合
、
職
事
官
の
骨
身
は
そ
の
同
一
霧
品
の
散
富
と
【
体
の
も
の
と
し

　
て
、
こ
れ
と
連
動
し
て
収
取
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
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る
ま
い
。

　
も
っ
と
も
散
官
の
官
品
と
職
事
官
の
官
邸
と
は
実
際
に
は
必
ず
し
も
｝
致
せ
ず
、

散
官
の
宮
品
よ
り
高
い
官
品
の
職
事
官
に
就
く
場
合
（
守
職
）
や
、
聴
官
の
官
品

よ
り
低
い
官
晶
の
職
事
官
に
就
く
場
合
（
行
軍
）
も
、
現
実
問
題
と
し
て
は
少
な

く
な
い
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
経
国
大
典
㎞
刊
典
、
推
断
条
の
註
に
よ
る
と
、

　
　
犯
私
罪
杖
六
十
以
上
者
、
啓
聞
、
追
奪
告
身
～
等
（
毎
品
分
正
写
為
等
、
越

　
　
等
守
職
者
、
曹
経
守
職
者
、
非
因
罪
犯
未
出
盛
者
、
皆
井
計
）
。

　
と
あ
る
か
ら
、
収
告
身
の
対
象
と
な
る
官
人
が
そ
の
本
来
の
散
富
よ
り
も
高
い
職

　
事
富
に
就
い
て
い
る
場
合
（
越
等
守
職
者
）
や
、
か
つ
て
就
い
て
い
た
場
合
（
曽

　
経
守
職
者
）
に
は
、
散
官
で
は
な
く
職
事
窟
の
官
品
を
基
準
と
し
て
告
身
の
収
取

　
を
行
う
制
度
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
こ
の
場
合
、
職
事
官
は
当
該
官
人
が
現
任
で
あ
る
と
前
任
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、

　
当
該
官
人
の
事
実
上
の
位
階
を
示
す
一
種
の
鍵
盤
と
し
て
の
機
能
を
も
果
た
し
て

　
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
京
都
大
学
人
文
科
挙
研
究
所
助
手

　
　
　
　
　
　
京
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　　The　document　introduced　here　is　kept　at　the　CeRtral　National　Archives　of　the

Repubtic　of　Uzbekistan　一　number　一　¢．323，　on．1．　en．　xp．144　一　and　incorrectly

class逝ed　as　wa（吻α．　It　deals　with　the　reviv協caも圭on　of　depleted　land　in　the　Nasaf

dlstxict　that　was　accomplished　by　Payanda　Bi　Ataliq　Turkman　during　the　reign　of

Imatn　Quli　Kh2n．　Judging　from　circumstantial　evidence，　we　can　safely　assume

that　the　document　itself　is　a　copy　composed　at　Bukh2ra　not　long　after　completion

of　the　original　on　May　11，1614．　lts　contents　are　divided　into　three　sections：　1）

the　ih．ryd’　at－mawdt　document；　2）　a　description　of　events　during　the　construction　of

an　irrigation　canal　；　and　3）　a　fatwdi　docurnent　confirrning　the　validity　of　the　deed

described　in　section　1．

　　Having　analyzed　the　docurnent，　1　offer　the　foHowing　conclusions：　A）　as　can　be

seen　from　sections　1　and　3，　the　document　was　composed　strictly　in　accordance

with　the　rules　of　ih．pt’　al－mawdt　prescribed　by　lslamic　law；　B）　since　lslamic　law

defines　the　ih．rvd’　al－mawdt　as　a　private　enterprise，　section　2　may　be　interpreted　as

having　been　added　to　the　docurnent　in　order　to　praise　Payanda　BI　Ataliq　as　a

private　indlvidual　who　revivified　the　land．

Flogging　in　the　Early　Chos6n　Dynasty

by

YAGI　Takeshi

　　This　essay　examines　the　practical　form　of　fiogging　in　the　early　Chos6n　Dynasty．

Even　though　their　crimes　warranted　fiogging，　court　othcials　were　released　from

physical　punishment，　instead　paying　a　fine．　However，　if　the　crime　came　under

the　“private　crlme”　category，　they　were　punlshed　by　suspension　or　degradatioR　in

addition　to　the　fine．

　　On　the　other　hand，　the　“eight　kinds　of　nobies”　who　had　won　the　special　favor　of

the　king　were　usually　released　from　both　fiogging　and　fine　but　still　suffered

suspension　or　degradation　as　disciplinary　punishment．

　　In　this　essay，　1　wiil　exarnine　the　relationship　between　court　offcials　and　the　iaw

codes　through　an　analysis　of　criminal　and　disciphnary　punishment　of　those　othcials．

（313）




