
清
律
の
﹁
老
小
廃
疾
収
贖
﹂
条
に
お
け
る
司
法
上
の
展
開

未
成
年
者
殺
人
事
案
を
中
心
に

李

冰

逆

は

じ

め

に

未
成
年
者
の
犯
罪
を
い
か
に
認
定
し
処
罰
す
る
か
は
︑
中
国
で
古
く
か
ら

検
討
さ
れ
て
き
た
社
会
と
法
律
の
問
題
で
あ
る
が
︑
未
だ
に
完
全
に
解
決
さ

れ
て
い
な
い
︒
他
の
多
く
の
国
で
も
こ
れ
ま
で
法
律
で
未
成
年
者
の
刑
罰
を

減
免
す
る
保
護
的
な
条
項
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
き
た
︒
一
方
で
︑
殺
人
犯

罪
は
人
類
社
会
で
最
も
厳
罰
に
値
す
る
行
為
で
あ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
未
成

年
者
が
悪
意
を
も
っ
て
殺
人
を
犯
し
た
と
き
︑
保
護
と
懲
罰
の
間
の
矛
盾
を

ど
の
よ
う
に
扱
う
か
は
正
義
に
関
わ
る
哲
学
的
命
題
と
な
る
︒
清
代
の
中
国

で
は
︑
司
法
裁
判
の
実
践
か
ら
未
成
年
者
の
殺
人
犯
罪
に
関
す
る
一
連
の
特

別
な
条
例
が
編
み
出
さ
れ
た
︒
そ
れ
ら
の
条
例
は
清
代
以
前
の
法
律
規
定
と

は
大
き
く
異
な
り
︑
ま
た
今
日
の
世
界
各
国
の
普
遍
的
な
法
律
観
念
と
も
相

違
が
あ
る
︒
本
稿
は
清
律
の
﹁
老
小
廃
疾
収
贖
﹂
条
に
附
さ
れ
る
未
成
年
者

の
殺
人
犯
罪
に
関
わ
る
刑
事
事
案
を
中
心
に
︑
司
法
上
の
特
別
な
裁
判
基
準

で
あ
る
﹁
強
弱
対
比
﹂
原
則
を
詳
し
く
検
討
し
︑
そ
の
背
後
に
あ
る
清
代
独

自
の
正
義
観
念
を
分
析
す
る
︒

一
︑
﹃
大
清
律
例
﹄
に
お
け
る
﹁
老
小
廃
疾
収
贖
﹂
条

未
成
年
者
と
は
現
代
的
な
概
念
で
あ
る
︒
本
文
で
は
こ
の
言
葉
を
使
っ
て
︑

清
代
中
国
の
十
五
歳
以
下
の
人
を
指
す
︒
彼
ら
は
幼
い
た
め
︑
国
家
の
法
律

を
犯
し
て
も
︑
あ
る
程
度
の
﹁
矜
恤
︵
哀
れ
み
助
け
る
こ
と
︶
﹂
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
︒
未
成
年
者
の
殺
人
犯
罪
に
関
す
る
清
代
の
法
律
規
定
は
基

本
的
に
唐
︑
宋
及
び
明
の
法
典
を
踏
襲
し
た①
︒
律
文
が
伝
統
を
継
承
し
遵
守

し
た
の
と
は
対
照
的
に
︑
条
例
は
創
造
と
発
展
を
遂
げ
︑
実
際
の
裁
判
の
中

で
全
く
新
し
い
法
律
原
則
と
正
義
理
論
が
形
成
さ
れ
た
︒
ま
ず
は
律
文
を
見

て
お
こ
う
︒
﹃
大
清
律
例
﹄
名
例
律
﹁
老
小
廃
疾
収
贖
﹂
条
は
以
下
の
通
り
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で
あ
る②
︒

凡
そ
七
十
歳
以
上
︑
十
五
歳
以
下
の
者
及
び
廃
疾
︵
片
目
が
見
え
な
い
︑

手
足
の
う
ち
一
本
が
不
自
由
な
ど③
︶
の
者
が
流
罪
以
下
の
罪
を
犯
せ
ば
︑

収
贖
す
る
︹
金
銭
で
罪
を
贖
う
︺
︵
死
罪
を
犯
し
た
り
︑
謀
反
や
叛
逆

を
犯
し
た
り
し
た
者
に
連
座
し
て
流
罪
と
な
っ
た
者
︑
毒
物
を
造
っ
て

貯
え
た
り
︑
人
の
精
魄
を
と
り
肢
体
を
切
り
薬
を
作
っ
て
金
儲
け
を
し

た
り
︑
一
家
三
人
を
殺
し
た
り
し
た
者
の
家
族
で
恩
赦
に
あ
っ
て
も
猶

流
罪
で
あ
る
者
に
は
律
を
適
用
し
な
い
︒
そ
の
ほ
か
に
他
人
の
物
を
盗

み
他
人
を
傷
つ
け
る
な
ど
の
罪
名
に
つ
い
て
は
︑
み
な
収
贖
を
許
す
︒

充
軍
の
罪
を
犯
し
た
者
も
︑
流
罪
に
照
ら
し
て
収
贖
す
る
︶
︒
八
十
歳

以
上
︑
十
歳
以
下
の
者
及
び
篤
疾
︵
両
目
が
見
え
な
い
︑
手
足
の
う
ち

二
本
が
不
自
由
な
ど
︶
の
者
で
︑
殺
人
罪
︵
謀
殺
︑
故
殺
︑
闘
殴
︶
を

犯
し
︑
死
罪
︵
一
切
の
斬
︑
絞
の
刑
︶
に
当
た
る
者
は
︑
刑
を
擬
し
て

上
奏
し
︵
反
逆
を
犯
し
た
者
に
は
こ
の
律
を
適
用
し
な
い
︶
︑
皇
帝
の

裁
定
に
委
ね
る
︒
盗
み
や
人
を
傷
つ
け
た
者
︵
死
罪
ま
で
は
い
か
な

い
︶
も
収
贖
す
る
︵
す
で
に
人
の
物
を
盗
み
人
を
傷
つ
け
た
以
上
︑
完

全
に
罪
を
免
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
︑
そ
の
犯
人
に
収
贖
さ
せ

る
こ
と
を
謂
う
︶
︒
そ
の
他
は
み
な
論
じ
な
い
︵
人
を
殺
し
死
罪
に
当

た
る
者
は
上
請
し
︹
皇
帝
の
判
断
を
仰
ぐ
︺
︑
人
の
物
を
盗
み
人
を
傷

つ
け
た
者
は
収
贖
す
る
が
︑
そ
の
他
の
犯
罪
は
罰
し
な
い
こ
と
を
謂

う
︶
︒
九
十
歳
以
上
︑
七
歳
以
下
の
者
は
死
罪
で
あ
っ
て
も
刑
を
課
さ

な
い
︵
九
十
歳
以
上
で
反
逆
を
犯
し
た
者
に
は
こ
の
律
を
適
用
し
な

い
︶
︒
教
唆
し
た
者
が
い
れ
ば
︑
そ
の
教
唆
し
た
者
が
罪
に
問
わ
れ
る
︒

も
し
返
還
す
べ
き
盗
品
が
あ
れ
ば
︑
盗
品
を
受
け
取
っ
た
者
が
こ
れ
を

返
還
す
る
︵
九
十
歳
以
上
︑
七
歳
以
下
の
者
は
み
な
智
力
が
少
な
く
︑

も
し
教
唆
し
た
者
が
い
れ
ば
︑
教
唆
し
た
者
が
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
を

謂
う
︒
あ
る
い
は
︑
財
物
を
盗
み
︑
他
の
者
が
こ
れ
を
受
け
取
っ
て
使

え
ば
︑
受
け
取
っ
て
使
っ
た
者
が
こ
れ
を
返
還
す
る
︒
も
し
老
人
や
児

童
が
自
分
で
使
っ
た
な
ら
︑
そ
の
老
人
や
児
童
か
ら
追
徴
す
る④
︶
︒

未
成
年
者
の
殺
人
行
為
に
つ
い
て
︑
律
文
に
は
い
く
つ
か
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
点
が
あ
る
︒
第
一
に
︑
未
成
年
者
が
刑
事
責
任
を
完
全
に
免
除
さ

れ
る
年
齢
は
七
歳
以
下
で
あ
る
︒
七
歳
以
下
の
児
童
は
ま
だ
﹁
智
力
が
少
な

い
﹂
段
階
な
の
で
︑
自
分
の
殺
人
行
為
に
法
的
責
任
を
負
わ
な
い
が
︑
手
続

き
上
︑
事
案
の
処
理
状
況
を
皇
帝
に
上
奏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い⑤
︒
第
二
に
︑

八
歳
以
上
︑
十
歳
以
下
の
未
成
年
者
が⑥
︑
謀
殺
︑
故
殺
︑
闘
殴
殺
な
ど
死
刑

を
法
定
刑
と
す
る
殺
人
行
為
を
犯
せ
ば
︑
法
司
は
直
ち
に
罪
を
定
め
て
は
な

ら
ず
︑
上
奏
し
皇
帝
の
裁
定
に
委
ね
る
︒
第
三
に
︑
十
一
歳
以
上
︑
十
五
歳

以
下
の
未
成
年
者
が
流
刑
の
罪
を
犯
せ
ば
︑
お
金
で
罪
を
贖
う
こ
と
が
で
き

る
が
︑
謀
殺
︑
故
殺
︑
闘
殴
殺
な
ど
死
刑
を
法
定
刑
と
す
る
殺
人
行
為
を
犯

せ
ば
︑
法
律
の
規
定
に
よ
り
処
罰
さ
れ
︑
幼
少
を
理
由
に
寛
大
に
取
り
扱
わ

清律の「老小廃疾収贖」条における司法上の展開（李）
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れ
る
こ
と
は
な
い
︒

清
代
の
未
成
年
者
に
関
す
る
法
律
規
定
は
︑
現
在
の
中
国
の
刑
法
と
立
法

の
思
想
が
同
じ
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
未
成
年
者
が
罪
を
犯
す
と
︑
そ
の
年

齢
と
犯
罪
行
為
を
確
認
し
た
だ
け
で
︑
法
律
に
よ
り
相
応
の
判
決
を
下
す
こ

と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
被
害
者
に
つ
い
て
は
︑
法
律
で
特
別
に
規
定
さ
れ
た

未
成
年
者
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
は
考
慮
さ
れ
な
い
︒
し
か
し
︑

な
ぜ
未
成
年
者
の
犯
罪
に
特
別
の
規
定
を
設
け
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問

題
に
関
し
て
︑
清
代
中
国
の
正
義
観
念
と
現
在
の
世
界
各
国
の
正
義
観
念
は

同
じ
で
は
な
い
︒
現
代
の
刑
罰
理
論
で
は
︑
未
成
年
者
は
ま
だ
自
分
の
行
為

を
正
確
に
認
識
で
き
な
い
の
で
︑
相
手
の
状
況
に
関
わ
ら
ず
︑
罪
を
犯
し
た

未
成
年
者
の
認
知
能
力
に
基
づ
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
で
異
な
る
規
定
を
す

る
こ
と
は
︑
正
義
に
適
う
と
見
な
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
清
の
立
法
者
は
︑

未
成
年
者
の
智
力
と
体
力
が
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
て
い
た
も
の
の
︑

特
別
な
規
定
を
な
す
理
論
的
根
拠
は
︑
儒
家
が
一
貫
し
て
唱
え
て
き
た
﹁
矜

恤
﹂
と
い
う
伝
統
に
あ
っ
た
︒
未
成
年
者
に
関
す
る
事
案
に
し
ば
し
ば
現
れ

る
﹁
矜
宥
﹂
︑
﹁
慈
幼
﹂
な
ど
の
判
詞
は
い
ず
れ
も
こ
の
理
論
の
根
深
さ
を
示

し
て
い
る
︒
も
し
︑
法
律
上
か
弱
い
未
成
年
者
に
同
情
を
寄
せ
る
こ
と
が
清

代
の
人
々
の
正
義
観
念
に
合
致
す
る
と
す
れ
ば
︑
か
弱
い
未
成
年
者
が
自
分

と
同
じ
か
そ
れ
以
上
に
か
弱
い
未
成
年
者
を
殺
し
た
場
合
︑
法
律
が
一
体
誰

を
守
り
︑
誰
を
懲
罰
す
る
の
か
は
難
し
い
問
題
と
な
る
︒

そ
こ
で
︑
清
代
に
は
司
法
裁
判
の
実
践
の
過
程
で
徐
々
に
律
典
の
最
初
の

規
定
と
全
く
異
な
る
規
則
が
形
成
さ
れ
た
︒
史
料
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
﹁
強

弱
不
同
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
清
代
の
人
々
は
﹁
老
小
廃

疾
﹂
な
ど
の
弱
者
の
間
に
起
こ
っ
た
殺
人
事
案
を
扱
う
と
き
︑
比
較
の
方
法

を
運
用
し
︑
両
当
事
者
の
強
弱
を
判
断
す
る
︒
本
論
文
で
は
こ
れ
を
﹁
強
弱

対
比
﹂
原
則
と
呼
ぶ
︒
具
体
的
に
は
加
害
者
と
被
害
者
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
程

度
の
矜
恤
を
受
け
ら
れ
る
か
が
比
較
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
障
害
者
の
間
に
起

こ
っ
た
殺
人
事
案
で
は
︑
双
方
の
障
害
の
程
度
を
比
較
し
︑
未
成
年
者
の
間

に
起
こ
っ
た
殺
人
事
案
で
は
︑
双
方
の
年
齢
を
比
較
す
る
︒
こ
う
し
て
比
較

の
条
件
を
定
め
て
か
ら
︑
強
弱
の
判
断
が
な
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
当
事
者
双

方
が
障
害
者
で
あ
れ
ば
︑
﹁
篤
疾
﹂
の
人
は
﹁
廃
疾
﹂
の
人
よ
り
弱
く
︑
共

に
﹁
廃
疾
﹂
あ
る
い
は
﹁
篤
疾
﹂
で
あ
れ
ば
強
弱
の
差
が
な
い
と
判
断
さ
れ

る
︒
し
か
し
︑
強
弱
が
一
目
瞭
然
で
は
な
い
場
合
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
十
歳

の
未
成
年
者
と
十
一
歳
の
未
成
年
者
は
法
律
上
で
違
う
年
齢
段
階
に
属
し
︑

矜
恤
の
程
度
も
違
う
が
︑
双
方
の
間
に
強
弱
の
差
が
あ
る
か
ど
う
か
は
言
い

難
い
︒
そ
の
た
め
︑
清
代
の
官
僚
た
ち
は
自
身
の
正
義
感
覚
や
社
会
に
お
け

る
一
般
的
な
公
平
観
念
な
ど
を
総
合
的
に
考
え
た
上
で
︑
司
法
に
お
い
て
普

遍
的
に
適
用
で
き
る
基
準
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
彼
ら
は
︑

雍
正
朝
の
﹁
丁
乞
三
仔
事
案
﹂
︑
乾
隆
朝
の
﹁
劉
縻
子
事
案
﹂
︑
嘉
慶
朝
の

﹁
杜
七
事
案
﹂
と
い
う
三
つ
の
代
表
的
な
事
案
を
通
し
て
︑
判
断
基
準
を
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徐
々
に
整
備
し
︑
律
典
で
定
め
ら
れ
た
三
つ
の
年
齢
段
階
の
未
成
年
者
に
対

し
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
﹁
強
弱
対
比
﹂
原
則
の
適
用
方
法
を
確
立
し
た
︒
こ
う
し

て
︑
当
初
は
法
典
の
規
定
通
り
に
加
害
者
自
身
の
条
件

年
齢
と
行
為

に
よ
っ
て
罪
を
決
定
し
刑
を
確
定
し
て
い
た
が
︑
や
が
て
被
害
者
の
条

件
も
考
慮
し
︑
双
方
の
﹁
強
弱
対
比
﹂
を
確
認
し
た
上
で
︑
総
合
的
に
裁
量

す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
更
に
重
要
な
の
は
︑
清
朝
が
こ
の
三
つ
の
事
案
を
通

し
て
新
し
い
条
例
を
制
定
し
︑
立
法
上
の
改
革
を
完
成
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
こ
れ
ら
三
つ
の
刑
案
こ
そ
︑
清
代
の
未
成
年
者
に
関
す
る
理
論
の

発
展
を
解
明
す
る
主
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
︒

こ
う
し
た
司
法
と
立
法
の
領
域
の
改
革
に
つ
い
て
は
︑
郭
瑞
卿
︑
宋
偉
哲
︑

ダ
ー
ク
・
ボ
ッ
ド
︑
景
風
華
な
ど
の
学
者
が
論
じ
て
き
た⑦
︒
郭
氏
は
異
な
る

年
齢
段
階
の
案
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
分
析
し
た
︒
彼
は
清
代
の
司
法
に
お

い
て
︑
﹁
慈
幼
﹂
と
い
う
思
想
に
は
未
成
年
者
を
保
護
す
る
だ
け
で
な
く
︑

犯
罪
を
予
防
す
る
機
能
も
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
︒
さ
ら
に
︑
郭
氏
は
丁
乞
三

仔
の
事
案
と
劉
縻
子
の
事
案
を
法
律
の
破
壊
と
い
う
こ
と
に
纏
め
︑
皇
帝
の

関
与
が
刑
法
の
淵
源
に
な
る
と
い
う
考
え
を
提
示
し
た
︒
宋
氏
は
事
案
の
成

因
︑
犯
罪
の
特
徴
︑
裁
判
の
方
法
な
ど
を
総
合
的
に
分
析
し
た
︒
彼
は
三
つ

の
代
表
的
な
事
案
に
言
及
し
た
も
の
の
︑
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
な
く
︑
新

し
い
条
例
の
内
容
に
も
ほ
と
ん
ど
検
討
を
加
え
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
ボ
ッ
ド

氏
は
条
例
に
見
え
る
﹁
理
屈
﹂
︑
﹁
欺
﹂
︑
﹁
�
凶
﹂
な
ど
の
術
語
の
意
味
を
仔

細
に
考
察
し
︑
ま
た
次
の
よ
う
に
論
じ
た
︒
法
律
は
﹁
老
小
廃
疾
﹂
を
三
つ

の
レ
ベ
ル
に
分
け
て
︵
女
性
も
法
律
の
矜
恤
の
範
囲
に
含
め
ら
れ
る
が
︑
等

級
に
分
け
ら
れ
な
か
っ
た
︶
︑
彼
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
的
地
位
を
与
え

た
︒
同
一
の
等
級
同
士
︑
も
し
く
は
異
な
る
等
級
の
間
で
紛
争
が
起
こ
る
と
︑

﹁
特
別
に
保
護
を
要
す
る
犯
罪
者
の
等
級
が
︑
被
害
者
の
そ
れ
と
同
じ
か
︑

よ
り
高
い
場
合
に
の
み
︑
犯
罪
者
の
罪
は
寛
恕
さ
れ
る
﹂
︒
ボ
ッ
ド
は
こ
れ

を
﹁
バ
ラ
ン
ス
﹂
と
い
う
裁
判
の
原
則
に
纏
め
た
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
こ

の
発
見
は
重
要
で
あ
る
が
︑
そ
の
主
た
る
着
眼
点
は
律
文
の
規
定
の
具
体
的

な
運
用
に
あ
り
︑
そ
の
背
後
に
あ
る
法
律
観
念
に
は
触
れ
て
い
な
い
︒
景
氏

は
上
請
手
続
き
︑
秋
審
手
続
き
︑
年
齢
の
計
算
方
法
︑
中
国
と
欧
米
の
対
比

な
ど
の
方
面
か
ら
未
成
年
者
の
殺
人
事
案
に
対
す
る
清
朝
の
﹁
矜
弱
﹂
の
ロ

ジ
ッ
ク
を
論
じ
た
︒
ま
た
︑
丁
乞
三
仔
の
事
案
な
ど
か
ら
﹁
弱
﹂
に
関
す
る

三
つ
の
規
則
を
纏
め
て
︑
①
十
五
歳
以
下
で
あ
る
︑
②
加
害
者
が
被
害
者
よ

り
実
力
が
弱
い
︵
四
歳
以
上
の
年
齢
差
が
あ
る
︶
︑
③
被
害
者
か
ら
﹁
実
質
﹂

的
な
い
じ
め
を
受
け
る
︑
と
し
た
︒

以
上
の
研
究
に
よ
り
︑
清
代
の
未
成
年
者
に
関
す
る
法
律
規
定
に
対
す
る

理
解
は
大
き
く
進
展
し
た
が
︑
未
だ
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
点
が
あ
る
︒
第
一

に
︑
清
代
の
法
律
で
は
十
五
歳
以
下
の
未
成
年
者
が
三
つ
の
年
齢
段
階
に
分

け
ら
れ
る
が
︑
各
年
齢
段
階
の
﹁
弱
﹂
に
関
す
る
判
定
基
準
と
﹁
矜
恤
﹂
の

条
件
は
実
際
に
は
違
い
が
あ
る
︒
第
二
に
︑
新
し
い
条
例
の
内
容
に
対
す
る

清律の「老小廃疾収贖」条における司法上の展開（李）
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解
釈
は
重
要
で
あ
る
が
︑
こ
の
条
例
の
形
成
の
過
程
と
変
化
の
原
因
も
論
じ

る
必
要
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑
こ
の
条
例
に
お
い
て
﹁
弱
﹂
を
改
め
て
定
義
す

る
過
程
で
︑
統
治
階
層
が
考
慮
し
た
要
素
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
っ
た
こ
と

で
あ
る
︒
第
三
に
︑
新
し
い
条
例
の
制
定
と
修
正
は
︑
ほ
か
の
﹁
矜
恤
﹂
の

規
定
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
か
︒
第
四
に
︑
新
し
い
条
例
は
未

成
年
者
の
殺
人
事
案
だ
け
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
が
︑
そ
の
理
由
は
何
で
あ
る

か
︒
本
稿
は
前
述
の
三
つ
の
代
表
的
な
事
案
を
中
心
に
︑
新
し
い
条
例
の
形

成
過
程
及
び
そ
の
背
景
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
た
い
︒

そ
れ
に
よ
っ
て
︑
清
代
の
人
々
の
法
律
観
念
と
正
義
観
念
の
一
端
が
明
ら
か

に
な
る
だ
ろ
う
︒

①

﹃
唐
律
疏
議
﹄
巻
四
︑
名
例
︑
﹁
老
小
及
疾
有
犯
﹂
条
︵
劉
俊
文
点
校
﹃
唐
律
疏

議
﹄
︑
法
律
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
︑
八
九

九
二
頁
︶
︑
﹃
宋
刑
統
﹄
巻
四
︑
名

例
律
︑
﹁
老
幼
疾
及
婦
人
犯
罪
﹂
条
︵
薛
梅
卿
点
校
﹃
宋
刑
統
﹄
︑
法
律
出
版
社
︑

一
九
九
九
年
︑
六
四

六
七
頁
︶
︑
﹃
大
明
律
﹄
巻
一
︑
名
例
律
︑
﹁
老
小
廃
疾
収

贖
﹂
条
︵
懐
効
鋒
点
校
﹃
大
明
律
﹄
︑
法
律
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
︑
一
一

一

二
頁
︶
を
参
照
︒
清
と
唐
・
宋
・
明
三
朝
を
比
べ
れ
ば
︑
律
文
に
は
若
干
の
調
整

と
増
減
が
あ
る
が
︑
そ
の
主
旨
は
一
貫
し
て
い
る
︒

②

田
濤
・
鄭
秦
点
校
﹃
大
清
律
例
﹄
巻
五
︑
名
例
律
下
︑
法
律
出
版
社
︑
一
九
九

九
年
︑
一
○
六
頁
︒

③

︵

︶
は
注
︑
︹

︺
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
︒

④

凡
年
七
十
以
上
︑
十
五
以
下
︑
及
廃
疾
︵
瞎
一
目
︑
折
一
肢
之
類
︶
︑
犯
流
罪

以
下
︑
收
贖
︵
其
犯
死
罪
︑
及
犯
謀
反
︑
叛
逆
縁
坐
応
流
︑
若
造
畜
蠱
毒
︑
.
生

折
割
人
︑
殺
一
家
三
人
︑
家
口
会
赦
猶
流
者
︑
不
用
此
律
︒
其
余
侵
損
於
人
一
応

罪
名
︑
並
聴
收
贖
︒
犯
該
充
軍
者
︑
亦
照
流
罪
收
贖
︶
︒
八
十
以
上
︑
十
歲
以
下
︑

及
篤
疾
︵
瞎
両
目
︑
折
両
肢
之
類
︶
︑
犯
殺
人
︵
謀
︑
故
︑
闘
殴
︶
応
死
︵
一
応

斬
︑
絞
︶
者
︑
議
擬
奏
聞
︵
犯
反
逆
者
︑
不
用
此
律
︶
取
自
上
裁
︒
盗
及
傷
人

︵
罪
不
至
死
︶
者
︑
亦
收
贖
︵
謂
既
侵
損
於
人
︑
故
不
許
全
免
︑
亦
令
其
收
贖
︶
︑

余
皆
勿
論
︵
謂
除
殺
人
応
死
者
︑
上
請
︒
盗
及
傷
人
者
收
贖
之
外
︑
其
余
有
犯
皆

不
坐
罪
︶
︒
九
十
以
上
︑
七
歲
以
下
︑
雖
有
死
罪
不
加
刑
︵
九
十
以
上
犯
反
逆
者
︑

不
用
此
律
︶
︒
其
有
人
教
令
︑
坐
其
教
令
者
︑
若
有
贓
応
償
︑
受
贓
者
償
之
︵
謂

九
十
以
上
︑
七
歲
以
下
之
人
︑
皆
少
智
力
︑
若
有
教
令
之
者
︑
罪
坐
教
令
之
人
︒

或
盗
財
物
︑
旁
人
受
而
将
用
︑
受
用
者
償
之
︒
若
老
小
自
用
︑
還
著
老
小
之
人
追

徴
︶
︒

⑤

﹃
大
清
律
例
﹄
に
は
こ
の
よ
う
な
規
定
は
な
い
が
︑
雅
爾
哈
善
等
輯
﹃
成
案
彙

編
﹄
巻
三
︑
名
例
三
︑
﹁
七
歳
幼
童
殴
死
人
命
免
其
治
罪
﹂
条
︵
乾
隆
十
一
年
序

刊
本
︑
九
葉
︶
に
掲
載
さ
れ
る
﹁
王
官
殴
傷
王
山
柱
身
死
﹂
の
事
案
に
は
︑
﹁
査

律
載
︵
中
略
︶
九
十
以
上
︑
七
歳
以
下
︑
雖
有
死
罪
︑
不
加
刑
︒
又
律
注
内
︑
仍

以
不
加
刑
縁
由
奏
聞
等
語
﹂
と
い
う
一
文
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
七
歳
以
下
の
未
成

年
者
が
罪
を
犯
し
た
場
合
︑
刑
罰
は
免
除
さ
れ
る
が
︑
手
続
き
と
し
て
皇
帝
に
上

奏
す
る
必
要
が
あ
る
︒

⑥

﹃
唐
律
疏
議
﹄
巻
四
︑
名
例
︑
﹁
老
小
及
疾
有
犯
﹂
条
の
疏
釈
に
﹃
周
礼
﹄
の

﹁
一
曰
幼
弱
︑
二
曰
老
耄
︑
三
曰
戇
愚
﹂
と
い
う
﹁
三
赦
﹂
の
法
が
あ
る
と
記
さ

れ
て
い
る
︒
同
疏
釈
に
よ
れ
ば
︑
十
歳
以
下
の
未
成
年
者
は
ま
さ
に
﹁
幼
弱
﹂
に

合
致
す
る
︒
言
い
換
え
る
と
︑
こ
の
年
齢
段
階
に
属
す
る
未
成
年
者
は
︑
智
力
の

点
で
七
歳
未
満
に
比
べ
て
多
少
成
長
し
て
は
い
る
が
︑
体
力
の
点
で
ま
だ
成
熟
し

た
と
は
言
え
な
い
︒
法
律
の
規
定
も
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
し
︑
段
階
に
よ
っ

て
免
罪
︑
﹁
議
擬
奏
聞
﹂
な
ど
処
罰
を
区
別
し
て
い
る
︒

⑦

郭
瑞
卿
﹁
清
代
未
成
年
人
犯
罪
初
論

以
判
例
判
牘
等
為
中
心
﹂
︑
霍
存

福
・
呂
麗
等
主
編
﹃
中
国
法
律
伝
統
与
法
律
精
神
﹄
︑
山
東
人
民
出
版
社
︑
二
○

一
○
年
︑
二
七
二

二
七
六
頁
︒
宋
偉
哲
﹁
清
代
青
少
年
殺
人
犯
罪
的
分
析
与
啓
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示

以
﹃
刑
案
匯
覧
﹄
︑
﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
︑
﹃
駁
案
匯
編
﹄
為
例
﹂
︑
﹃
青
少
年

犯
罪
問
題
﹄
︑
二
○
一
五
年
六
期
︑
七
五

八
○
頁
︒

D
erk
B
odde
著
︑
雷
安

軍
訳
﹁
清
律
中
的
老
幼
廃
疾
﹂
︑
孔
傑
栄
等
主
編
﹃
中
国
法
律
伝
統
論
文
集
﹄
︑
中

国
政
法
大
学
出
版
社
︑
二
○
一
五
年
︑
一
一
一

一
四
二
頁
︒
景
風
華
﹁
﹁
矜
弱
﹂

的
邏
輯
：
清
代
児
童
致
斃
人
命
案
的
法
律
譜
系
﹂
︑
﹃
法
学
家
﹄
︑
二
○
一
七
年

︵
六
︶
︑
七
二

八
六
頁
︒

二
︑
変
革
：

雍
正
朝
の
﹁
丁
乞
三
仔
殴
死
丁
狗
仔
﹂
事
案

﹃
大
清
律
例
﹄
の
規
定
を
改
変
す
る
最
初
の
き
っ
か
け
は
雍
正
十
年
︵
一

七
三
二
︶
の
﹁
丁
乞
三
仔
殴
死
丁
狗
仔
﹂
事
案
で
あ
っ
た
︒
﹃
大
清
律
例
通

考
﹄
巻
五
︑
名
例
律
下
﹁
老
小
廃
疾
収
贖
﹂
条
の
事
例
に
そ
の
経
緯
が
纏
め

ら
れ
て
い
る
︒

丁
乞
三
仔
は
僅
か
十
四
歳
で
︑
丁
狗
仔
と
一
緒
に
土
を
担
い
で
い
た
︒

丁
狗
仔
は
丁
乞
三
仔
が
幼
い
こ
と
に
つ
け
こ
ん
で
彼
を
い
じ
め
︑
重
い

カ
ゴ
を
担
が
せ
︑
ま
た
土
の
塊
を
投
げ
つ
け
た
︒
丁
乞
三
仔
が
土
の
塊

を
拾
っ
て
投
げ
返
し
た
と
こ
ろ
︑
た
ま
た
ま
丁
狗
仔
の
腹
に
当
た
り
︑

翌
日
丁
狗
仔
は
亡
く
な
っ
た
︒
丁
乞
三
仔
に
は
情
状
酌
量
の
余
地
が
あ

る
︵
﹁
情
有
可
原
﹂
︶
の
で
寛
大
に
扱
い
︑
死
罪
を
免
じ
︑
例
に
従
っ
て

等
級
を
減
じ
て
処
罰
す
る
︒
な
お
埋
葬
銀
を
追
徴
し
︑
被
害
者
の
家
に

与
え
る①
︒

こ
の
事
案
の
い
き
さ
つ
は
単
純
で
あ
る
︒
丁
乞
三
仔
は
丁
狗
仔
に
い
じ
め
ら

れ
︑
反
撃
し
た
と
こ
ろ
︑
意
外
に
も
丁
狗
仔
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
︒
丁
乞
三

仔
は
す
で
に
十
四
歳
で
︑
犯
し
た
罪
も
殺
人
で
︑
法
律
に
よ
り
殺
人
の
刑
事

責
任
を
負
う
べ
き
だ
が
︑
雍
正
帝
は
﹁
情
状
酌
量
の
余
地
が
あ
る
こ
と
﹂
を

理
由
と
し
て
︑
寛
大
に
扱
う
よ
う
に
命
じ
た
︒
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
個
別
の

裁
判
で
あ
り
︑
雍
正
帝
は
こ
の
事
案
か
ら
刑
罰
理
論
を
導
き
出
す
こ
と
も
な

く
︑
以
後
の
類
似
の
事
案
に
つ
い
て
同
様
に
扱
う
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
も

な
か
っ
た
︒
史
料
の
記
載
か
ら
み
る
と
︑
こ
の
事
案
は
当
時
に
お
い
て
定
例

で
も
成
案
で
も
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
以
降
の
多
く
の
裁
判
で
は
︑
皇

帝
に
減
刑
の
処
置
を
乞
う
上
奏
の
な
か
で
こ
の
事
案
が
引
用
さ
れ
た
︒
乾
隆

十
年
︵
一
七
四
五
︶
の
﹁
熊
宗
正
殴
傷
熊
健
侯
身
死
﹂
の
事
案
で
は
︑
刑
部

が
丁
乞
三
仔
の
事
案
を
参
照
し
て
減
刑
し
な
か
っ
た
こ
と
で
︑
却
っ
て
御
史

に
弾
劾
さ
れ
て
い
る
︒

乾
隆
三
年
に
は
蕭
小
胖
子
と
謝
金
の
事
案
が
あ
り
︑
二
人
は
同
じ
十
五

歳
だ
っ
た
︒
乾
隆
八
年
に
は
洗
亜
木
の
事
案
が
あ
り
︑
彼
は
十
一
歳
に

な
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
︒
い
ず
れ
も
丁
乞
三
仔
の
事
案
を
援
引
し
︑
刑

を
減
ら
し
収
牘
す
る
こ
と
を
皇
帝
に
上
請
し
た
︒
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ

公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
今
年
六
月
に
熊
宗
正
は
熊
四
漢
と
棗
を

争
っ
て
喧
嘩
し
︑
熊
健
侯
を
殴
り
怪
我
を
さ
せ
て
死
な
せ
た
︒
熊
宗
正

は
十
五
歳
な
の
に
︑
刑
部
が
会
審
し
た
書
類
に
は
丁
乞
三
仔
の
事
案
を

援
引
し
な
か
っ
た
︒
こ
れ
で
は
不
統
一
の
恐
れ
が
あ
ろ
う②
︒

清律の「老小廃疾収贖」条における司法上の展開（李）

109 (573)



こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
丁
乞
三
仔
が
寛
大
に
扱
わ
れ
た
の
は
︑
実
際

に
は
統
治
階
層
が
こ
の
よ
う
な
犯
罪
に
対
し
て
律
文
と
異
な
る
理
解
を
持
ち
︑

素
朴
な
正
義
観
念
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
蕭
小
胖
子
ら

の
事
案
は
丁
乞
三
仔
事
案
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
た③
︒
一
方
︑
御
史
の
弾
劾

に
対
し
て
︑
刑
部
は
こ
の
事
案
で
丁
乞
三
仔
の
事
案
を
援
引
し
な
い
理
由
に

つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
説
明
を
し
た
︒

調
べ
た
と
こ
ろ
︑
十
歳
以
下
の
殺
人
犯
で
あ
っ
て
も
必
ず
罪
を
定
め
︑

皇
帝
の
裁
定
に
委
ね
る
︒
十
五
歳
以
下
は
み
な
刑
罰
の
減
免
の
判
断
を

皇
帝
に
仰
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
︒
︹
十
一
歳
か
ら
十
五
歳
の
者
は
︺
腕

力
が
次
第
に
強
健
に
な
り
︑
も
は
や
幼
小
無
知
と
は
見
な
し
が
た
く
︑

寛
大
な
恩
典
を
与
え
る
に
は
差
し
障
り
が
あ
る
か
ら
だ
︒
こ
の
定
例
は

民
の
命
を
慎
重
に
取
り
扱
う
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑

雍
正
十
年
の
丁
乞
三
仔
の
事
案
は
特
別
な
恩
典
を
奉
じ
て
寛
免
さ
れ
た
︒

そ
の
後
の
蕭
小
胖
子
ら
の
事
案
は
︑
事
情
と
罪
状
が
同
じ
だ
っ
た
の
で
︑

丁
の
事
案
を
援
用
し
て
上
請
し
た
︒
た
だ
し
︑
法
外
に
情
状
を
斟
酌
し

た
︵
﹁
法
外
原
情
﹂
︶
も
の
で
あ
り
︑
成
例
と
し
て
示
し
た
わ
け
で
は
な

い
︒

今
︑
万
御
史
は
︑
刑
部
が
上
奏
し
て
回
答
し
た
熊
宗
正
の
事
案
は
︹
丁

乞
三
仔
の
事
案
を
︺
援
引
し
て
お
ら
ず
︑
扱
い
方
が
不
統
一
だ
と
指
摘

し
た
︒
盛
尚
書
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
︒
︹
熊
宗
正
は
︺
十
五
歳
で
人

を
殺
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
︑
律
を
按
じ
て
罪
を
決
め
る
べ
き
で

あ
る
︒
︹
十
五
歳
以
下
︑
十
一
歳
以
上
の
殺
人
犯
の
︺
中
で
罪
情
が
最

も
軽
く
憫
れ
む
べ
き
人
に
対
し
て
は
︑
恩
旨
︹
丁
乞
三
仔
の
事
案
︺
を

援
引
し
上
請
す
る
こ
と
が
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
っ
て
も
よ
い
︒
そ
の
他

の
罪
情
が
少
し
軽
い
が
︑
憫
れ
む
必
要
の
な
い
人
に
対
し
て
は
︑
す
べ

て
秋
審
の
時
に
﹁
可
矜
﹂
と
擬
す
る
か
︑
或
い
は
特
恩
に
よ
り
刑
獄
を

整
理
す
る
時
に
減
刑
を
議
す
れ
ば
よ
い
の
で
︑
一
つ
一
つ
説
明
す
る
必

要
が
な
い
︒

⁝
⁝

丁
乞
三
仔
が
寛
大
な
恩
典
を
得
た
理
由
は
︑
実
際
に
は
丁
狗
仔
が
彼
よ

り
年
長
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
丁
乞
三
仔
は
先
に
い
じ
め
ら
れ

た
の
で
あ
り
︑
自
ら
挑
発
し
た
の
で
は
な
い
︒
拾
っ
た
土
の
塊
は
凶
器

と
は
言
え
ず
︑
誤
っ
て
当
た
っ
た
の
も
意
図
的
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ

ゆ
え
︑
刑
罰
を
軽
減
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
︒
い
ま
︑
熊
宗
正
と
熊

健
侯
が
殴
り
合
い
︑
宗
正
は
怪
我
を
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
不
意
に

凶
器
の
刀
を
持
ち
︑
健
侯
の
致
命
の
顖
門
を
傷
つ
け
た
︒
丁
乞
三
仔
の

事
案
よ
り
情
状
が
重
く
︑
寛
大
に
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
熊
宗
正
の
事

案
に
つ
い
て
は
︑
刑
部
に
別
に
題
本
を
作
成
し
て
上
奏
さ
せ
る
︒
そ
の

他
︑
今
後
凡
そ
十
五
歳
以
下
の
未
成
年
が
殺
人
し
た
場
合
︑
取
り
調
べ

の
結
果
︑
た
し
か
に
丁
乞
三
仔
の
事
案
と
事
情
や
罪
状
が
一
致
す
れ
ば
︑
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そ
の
例
を
援
用
し
て
上
奏
し
︑
皇
帝
の
判
断
を
待
つ
よ
う
督
撫
に
命
じ

る
︒
乾
隆
十
年
九
月
︑
﹁
議
に
依
れ
﹂
と
い
う
聖
旨
を
謹
ん
で
受
け
た④
︒

法
司
は
ま
ず
﹁
民
の
命
を
慎
重
に
取
り
扱
う
﹂
と
い
う
原
則
を
強
調
し
︑
こ

の
原
則
か
ら
出
発
し
て
︑
体
力
が
次
第
に
強
健
に
な
り
︑
も
は
や
幼
小
無
知

と
は
見
な
し
が
た
い
十
五
歳
以
下
︵
十
一
歳
以
上
︶
の
未
成
年
者
は
当
然
に

殺
人
事
案
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
断
じ
た
︒
こ
れ
は
唐
か
ら
清
に
至

る
ま
で
律
典
の
一
貫
し
た
立
場
で
も
あ
っ
た
︒
丁
乞
三
仔
の
事
案
は
た
だ

﹁
法
外
原
情
﹂
し
た
だ
け
で
あ
り
︑
成
例
で
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
す
べ
て

の
事
案
で
そ
れ
を
援
引
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
更
に
︑
刑
部
は
丁
乞
三
仔

が
減
免
さ
れ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
第
一
に
︑
死
者
は
凶
犯
よ
り

年
長
で
あ
る
こ
と
︒
第
二
に
︑
殺
人
犯
が
先
に
い
じ
め
ら
れ
︑
自
ら
挑
発
し

た
の
で
は
な
い
こ
と
︒
第
三
に
︑
主
観
的
な
殺
意
が
な
い
こ
と
︒
第
一
の
点

は
殺
人
を
犯
し
た
未
成
年
者
自
身
の
条
件
を
考
慮
す
る
だ
け
で
な
く
︑
殺
人

犯
と
被
害
者
の
年
齢
差
と
い
う
点
ま
で
考
慮
し
て
い
る
︒
こ
れ
を
も
と
に
し

て
︑
刑
部
は
今
後
未
成
年
者
が
殺
人
を
犯
し
た
場
合
︑
丁
乞
三
仔
の
事
案
を

基
準
と
し
︑
そ
れ
と
﹁
事
情
と
罪
状
が
一
致
﹂
す
れ
ば
上
請
で
き
る
よ
う
奏

請
し
た
︒
皇
帝
が
こ
の
奏
議
を
批
准
し
た
こ
と
で
︑
丁
乞
三
仔
の
事
案
は
正

式
に
成
例
の
地
位
を
得
た
︒

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
清
の
統
治
階
層
は
事
案
の
間
の
相
違
点
に
多

大
な
注
意
を
払
う
︒
法
典
は
あ
る
類
型
の
事
案
に
対
し
統
一
的
で
概
括
的
に

規
定
す
る
が
︑
同
類
の
事
案
で
も
細
か
い
点
が
違
う
︒
こ
の
違
い
を
無
視
す

れ
ば
︑
裁
判
結
果
の
不
公
平
を
引
き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
た
め
︑

国
家
は
成
例
に
言
及
し
た
り
︑
条
例
を
設
定
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
︑
法
典

の
最
初
の
規
定
を
少
し
ず
つ
修
正
し
て
︑
個
別
事
案
の
正
義
と
国
家
の
法
律

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
る
︒
十
一
歳
以
上
︑
十
五
歳
以
下
の
未
成
年
者
の
殺

人
に
汲
む
べ
き
事
情
が
あ
っ
た
場
合
︑
す
な
わ
ち
丁
乞
三
仔
の
事
案
で
は
被

害
者
の
情
況
を
勘
案
し
︑
皇
帝
に
上
奏
し
て
刑
罰
の
減
免
を
求
め
る
と
い
う

手
続
き
を
確
立
し
︑
律
例
の
不
足
を
補
っ
た
︒
ま
た
刑
部
が
提
出
し
た
﹁
死

者
は
凶
犯
よ
り
年
長
﹂
と
い
う
理
由
の
中
に
﹁
強
弱
対
比
﹂
原
則
の
原
形
も

見
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
か
ら
見
る
と
︑
こ
の
事
案
は
刑
罰
の
理
論
の
面

で
は
︑
大
き
な
貢
献
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
こ
の
事
案
の
三

つ
の
判
断
基
準
は
︑
い
ず
れ
も
具
体
的
な
事
実
か
ら
取
り
出
し
た
も
の
で
あ

る
の
で
︑
適
用
す
る
と
き
い
く
つ
か
の
問
題
が
存
在
す
る
︒
例
え
ば
被
害
者

が
殺
人
犯
よ
り
年
長
だ
と
い
う
条
件
に
つ
い
て
︑
被
害
者
が
殺
人
犯
よ
り
一

日
で
も
年
長
で
あ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
か
︑
そ
れ
と
も
被
害
者
は
殺
人
犯
よ

り
一
定
の
年
数
以
上
年
長
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︒
ま
た
︑
殺
人
犯
が

先
に
い
じ
め
ら
れ
る
と
い
う
条
件
に
つ
い
て
︑
死
者
が
い
じ
め
る
行
為
を
し

た
だ
け
で
適
用
さ
れ
る
の
か
︑
あ
る
い
は
事
実
上
の
傷
害
が
必
要
で
あ
る
の

か
︒
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
︑
法
司
は
具
体
的
な
説
明
を
し
て
い
な
い
︒
こ

れ
に
関
連
す
る
理
論
の
発
展
は
乾
隆
朝
後
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
実
現
す
る
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こ
と
に
な
る
︒

①

呉
壇
編
纂
︑
馬
建
石
等
点
校
﹃
大
清
律
例
通
考
校
注
﹄
︑
中
国
政
法
大
学
出
版

社
︑
一
九
九
二
年
︑
第
二
六
七
頁
︒

丁
乞
三
仔
年
僅
十
四
︑
与
丁
狗
仔
一
処
挑
土
︑
丁
狗
仔
欺
伊
年
幼
︑
令
其
挑
運

重
筐
︑
又
將
土
塊
擲
打
︒
丁
乞
三
仔
拾
土
回
擲
︑
適
中
丁
狗
仔
小
肚
︑
越
日
殞

命
︒
丁
乞
三
仔
情
有
可
原
︑
著
従
寛
免
死
︑
照
例
減
等
発
落
︒
仍
追
埋
葬
銀
両

給
付
死
者
之
家
︒

②

﹃
成
案
彙
編
﹄
巻
三
︑
名
例
三
︑
﹁
十
五
歳
以
下
殴
人
致
死
必
査
与
丁
乞
三
仔
情

罪
相
符
援
例
減
等
案
﹂
条
︑
十
七
葉
︒

乾
隆
三
年
則
有
蕭
小
胖
子
︑
謝
金
年
俱
十
五
︑
乾
隆
八
年
則
有
洗
亜
木
年
甫
十

一
︑
俱
経
援
照
丁
乞
三
仔
之
案
提
請
減
等
收
贖
︑
各
在
案
︒
本
年
六
月
內
有
熊

宗
正
与
熊
四
漢
争
棗
起
釁
︑
殴
傷
熊
健
侯
身
死
︒
熊
宗
正
年
僅
十
五
︑
刑
部
会

議
稿
内
並
未
援
案
声
明
弁
理
︑
未
免
参
差
︒

③

こ
れ
と
対
比
で
き
る
の
は
︑
康
熙
四
十
六
年
︵
一
七
〇
七
︺
に
発
生
し
た
﹁
呉

吉
児
砍
死
林
外
慶
﹂
の
事
案
で
あ
る
︒
呉
吉
児
︵
九
歳
︶
は
林
外
慶
︵
七
歳
︶
︑

呉
石
児
︵
七
歳
︶
と
一
緒
に
遊
ん
で
い
た
︒
些
細
な
こ
と
で
争
い
に
な
り
︑
呉
吉

児
が
鉈
で
林
と
呉
を
斬
っ
て
負
傷
さ
せ
た
︒
そ
の
結
果
︑
林
外
慶
は
怪
我
が
悪
化

し
て
亡
く
な
っ
た
︒
法
司
は
律
に
よ
り
呉
吉
児
を
絞
監
候
と
擬
し
た
だ
け
で
な
く
︑

﹁
し
っ
か
り
子
供
を
教
育
し
な
か
っ
た
﹂
こ
と
を
理
由
に
︑
彼
の
父
親
を
﹁
不
応

為
﹂
律
に
よ
り
杖
責
し
た
︵
孫
綸
輯
﹃
定
例
成
案
合
鎸
続
増
﹄
冊
一
︑
名
例
︑

﹁
十
歳
以
下
殺
人
議
擬
﹂
条
︑
乾
隆
中
刊
本
︑
一
葉
︶
︒
し
か
し
︑
こ
の
事
案
の

後
︑
未
成
年
者
が
犯
し
た
殺
人
事
案
に
つ
い
て
︑
状
況
や
結
果
の
程
度
に
関
わ
ら

ず
︑
両
親
を
懲
罰
す
る
と
い
う
記
載
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
清
で
は
未
成

年
者
が
殺
人
を
犯
す
の
は
︑
天
性
の
暴
戻
が
原
因
で
あ
っ
て
︑
教
育
の
問
題
と
は

あ
ま
り
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
定
例
や
成
案
で
あ
っ

て
も
︑
必
ず
し
も
そ
れ
が
遵
守
施
行
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
︒
一
方
︑
丁
乞
三
仔

の
事
案
が
そ
の
後
た
び
た
び
援
用
さ
れ
た
の
は
︑
当
時
の
人
々
の
観
念
に
合
致
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

④

﹃
成
案
彙
編
﹄
巻
三
︑
十
七

一
八
葉
︒

⁝
⁝
査
十
歲
以
下
犯
殺
人
者
︑
猶
必
擬
罪
︑
取
自
上
裁
︒
而
十
五
以
下
不
得
並

請
援
免
︑
蓋
以
膂
力
漸
剛
︑
難
比
幼
小
無
知
︑
不
便
概
予
寛
典
︑
此
定
例
慎
重

民
命
之
意
也
︒
惟
雍
正
十
年
丁
乞
三
仔
一
案
奉
特
恩
寛
免
︑
以
後
蕭
小
胖
子
等

案
︑
情
罪
相
同
︑
援
案
上
請
︑
尤
為
法
外
原
情
︑
並
非
示
為
成
例
︒
今
該
御
史

万
以
刑
部
題
覆
熊
宗
正
一
案
不
為
援
請
︑
弁
理
未
免
参
差
︒
尚
書
盛
以
年
至
十

五
︑
已
能
為
殺
人
之
事
︑
自
應
按
律
擬
抵
︒
其
中
情
最
軽
而
可
憫
者
︑
援
引
恩

旨
奏
請
上
裁
︑
亦
可
偶
一
行
之
︒
其
余
情
雖
少
軽
而
未
至
甚
可
憫
者
︑
咸
於
秋

審
時
擬
以
可
矜
︑
或
於
特
恩
清
理
刑
獄
時
酌
議
原
減
︑
未
便
逐
案
声
明
等
語
︒

⁝
⁝

是
丁
乞
三
仔
所
以
得
邀
寛
典
者
︑
実
因
丁
狗
仔
較
伊
年
長
︒
丁
乞
三
仔
先
被
欺

凌
︑
衅
非
自
作
︒
拾
土
不
為
凶
器
︑
誤
中
又
属
無
心
︒
以
故
得
従
末
減
︑
理
也
︒

今
熊
宗
正
与
熊
健
侯
相
殴
︑
宗
正
並
未
受
傷
而
遽
持
金
刃
之
凶
器
︑
傷
及
致
命

之
顖
門
︑
較
之
丁
乞
三
仔
案
情
実
重
︑
不
便
従
寛
︒
除
熊
宗
正
一
案
応
俟
該
部

另
疏
具
題
外
︑
請
嗣
後
凡
遇
有
十
五
以
下
殺
人
之
犯
︑
令
該
督
撫
査
明
実
与
丁

乞
三
仔
情
罪
相
等
者
︑
援
例
声
請
︑
聴
候
上
裁
︒
乾
隆
十
年
九
月
奉
旨
依
議
︒

三
︑
発
展
：

乾
隆
朝
の
﹁
劉
縻
子
殴
李
子
相
身
死
﹂
事
案

乾
隆
四
十
三
年
︵
一
七
七
八
︶
︑
﹁
劉
縻
子
殴
李
子
相
身
死
﹂
事
案
が
起
こ

っ
た
︒
二
人
は
当
時
い
ず
れ
も
九
歳
で
︑
一
緒
に
牧
羊
を
し
て
い
た
︒
劉
縻

子
は
李
子
相
に
そ
ら
豆
を
せ
が
み
︑
口
喧
嘩
に
な
っ
た
︒
し
ば
ら
く
し
て
小

突
き
あ
い
に
な
り
︑
劉
縻
子
が
突
き
返
し
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
手
が
李
子
相
の
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左
胸
に
当
た
り
︑
李
子
相
は
地
面
に
倒
れ
た
︒
そ
の
際
︑
李
は
石
で
右
腰
を

強
打
し
︑
そ
の
場
で
亡
く
な
っ
た
︒
律
例
に
よ
り
︑
十
歳
以
下
の
児
童
の
場

合
︑
事
情
に
か
か
わ
ら
ず
上
奏
し
︑
減
免
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る①
︒
し
か

し
︑
乾
隆
帝
は
こ
の
事
案
に
つ
い
て
法
律
の
規
定
と
は
異
な
る
回
答
を
し
た
︒

李
子
相
を
殴
っ
て
死
に
至
ら
し
め
た
劉
縻
子
は
絞
監
候
︹
中
央
官
庁
で

再
審
が
行
わ
れ
る
秋
ま
で
死
刑
の
執
行
を
猶
予
す
る
︺
に
擬
さ
れ
る
が
︑

年
齢
が
僅
か
に
九
歳
だ
と
言
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
減
刑
が
で
き
る

か
ど
う
か
勅
裁
を
仰
ぐ
と
の
文
書
が
刑
部
か
ら
提
出
さ
れ
た
︒
今
回
刑

部
が
請
旨
の
題
本
を
出
し
て
来
た
こ
と
は
︑
定
例
通
り
の
や
り
方
で
あ

る
︒
し
か
し
︑
十
歳
以
下
で
殺
人
を
犯
し
死
刑
に
処
さ
れ
る
べ
き
者
は
︑

被
害
者
が
殺
人
犯
よ
り
年
長
の
た
め
︑
強
弱
に
違
い
が
あ
る
場
合
︑
例

え
ば
丁
乞
三
仔
の
事
案
の
よ
う
な
も
の
は
︑
刑
罰
を
軽
減
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
︑
い
ま
劉
縻
子
に
殴
ら
れ
た
李
子
相
は
︹
劉
と
︺
同
じ
く
九

歳
で
︑
か
つ
劉
縻
子
は
そ
ら
豆
を
せ
が
ん
で
李
が
応
じ
な
か
っ
た
た
め

に
李
を
殴
り
倒
し
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
理
も
正
し
く
な
い
︒
も
し
劉
が

幼
い
と
い
う
理
由
で
死
を
免
じ
た
な
ら
ば
︑
情
と
法
の
バ
ラ
ン
ス
は
取

れ
る
だ
ろ
う
か
︒
い
わ
ん
や
九
歳
の
児
童
が
人
を
殴
っ
て
死
に
至
ら
し

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
天
性
の
狂
暴
さ
が
知
ら
れ
︑
な

お
さ
ら
簡
単
に
矜
恤
・
寛
宥
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
従
来
戯
殺

︹
殺
人
の
ま
ね
ご
と
を
し
て
本
当
に
殺
し
て
し
ま
う
︺
の
事
案
で
は
︑

犯
罪
者
の
強
情
不
遜
な
気
質
を
除
く
た
め
︑
数
年
間
監
禁
さ
せ
て
か
ら
︑

減
刑
に
つ
い
て
審
議
す
る
よ
う
刑
部
に
命
じ
て
き
た
︒
し
た
が
っ
て
︑

こ
の
よ
う
な
児
童
は
す
べ
て
こ
れ
に
倣
っ
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
︒
こ

う
し
た
事
案
の
場
合
︑
絞
監
候
に
な
っ
て
も
秋
審
で
情
実
に
は
入
ら
な

い
︹
緩
決
に
な
る
︺
︒
数
年
後
に
減
刑
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
︑

ど
う
し
て
慌
て
て
寛
大
に
扱
う
必
要
が
あ
ろ
う
か②
︒

乾
隆
帝
は
丁
乞
三
仔
事
案
の
よ
う
に
死
者
が
凶
犯
よ
り
年
長
で
あ
れ
ば
︑
両

者
の
強
弱
が
不
同
で
あ
る
と
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
場
合
︑
未
成
年
者
が
矜
恤

の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
た
︒
同
時
に
︑
彼
は
劉
縻
子
事

案
に
お
い
て
︑
凶
犯
に
道
理
が
な
く
︑
情
理
か
ら
言
っ
て
矜
恤
の
条
件
を
具

備
し
て
い
な
い
の
に
︑
た
だ
幼
い
と
い
う
理
由
で
死
が
免
じ
ら
れ
れ
ば
︑
情

と
法
の
バ
ラ
ン
ス
に
違
背
す
る
と
指
摘
し
た
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
本
来
丁
乞

三
仔
事
案
は
十
一
歳
以
上
︑
十
五
歳
以
下
の
未
成
年
者
の
殺
人
行
為
に
対
す

る
成
例
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
今
回
の
八
歳
以
上
︑
十
歳
以
下
の
未
成
年
者
に

よ
る
殺
人
事
案
で
も
︑
乾
隆
帝
が
丁
乞
三
仔
案
に
言
及
し
た
の
は
︑
彼
が
二

つ
の
事
案
で
法
律
の
原
理
に
お
い
て
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
た
か

ら
で
あ
ろ
う
︒
注
意
す
べ
き
は
︑
乾
隆
帝
は
﹁
年
長
﹂
で
あ
る
こ
と
が
﹁
強

弱
不
同
﹂
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
た
点
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
乾
隆
帝
に

と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
︑
﹁
年
長
﹂
よ
り
も
﹁
強
弱
不
同
﹂
で
あ
り
︑
﹁
強

弱
不
同
﹂
こ
そ
矜
恤
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
の
核
心
的
な
要
素

清律の「老小廃疾収贖」条における司法上の展開（李）
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の
一
つ
で
あ
っ
た
︒

実
は
︑
﹁
強
弱
不
同
﹂
と
い
う
条
件
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
皇
帝
に
上
奏
し

裁
決
を
乞
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
観
念
は
︑
乾
隆
帝
が
劉
縻
子
事
案
を
審

理
す
る
と
き
に
突
然
出
て
来
た
発
想
で
は
な
く
︑
司
法
の
実
践
の
中
で
す
で

に
存
在
し
て
い
た
基
準
で
あ
る
︒
乾
隆
帝
は
こ
の
原
則
を
﹁
作
っ
た
﹂
の
で

は
な
く
︑
そ
れ
を
﹁
引
き
入
れ
て
﹂
︑
未
成
年
者
の
殺
人
犯
の
判
決
に
適
用

し
た
の
で
あ
る
︒
乾
隆
三
十
四
年
︵
一
七
六
九
︶
の
﹁
姚
小
上
扎
傷
趙
小
東

身
死
﹂
の
事
案
を
例
に
取
ろ
う
︒
姚
小
上
は
両
目
が
見
え
ず
︑
易
占
を
生
業

と
し
て
い
た
︒
趙
小
東
も
同
じ
く
易
者
で
︑
姚
が
彼
の
客
を
奪
っ
た
こ
と
を

恨
ん
で
︑
姚
の
と
こ
ろ
へ
喧
嘩
を
売
り
に
行
っ
た
︒
喧
嘩
の
最
中
︑
姚
小
上

は
ナ
イ
フ
で
趙
小
東
の
胸
を
刺
し
︑
趙
は
転
ん
だ
は
ず
み
に
頭
を
打
っ
て
即

死
し
た
︒
﹁
老
小
廃
疾
収
贖
﹂
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
︑
姚
小
上
は
﹁
両
目
篤

疾
︹
両
目
が
見
え
な
い
︺
﹂
に
よ
り
︑
殺
人
罪
を
犯
し
て
も
︑
﹁
議
擬
奏
聞
︑

取
自
上
裁
︹
刑
を
擬
し
て
上
奏
し
︑
皇
帝
の
裁
定
に
委
ね
る
︺
﹂
こ
と
が
で

き
る
︒
し
か
し
︑
刑
部
の
考
え
で
は
︑
律
文
は
両
目
が
見
え
な
い
者
が
目
の

見
え
る
者
を
殴
り
殺
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
姚
小
上
は
両

目
が
見
え
な
い
が
︑
殺
さ
れ
た
趙
小
東
も
両
目
が
見
え
ず
︑
律
例
の
規
定
に

合
致
し
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
最
終
的
に
寛
恕
せ
ず
︑
絞
監
候
と
判
決
し
た

の
で
あ
る③
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
よ
う
な
双
方
の
﹁
強
弱
対
比
﹂
を
す
る
や
り
方
は
︑
﹁
老

小
廃
疾
収
贖
﹂
条
だ
け
で
な
く
︑
各
種
の
矜
恤
に
関
す
る
判
決
に
も
適
用
さ

れ
る
︒
例
え
ば
﹁
犯
罪
存
留
養
親
﹂
条
は
︑
殺
人
の
罪
を
犯
し
た
者
が
単
丁

家
庭
︵
成
年
男
子
が
一
人
し
か
い
な
い
家
庭
︶
の
成
年
男
性
で
あ
っ
た
場
合
︑

祖
父
母
や
父
母
を
養
う
た
め
︑
死
刑
を
暫
く
延
期
す
る
と
規
定
す
る
︒
そ
れ

は
古
く
か
ら
﹁
法
外
の
仁
﹂
だ
と
見
ら
れ
て
き
た
が
︑
雍
正
二
年
︵
一
七
二

四
︶
の
﹁
李
方
義
戳
死
郭
定
国
﹂
の
事
案
以
降
﹁
被
害
者
に
父
母
が
い
る
か
︑

一
人
っ
子
か
︵
有
無
父
母
︑
是
否
獨
子
︶
﹂
は
裁
判
の
と
き
注
意
す
べ
き
要

素
に
な
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
法
司
は
﹁
︹
被
害
者
の
︺
両
親
が
年
老
い

て
も
扶
養
す
る
も
の
が
い
な
い
の
に
︑
殺
人
犯
は
却
っ
て
死
罪
が
免
除
さ
れ
︑

老
い
た
親
を
扶
養
で
き
る
の
は
情
理
に
合
わ
な
い
﹂
と
い
う
意
見
を
提
出
し

た④
︒
も
し
被
害
者
も
同
じ
く
単
丁
家
庭
で
︑
父
母
や
祖
父
母
を
養
う
責
任
が

あ
れ
ば
︑
犯
罪
者
は
法
律
の
矜
恤
を
受
け
て
死
罪
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る⑤
︒

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
清
の
司
法
裁
判
で
求
め
ら
れ
る
正
義
は
︑
律

文
で
規
定
さ
れ
た
統
一
の
基
準
を
厳
格
に
守
り
︑
﹁
老
小
廃
疾
﹂
の
一
群
を

無
条
件
に
優
遇
す
る
の
で
は
な
く
︑
具
体
的
な
事
案
で
の
個
別
の
公
平
に
注

意
を
払
い
︑
当
事
者
双
方
の
強
弱
対
比
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
双
方
の

智
力
あ
る
い
は
体
力
に
強
弱
の
差
が
あ
る
場
合
に
限
り
︑
弱
者
へ
の
配
慮
が

な
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
正
義
観
念
の
も
と
︑
劉
縻
子
の
事
案
の
最
終
的
な

結
果
と
し
て
︑
刑
部
は
皇
帝
の
旨
意
に
従
っ
て
︑
以
下
の
条
例
を
制
定
し
た
︒
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十
歳
以
下
の
者
が
人
を
殴
り
殺
し
た
事
案
は
︑
被
害
者
が
殺
人
犯
よ
り

四
歳
以
上
年
長
で
あ
れ
ば
︑
律
に
従
っ
て
上
奏
す
る
こ
と
を
許
す
︒
も

し
年
齢
の
差
が
三
歳
以
下
の
場
合
︑
一
律
に
絞
監
候
に
擬
し
︑
双
請

︹
事
案
を
審
理
し
た
時
と
秋
審
の
時
︑
皇
帝
に
上
請
す
る
機
会
が
二
回

あ
る
︺
し
て
は
な
ら
な
い
︒
十
五
歳
以
下
の
者
が
年
長
者
に
い
じ
め
ら

れ
殴
り
殺
し
た
事
案
に
つ
い
て
は
︑
被
害
者
の
年
齢
を
調
べ
た
と
こ
ろ
︑

︹
被
害
者
も
︺
確
か
に
殺
人
犯
よ
り
四
歳
以
上
年
長
で
あ
り
︑
か
つ

︹
被
害
者
が
︺
道
理
も
な
く
︹
殺
人
犯
を
︺
い
じ
め
る
か
︑
あ
る
い
は

︹
殺
人
犯
が
︺
そ
の
つ
も
り
が
な
い
の
に
誤
っ
て
殺
す
か
し
た
こ
と
が

明
ら
か
な
場
合
に
限
り
︑
丁
乞
三
仔
の
例
を
援
用
し
て
声
請
し
欽
定
を

恭
候
す
る⑥
︒

こ
の
条
例
は
意
味
が
深
い
︒
ま
ず
︑
年
齢
に
起
因
す
る
強
弱
の
差
を
統
一
的

に
判
断
す
る
た
め
︑
刑
部
は
﹁
強
弱
不
同
﹂
の
基
準
を
四
歳
以
上
年
長
と
決

め
た
︒
こ
の
よ
う
な
極
め
て
具
体
的
な
操
作
規
則
は
裁
判
に
利
便
を
与
え
た
︒

こ
の
条
例
が
発
布
さ
れ
た
あ
と
︑
十
歳
以
下
の
未
成
年
者
が
他
人
を
殴
り
殺

し
た
場
合
︑
皇
帝
に
上
奏
し
減
刑
を
求
め
る
に
は
︑
被
害
者
が
殺
人
犯
よ
り

四
歳
以
上
年
長
で
あ
る
と
い
う
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
︒

そ
う
で
な
い
場
合
は
︑
律
に
よ
り
監
候
に
擬
し
︑
上
請
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
︒
十
五
歳
以
下
︵
十
一
歳
以
上
︶
の
未
成
年
者
が
人
を
殴
り
殺
し
た
事
案

で
︑
被
害
者
が
殺
人
犯
よ
り
四
歳
以
上
年
長
の
場
合
に
限
り
︑
丁
乞
三
仔
事

案
を
引
用
し
︑
上
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
次
に
︑
乾
隆
帝
は
劉
縻
子
︵
九

歳
︶
事
案
を
審
理
し
た
時
︑
丁
乞
三
仔
︵
十
四
歳
︶
事
案
に
言
及
し
て
い
る

よ
う
に
︑
両
者
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
︑
刑
部
は
条

例
を
制
定
す
る
時
︑
二
つ
の
年
齢
段
階
の
未
成
年
者
を
別
々
に
規
定
し
た
︒

十
歳
以
下
の
未
成
年
者
が
矜
恤
を
受
け
ら
れ
る
条
件
は
︑
年
齢
差
に
よ
る

﹁
強
弱
不
同
﹂
の
基
準
を
満
た
す
場
合
の
み
と
な
り
︑
事
実
上
︑
十
歳
以
下

の
未
成
年
者
の
殺
人
犯
罪
の
減
免
に
対
し
て
さ
ら
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
に

な
っ
た
︒

十
五
歳
以
下
の
未
成
年
者
が
人
を
殺
し
た
事
案
の
扱
い
方
は
相
対
的
に
複

雑
で
あ
る
︒
年
長
の
人
に
い
じ
め
ら
れ
る
の
が
上
請
の
前
提
で
あ
る
︒
な
ぜ

な
ら
上
請
と
は
﹁
法
外
原
情
﹂
に
属
し
︑
情
理
か
ら
言
う
と
︑
殺
人
者
が
先

に
挑
発
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
依
然
と
し
て
両
者
の

強
弱
関
係
を
更
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
︒
殺
人
者
が
確
か
に
弱
者
で
あ
っ

て
も
︑
ま
た
彼
が
そ
の
つ
も
り
が
な
い
の
に
誤
っ
て
殺
し
た
か
︑
被
害
者
が

道
理
も
な
く
彼
を
い
じ
め
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
︒
す
べ
て

の
条
件
に
符
合
す
る
場
合
に
は
処
罰
を
軽
減
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
︒
つ

ま
り
︑
こ
の
条
例
が
制
定
さ
れ
た
目
的
は
単
に
未
成
年
者
の
刑
罰
を
軽
減
或

い
は
加
重
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
で
き
る
か
ぎ
り
精
確
に
各
事
案
の
正
義
を

実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
中
で
︑
﹁
強
弱
対
比
﹂
原
則
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
︒
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ま
た
注
意
す
べ
き
な
の
は
︑
﹁
四
歳
以
上
年
長
﹂
と
い
う
の
は
︑
た
だ
強

弱
を
判
断
す
る
た
め
の
最
も
明
瞭
で
判
別
可
能
な
方
式
に
す
ぎ
ず
︑
﹁
強
弱

の
差
﹂
を
単
純
に
﹁
四
歳
以
上
年
長
﹂
と
同
一
視
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒
嘉
慶
十
八
年
︵
一
八
一
三
︶
に
張
豹
児
が
劉
長
碧
を
殴
り
殺
し
た
事

案
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
︒
殺
人
犯
の
張
豹
児
は
十
五
歳
以
下
の
未
成
年
者

で
あ
る
︒
一
方
︑
被
害
者
の
劉
長
碧
は
両
目
が
見
え
な
か
っ
た
が
︑
年
長
で

あ
る
こ
と
を
笠
に
着
て
張
豹
児
を
い
じ
め
て
い
た
︒
通
常
の
場
合
︑
刑
部
は

双
方
の
年
齢
差
な
ど
の
条
件
を
考
慮
し
︑
丁
乞
三
仔
の
事
案
を
援
用
で
き
る

か
ど
う
か
を
確
認
す
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
事
案
で
は
︑
被
害
者
が
篤
疾
︵
両

目
が
見
え
な
い
︶
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
殺
人
犯
も
被
害
者
も
共
に
法
律
で

特
別
に
矜
恤
さ
れ
る
対
象
で
あ
り
︑
張
豹
児
は
劉
長
碧
よ
り
弱
者
で
は
な
く
︑

丁
乞
三
仔
の
事
案
を
援
用
で
き
な
い
と
刑
部
は
判
断
し
た⑦
︒
つ
ま
り
︑
条
例

に
お
い
て
﹁
四
歳
以
上
年
長
﹂
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
が
︑
実
際
に

は
強
弱
の
差
こ
そ
が
清
代
の
人
々
の
正
義
観
の
着
眼
点
で
あ
っ
た
︒

①

例
え
ば
︑
乾
隆
十
年
の
﹁
成
小
六
殴
傷
趙
三
保
身
死
﹂
事
案
で
︑
法
司
は
﹁
年

甫
九
歳
﹂
だ
け
を
理
由
に
︑
上
奏
し
て
収
贖
を
求
め
︑
許
可
を
得
た
︵
﹃
成
案
彙

編
﹄
巻
三
︑
﹁
九
歳
殺
人
収
贖
案
﹂
条
︑
十
五
葉
︶
︒

②

光
緒
﹃
大
清
会
典
事
例
﹄
巻
七
百
三
十
四
︑
刑
部
十
二
︑
名
例
律
︑
﹁
老
小
废

疾
収
贖
﹂
条
︑
中
華
書
局
︑
一
九
九
一
年
︑
第
九
冊
︑
一
二
二

一
二
三
頁
︒

刑
部
進
呈
殴
傷
李
子
相
身
死
之
劉
縻
子
擬
絞
監
候
︑
声
明
年
僅
九
歲
︑
可
否
減

等
請
旨
一
本
︒
固
属
照
例
弁
理
︑
但
所
指
十
歲
以
下
犯
殺
人
応
死
者
︑
或
係
被

殺
之
人
較
伊
年
長
︑
強
弱
不
同
︑
如
丁
乞
三
仔
之
案
︑
自
可
量
従
末
減
︒
今
劉

縻
子
所
殴
李
子
相
︑
同
係
九
歲
︑
且
劉
縻
子
因
索
討
胡
豆
不
給
︑
致
将
李
子
相

殴
跌
︑
其
理
亦
曲
︒
若
第
因
其
年
幼
︑
輒
行
免
死
︑
豈
為
情
法
之
平
？
況
九
齢

幼
童
︑
即
能
殴
斃
人
命
︑
其
賦
性
凶
悍
可
知
︑
尤
不
宜
遽
為
矜
宥
︒
向
因
戯
殺

之
案
︑
曾
諭
令
刑
部
将
該
犯
監
禁
数
年
︑
再
議
減
等
︑
以
消
其
桀
驁
不
馴
之
気
︒

此
等
幼
童
︑
自
當
倣
照
弁
理
︒
且
擬
以
応
絞
監
候
︑
原
不
入
於
情
実
︑
数
年
後

仍
可
減
等
︒
何
必
亟
於
寛
貸
乎
？

③

全
士
潮
等
輯
﹃
駁
案
新
編
﹄
巻
二
︑
名
例
︑
﹁
双
瞽
殴
死
双
瞽
﹂
条
︑
何
勤

華
・
張
伯
元
・
陳
重
業
等
点
校
﹃
駁
案
匯
編
﹄
︑
法
律
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑

二
五

二
六
頁
︒

④

呉
坤
修
等
編
纂
﹃
大
清
律
例
根
原
﹄
巻
五
︑
名
例
律
上
︑
﹁
犯
罪
存
留
養
親
﹂

条
︑
上
海
辞
書
出
版
社
︑
二
○
一
二
年
︑
第
一
冊
︑
八
一
頁
︒

⑤

こ
の
後
の
清
代
の
﹁
犯
罪
存
留
養
親
﹂
条
に
お
け
る
司
法
上
の
展
開
に
つ
い
て
︑

中
村
正
人
﹁
清
律
﹃
犯
罪
存
留
養
親
﹄
条
考
︵
�
︶
﹂
︑
﹃
金
沢
法
学
﹄
四
十
二
巻

二
号
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
一
八
七

二
〇
七
頁
︑
同
﹁
清
律
﹃
犯
罪
存
留
養
親
﹄
条

考
︵
�
・
完
︶
﹂
︑
﹃
金
沢
法
学
﹄
四
十
三
巻
三
号
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
三
七

一

六
四
頁
を
参
照
せ
よ
︒

⑥

﹃
大
清
律
例
根
原
﹄
巻
九
︑
名
例
律
下
︑
﹁
老
小
废
疾
収
贖
﹂
条
﹁
続
纂
﹂
︑
第

一
冊
︑
一
四
二
頁
︒

十
歲
以
下
闘
殴
斃
命
之
案
︑
如
死
者
長
於
凶
犯
四
歲
以
上
︑
准
其
依
律
声
請
︒

若
所
長
止
三
歲
以
下
︑
一
例
擬
絞
監
候
︑
不
得
概
行
双
請
︒
至
十
五
歲
以
下
︑

被
長
欺
侮
殴
斃
人
命
之
案
︑
確
查
死
者
年
歲
︑
亦
係
長
於
凶
犯
四
歲
以
上
︑
而

又
理
屈
�
凶
︑
或
無
心
戯
殺
者
︑
方
準
援
照
丁
乞
三
仔
之
例
声
請
︑
恭
候
欽
定
︒

こ
の
条
例
に
あ
る
﹁
不
得
概
行
双
請
﹂
に
つ
い
て
︑
﹃
大
清
律
例
根
原
﹄
で
は

﹁
不
得
概
行
声
請
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
が
︑
同
書
一
四
四
頁
で
は
同
じ
箇
所
を

﹁
不
得
概
行
双
請
﹂
と
す
る
︒
文
の
意
味
お
よ
び
嘉
慶
十
一
年
に
改
修
さ
れ
た
条

例
か
ら
判
断
し
て
︑
﹁
不
得
概
行
双
請
﹂
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
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⑦

祝
慶
祺
編
﹃
刑
案
匯
覧
﹄
巻
四
︑
﹁
老
小
废
疾
収
贖
﹂
︑
﹁
被
長
欺
侮
死
係
双
瞽

未
便
声
請
﹂
条
︑
﹃
刑
案
匯
覧
全
編
﹄
の
﹃
刑
案
匯
覧
﹄
巻
首
・
巻
一
至
巻
五
冊
︑

法
律
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
二
九
六
頁
︒

四
︑
修
正
：

嘉
慶
朝
の
﹁
杜
七
推
跌
閻
狗
墊
傷
内
損
身
死
﹂

事
案

劉
縻
子
事
案
か
ら
生
ま
れ
た
条
例
は
十
歳
以
下
の
未
成
年
者
に
対
し
強
弱

対
比
を
行
っ
て
か
ら
上
請
で
き
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
と
規
定
し
た
︒
し
か

し
︑
元
々
七
歳
以
下
の
未
成
年
者
と
十
歳
以
下
の
未
成
年
者
で
は
律
文
の
規

定
が
異
な
り
︑
七
歳
以
下
の
未
成
年
者
に
こ
の
条
例
を
適
用
す
る
か
は
明
確

に
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
嘉
慶
十
年
︵
一
八
〇
六
︶
に
﹁
杜
七

推
跌
閻
狗
墊
傷
内
損
身
死
﹂
事
案
が
生
じ
た
時
︑
刑
部
は
皇
帝
の
決
断
を
得

る
た
め
上
請
し
た
︒

名
例
律
を
調
べ
る
と
︑
未
成
年
者
の
犯
罪
が
年
齢
に
よ
り
矜
恤
の
差
を

決
め
て
い
る
の
は
︑
も
と
よ
り
幼
い
も
の
を
哀
れ
ん
で
の
こ
と
で
あ
る
︒

乾
隆
四
十
四
年
に
謹
ん
で
奉
じ
た
諭
旨
を
伏
し
て
読
む
と
︑
天
性
が
強

情
不
遜
で
人
を
殴
り
死
に
至
ら
し
め
た
児
童
は
︑
た
と
え
実
際
に
命
で

償
わ
せ
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
︑
数
年
間
監
禁
し
て
︑
そ
の
不
遜
な

性
格
を
従
順
に
さ
せ
る
と
あ
る
の
は
︑
さ
ら
に
矜
恤
の
中
に
明
ら
か
に

懲
罰
の
意
味
を
込
め
た
も
の
で
あ
る
︒
聖
諭
は
煌
々
と
し
て
︑
実
に
律

の
不
十
分
な
と
こ
ろ
を
補
っ
て
い
る
︒
⁝
⁝
査
す
る
に
︑
七
歳
以
下
の

者
が
死
罪
を
犯
す
こ
と
と
十
歳
以
下
の
者
が
人
を
殺
す
こ
と
に
関
し
て
︑

律
に
は
も
と
も
と
等
級
の
違
い
が
あ
る
︒
前
に
奉
じ
た
諭
旨
と
刑
部
の

条
例
は
十
歳
以
下
と
ま
と
め
て
言
っ
て
い
る
が
︑
七
歳
以
下
の
者
が
人

を
殺
し
た
と
き
に
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
に
つ
い
て
は
︑
区
別
し
て

指
摘
し
て
い
な
い①
︒

こ
の
事
案
は
杜
七
︵
七
歳
︶
と
閻
狗
︵
七
歳
︶
が
一
緒
に
遊
ん
で
い
た
時
に
︑

閻
狗
は
杜
七
の
螻
蛄
を
欲
し
が
っ
た
が
も
ら
え
ず
︑
閻
は
杜
の
腕
を
叩
い
て

身
を
翻
し
て
逃
げ
︑
杜
七
は
閻
狗
の
後
を
追
っ
て
彼
を
押
し
て
転
倒
さ
せ
た

が
︑
そ
の
傷
が
内
臓
に
ま
で
及
び
︑
二
日
後
に
閻
狗
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
劉
縻
子
の
事
案
に
関
わ
る
条
例
も
以
下
の
よ
う

に
修
正
さ
れ
た
︒

七
歳
以
下
の
者
が
人
を
死
に
至
ら
し
め
た
事
案
は
︑
律
に
よ
り
免
罪
を

上
奏
す
る
こ
と
を
許
す
︒
十
歳
以
下
の
者
が
人
を
殴
り
殺
し
た
事
案
に

つ
い
て
は
︑
被
害
者
が
殺
人
犯
よ
り
四
歳
以
上
年
長
で
あ
れ
ば
︑
律
に

よ
り
上
奏
す
る
こ
と
を
許
す
︒
も
し
年
齢
差
が
三
歳
以
下
の
場
合
︑
一

律
に
絞
監
候
に
擬
し
︑
双
請
し
て
は
な
ら
な
い
︒
十
五
歳
以
下
の
者
が

年
長
者
に
い
じ
め
ら
れ
殴
り
殺
し
た
事
案
に
つ
い
て
は
︑
被
害
者
の
年

齢
を
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
確
か
に
殺
人
犯
よ
り
四
歳
以
上
年
長
で
あ
り
︑

か
つ
︹
被
害
者
が
︺
道
理
も
な
く
︹
殺
人
犯
を
︺
い
じ
め
る
か
︑
あ
る
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い
は
︹
殺
人
犯
が
︺
そ
の
つ
も
り
が
な
い
の
に
誤
っ
て
殺
す
か
し
た
こ

と
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
り
︑
丁
乞
三
仔
の
例
を
援
用
し
て
声
請
し
て

欽
定
を
恭
候
す
る②
︒

七
歳
以
下
の
未
成
年
者
が
殺
人
犯
罪
を
起
こ
す
時
に
は
強
弱
対
比
の
原
則

を
適
用
せ
ず
︑
条
件
な
し
に
免
罪
を
上
奏
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
明
確
に
規

定
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
条
例
の
適
用
対
象
の
範
囲
は
よ
り
合
理
的
に
な
っ
た
︒

古
人
の
考
え
で
は
︑
七
歳
以
下
は
﹁
智
力
が
少
な
い
﹂
段
階
で
︑
八
歳
か
ら

徐
々
に
基
本
的
な
認
識
と
学
習
の
能
力
を
身
に
付
け
て
い
く
︒
﹃
大
戴
礼
記
﹄

保
傅
に
も
﹁
古
は
年
八
歳
に
し
て
出
で
て
外
舍
に
就
き
︑
小
芸
を
学
び
︑
小

節
を
履
む
︵
昔
は
八
歳
に
な
る
と
外
戚
の
も
と
で
六
芸
の
初
歩
を
学
び
︑
礼

節
の
基
礎
を
実
践
さ
せ
た
︶
﹂
と
い
う
一
節
が
あ
る③
︒
欧
米
に
も
こ
の
よ
う

な
理
論
が
あ
る
︒
イ
タ
リ
ア
の
法
学
者
で
近
代
刑
法
学
の
代
表
的
人
物
チ

ェ
ー
ザ
レ
・
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
は
︑
七
歳
以
下
の
児
童
と
精
神
病
者
は
快
楽
と

苦
痛
の
間
で
理
性
的
な
選
択
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
︑
罰
を
受
け
る

べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た④
︒
ジ
ャ
ン
・
ピ
ア
ジ
ェ
は
︑
児
童
の
知
恵
は
七

歳
頃
か
ら
発
達
し
始
め
る
と
考
え
︑
こ
れ
に
対
応
し
て
道
徳
的
相
対
主
義
は

八
歳
か
ら
始
ま
る
と
い
う
意
見
を
提
出
し
た⑤
︒
中
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で

は
年
齢
の
数
え
方
に
つ
い
て
違
い
が
あ
る
が
︑
少
な
く
と
も
︑
唐
か
ら
清
ま

で
の
中
国
︑
ま
た
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
一
般
的
に
刑
事
責
任
年
齢
の

起
点
を
啓
蒙
の
起
点
と
し
︑
そ
れ
は
現
代
の
六
歳
か
七
歳
で
あ
っ
た
︒
つ
ま

り
︑
清
代
の
規
定
は
今
日
の
世
界
で
多
く
の
国
︵
中
国
と
日
本
も
含
め
る
︶

の
刑
法
で
規
定
さ
れ
た
十
四
歳
と
大
き
な
違
い
が
あ
る
が
︑
当
時
に
お
い
て

は
さ
ほ
ど
厳
し
い
と
は
言
え
ず
︑
正
義
観
念
に
も
符
合
す
る
︒

杜
七
の
事
案
で
制
定
さ
れ
た
条
例
以
降
︑
清
代
に
は
未
成
年
者
の
殺
人
犯

罪
に
関
す
る
新
し
い
条
例
が
発
布
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
雍
正
・
乾
隆
・
嘉

慶
三
朝
の
三
つ
の
事
案
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
司
法
原
則
と
刑
罰
観
念
は
清

末
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
︒
清
代
に
は
多
数
の
未
成
年
者
に
よ
る
殺
人
事
案
が
起

こ
り
︑
そ
の
処
理
に
つ
い
て
︑
法
司
と
皇
帝
は
技
術
的
な
問
題
を
議
論
し
た
︒

例
え
ば
︑
土
の
塊
で
人
を
殺
す
の
と
刀
で
人
を
殺
す
の
を
ど
の
よ
う
に
区
別

す
る
か
︑
未
成
年
者
の
犯
罪
年
齢
を
ど
の
よ
う
に
確
定
す
る
か
︑
と
い
っ
た

こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
彼
ら
は
理
論
的
な
探
索
も
行
っ
た
︒
例
え
ば
未
成
年

者
が
殺
人
を
犯
し
た
時
︑
家
長
に
も
﹁
不
応
為
﹂
律
に
よ
り
杖
刑
を
科
す
か

ど
う
か
︑
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
律
に
附
さ
れ
た
刑
案
の
う
ち

真
に
裁
判
の
原
則
に
及
ぶ
も
の
は
上
述
し
た
三
つ
の
事
案
し
か
な
い
︒

三
つ
の
事
案
は
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
年
齢
段
階
に
属
す
る
未
成
年
者
の
殺
人

行
為
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
︒
理
論
を
探
索
す
る
過
程
で
︑
伝
統
的
な
﹁
情

理
﹂
要
素
が
充
分
に
考
慮
さ
れ
た
の
に
加
え
て
︑
よ
り
重
要
な
の
は
︑
清
朝

廷
が
独
特
な
﹁
強
弱
対
比
﹂
原
則
を
提
出
し
︑
規
定
を
完
備
し
た
点
で
あ
る
︒

新
条
例
の
規
定
に
よ
る
と
︑
七
歳
以
下
の
未
成
年
者
は
﹁
強
弱
対
比
﹂
原
則

の
効
力
範
囲
か
ら
排
除
さ
れ
た
︒
十
歳
以
下
︵
八
歳
以
上
︶
の
未
成
年
者
が
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人
を
殴
り
殺
す
事
案
で
は
︑
強
弱
対
比
原
則
の
み
に
よ
っ
て
上
請
す
る
か
判

断
で
き
る
︒
十
五
歳
以
下
︵
十
一
歳
以
上
︶
の
未
成
年
者
に
つ
い
て
は
︑
年

長
の
人
に
い
じ
め
ら
れ
て
人
を
殺
す
場
合
の
み
︑
﹁
強
弱
対
比
﹂
原
則
が
適

用
さ
れ
る
︒

ま
た
︑
条
例
に
は
﹁
被
害
者
が
道
理
も
な
く
殺
人
犯
を
い
じ
め
る
か
︑
あ

る
い
は
殺
人
犯
が
そ
の
つ
も
り
が
な
い
の
に
誤
っ
て
殺
す
か
﹂
と
い
う
条
件

が
あ
り
︑
﹁
被
長
欺
侮
︹
年
上
の
者
に
い
じ
め
ら
れ
る
︺
﹂
は
往
々
に
し
て

﹁
理
屈
�
凶
︹
道
理
が
な
い
の
に
横
暴
を
働
く
︺
﹂
を
意
味
す
る
が
︑
清
朝

は
﹁
被
長
欺
侮
﹂
に
関
し
て
終
始
明
確
な
判
断
基
準
を
規
定
し
な
か
っ
た
︒

司
法
の
実
情
か
ら
見
る
と
︑
刑
部
は
い
じ
め
た
結
果
を
判
断
の
依
拠
と
す
る

傾
向
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
被
害
者
が
殺
人
犯
を
い
じ
め
よ
う
と
し
た
が
実

現
し
な
か
っ
た
︵
例
え
ば
︑
殺
人
犯
が
被
害
者
の
攻
撃
を
躱
し
た
︶
場
合
︑

﹁
被
長
欺
侮
﹂
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
︒

①

楊
一
凡
等
編
﹃
歴
代
判
例
判
牘
﹄
第
六
冊
︑
中
国
社
会
科
学
出
版
社
︑
二
○
○

五
年
︑
五
七
二

五
七
三
頁
︒

査
名
例
律
内
︑
幼
小
犯
罪
按
年
歲
之
大
小
為
矜
宥
之
等
差
︑
原
係
慈
幼
之
義
︒

伏
読
乾
隆
四
十
四
年
欽
奉
諭
旨
︑
以
幼
童
賦
性
凶
悍
殴
斃
人
命
者
︑
縦
不
令
其

実
抵
︑
亦
留
監
禁
数
年
︑
以
馴
其
桀
驁
之
気
︑
更
於
矜
恤
之
中
︑
顕
寓
懲
創
之

義
︒
聖
諭
煌
煌
︑
実
以
補
律
之
所
未
備
︒
⁝
⁝
査
七
歲
以
下
犯
死
罪
与
十
歲
以

下
殺
人
律
内
原
有
等
差
︑
前
奉
諭
旨
︑
及
臣
部
條
例
統
言
十
歲
以
下
︑
而
於
七

歲
以
下
殺
人
作
何
弁
理
之
処
未
經
分
別
指
出
⁝
⁝

②

﹃
大
清
律
例
根
原
﹄
第
一
冊
︑
一
四
四
頁
︒

七
歲
以
下
致
斃
人
命
之
案
︑
准
其
依
律
声
請
免
罪
︒
至
十
歲
以
下
闘
殴
斃
命
之

案
︑
如
死
者
長
於
凶
犯
四
歲
以
上
︑
準
其
依
律
声
請
︒
若
所
長
止
三
歲
以
下
︑

一
例
擬
絞
監
候
︑
不
得
概
行
双
請
︒
至
十
五
歲
以
下
︑
被
長
欺
侮
殴
斃
人
命
之

案
︑
確
査
死
者
年
歲
︑
亦
係
長
於
凶
犯
四
歲
以
上
︑
而
又
理
屈
�
凶
︑
或
無
心

戯
殺
者
︑
方
準
援
照
丁
乞
三
仔
之
例
声
請
︑
恭
候
欽
定
︒

③

孔
広
森
は
﹃
大
戴
礼
記
﹄
へ
の
注
で
﹃
白
虎
通
﹄
を
引
用
し
︑
こ
れ
を
太
子
の

礼
と
見
な
し
た
が
︵
孔
広
森
﹃
大
戴
礼
記
補
注
﹄
巻
三
︑
保
傅
︑
第
四
十
八
︑
中

華
書
局
︑
二
○
一
三
年
︑
七
五
頁
︶
︑
七
歳
か
ら
認
知
能
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る

と
い
う
基
本
的
な
判
断
に
影
響
し
な
い
︒
ま
た
︑
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
児
童

は
七
歳
に
な
る
と
工
芸
を
学
び
に
他
の
家
庭
に
送
ら
れ
た
が
︑
こ
れ
も
各
階
層
で

普
遍
的
な
や
り
方
で
あ
っ
た
︒

④

P
eter
C
.
K
ratcoski
&
L
ucille
D
unn
K
ratcoski
著
︑
葉
希
善
等
訳
﹃
青

少
年
犯
罪
行
為
分
析
与
矯
正
﹄
︑
中
国
軽
工
業
出
版
社
︑
二
○
○
九
年
︑
二
七
頁
︒

⑤

﹃
青
少
年
犯
罪
行
為
分
析
与
矯
正
﹄
︑
三
九
頁
︒

お

わ

り

に

清
代
の
司
法
の
実
践
の
中
で
﹁
強
弱
対
比
﹂
原
則
が
形
成
さ
れ
た
が
︑
そ

の
背
後
に
あ
る
正
義
観
念
を
判
決
文
で
言
い
表
せ
ば
︑
﹁
死
究
無
辜
︑
愛
非

姑
息
︹
結
局
の
と
こ
ろ
被
害
者
は
無
辜
で
あ
り
︑
犯
罪
者
に
対
す
る
愛
は
彼

を
甘
や
か
す
こ
と
で
は
な
い
︺
﹂
で
あ
る①
︒
ま
ず
︑
上
述
の
よ
う
に
︑
清
の

司
法
か
ら
生
ま
れ
た
新
し
い
条
例
は
闘
殴
殺
な
ど
の
殺
人
事
案
を
対
象
と
し

た
も
の
で
あ
る
︒
具
体
的
な
情
況
︑
例
え
ば
戯
殺
な
ど
の
場
合
︑
加
害
者
を

寛
大
に
許
す
の
は
公
平
に
反
す
る
が
︑
儒
家
が
主
張
す
る
矜
恤
の
伝
統
は
立

清律の「老小廃疾収贖」条における司法上の展開（李）
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法
に
お
い
て
は
優
位
に
立
つ
︒
そ
こ
で
︑
多
く
の
場
合
︑
清
の
統
治
階
層
は

前
代
の
よ
う
に
﹁
老
小
廃
疾
﹂
を
寛
大
に
許
す
立
場
を
維
持
し
た
︒
し
か
し
︑

闘
殴
殺
な
ど
の
殺
人
事
案
は
︑
そ
の
性
質
上
︑
他
の
犯
罪
と
著
し
く
異
な
る
︒

﹁
人
を
殺
せ
ば
命
で
償
い
︑
負
債
を
抱
え
れ
ば
金
で
返
す
﹂
と
は
中
国
古
来

の
社
会
通
則
で
︑
﹁
民
の
命
を
慎
重
に
取
り
扱
う
﹂
こ
と
も
歴
代
の
統
治
階

層
が
一
貫
し
て
宣
揚
し
て
き
た
立
場
で
あ
る②
︒
そ
れ
故
︑
前
代
と
違
い
︑
清

の
統
治
階
層
は
闘
殴
殺
な
ど
の
殺
人
事
案
に
対
し
更
に
慎
重
な
態
度
を
取
り
︑

具
体
的
な
事
案
で
の
公
平
と
正
義
の
実
現
を
望
ん
だ
︒
こ
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
︑
清
代
に
﹁
強
弱
対
比
﹂
原
則
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
︒
﹁
強
弱

対
比
﹂
の
本
質
は
社
会
で
普
遍
的
に
弱
者
と
さ
れ
る
人
々
を
具
体
的
な
事
案

に
よ
り
再
分
類
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
七
歳
以
下
の
﹁
知
恵
が
少
な
い
﹂
児
童

は
例
外
と
し
て
︑
基
本
的
な
認
知
能
力
を
持
つ
未
成
年
者
が
︑
一
旦
闘
殴
殺

な
ど
の
殺
人
事
案
で
相
対
的
に
強
い
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
れ
ば
︑
弱

小
を
理
由
と
し
て
法
律
上
の
減
免
を
得
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
︒
言
い
換
え

れ
ば
︑
普
遍
的
に
も
相
対
的
に
も
弱
者
の
立
場
に
属
す
る
者
だ
け
に
︑
法
律

の
﹁
矜
恤
﹂
条
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
清
代
の
司
法
は
︑
加
害
者
の
身

分
に
基
づ
い
て
矜
恤
を
判
定
す
る
立
場
か
ら
︑
具
体
的
な
情
況
下
に
お
け
る

当
事
者
両
方
の
強
弱
対
比
を
詳
し
く
検
討
す
る
立
場
へ
と
変
わ
っ
た
︒
こ
う

し
て
︑
﹁
強
弱
対
比
﹂
原
則
は
﹁
弱
者
﹂
の
判
定
基
準
を
変
え
た
だ
け
で
な

く
︑
更
に
﹁
情
と
法
の
バ
ラ
ン
ス
﹂
を
も
実
現
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
清

の
統
治
階
層
は
未
成
年
者
に
よ
る
闘
殴
殺
な
ど
の
殺
人
事
案
を
︑
幼
小
を
理

由
に
安
易
に
解
決
し
て
し
ま
え
ば
︑
そ
れ
は
愛
の
名
を
以
て
放
任
の
実
を
行

う
こ
と
に
等
し
く
︑
却
っ
て
未
成
年
者
の
強
情
不
遜
な
性
格
を
助
長
す
る
に

違
い
な
い
と
認
識
し
た
︒
そ
う
な
れ
ば
︑
﹁
矜
恤
﹂
の
本
意
を
示
す
ど
こ
ろ

か
︑
却
っ
て
社
会
の
人
々
が
持
つ
正
義
へ
の
信
頼
と
信
仰
を
破
壊
し
か
ね
な

い
︒
そ
の
た
め
︑
新
し
い
条
例
が
確
立
さ
れ
た
︒

ま
た
︑
漢
代
か
ら
清
代
ま
で
の
正
統
的
な
思
想
で
あ
る
儒
家
思
想
は
︑
法

律
の
領
域
に
お
い
て
﹁
刑
獄
を
慎
む
﹂
と
い
う
政
策
と
し
て
表
れ
て
き
た
︒

と
り
わ
け
明
清
時
代
に
お
い
て
︑
国
家
は
法
典
で
﹁
老
小
廃
疾
収
贖
﹂
な
ど

矜
恤
の
条
項
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
特
定
の
集
団
に
配
慮
し
た
だ
け
で

な
く
︑
熱
審
や
秋
審
な
ど
恤
刑
や
慎
刑
の
制
度
を
通
じ
て
広
く
仁
徳
を
施
し

て
き
た
︒
﹁
清
は
明
の
制
度
を
継
承
す
る
﹂
と
い
う
通
説
の
も
と
︑
過
去
の

研
究
で
は
︑
明
と
清
は
法
律
領
域
で
多
く
の
類
似
性
と
連
続
性
を
持
つ
と
漠

然
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
最
近
の
研
究
で
は
明
と
清
の
法
律
の
相

違
点
に
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
︒
﹁
刑
獄
を
慎
む
﹂
に
つ
い

て
︑
中
村
正
人
は
清
で
は
﹁
犯
罪
存
留
養
親
﹂
条
を
適
用
す
る
さ
い
に
﹁
存

留
養
親
﹂
と
秋
審
を
結
び
つ
け
た
点
が
前
代
と
著
し
く
異
な
る
と
指
摘
し
た③
︒

赤
城
美
恵
子
は
︑
明
と
清
の
熱
審
制
度
の
差
異
を
論
述
し
︑
異
民
族
の
支
配

者
に
よ
る
統
治
の
正
当
性
を
示
す
た
め
秋
審
の
範
囲
を
拡
大
す
る
一
方
︑
熱

審
の
適
用
対
象
を
制
限
し
た
と
主
張
し
た④
︒
本
論
文
で
検
討
し
た
清
律
の
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﹁
老
小
廃
疾
収
贖
﹂
条
に
つ
い
て
︑
明
代
の
﹁
老
小
廃
疾
﹂
に
関
す
る
司
法

の
情
況
が
ど
う
だ
っ
た
の
か
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
少
な
く
と

も
︑
新
た
な
条
例
は
作
ら
れ
て
い
な
い
︒
清
代
の
﹃
大
清
律
例
﹄
は
当
初
明

代
の
規
定
を
継
承
し
た
が
︑
司
法
上
の
展
開
に
伴
っ
て
︑
新
し
い
条
例
が
形

成
さ
れ
︑
﹁
強
弱
対
比
﹂
原
則
が
確
立
さ
れ
た
︒
そ
れ
は
殺
人
事
案
お
よ
び

公
平
・
正
義
な
ど
の
観
念
に
対
し
て
清
の
統
治
階
層
が
持
つ
独
特
の
認
識
を

反
映
し
︑
ま
た
清
の
法
制
の
特
殊
性
を
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
大
き
な
テ
ー

マ
で
あ
り
︑
さ
ら
に
多
く
の
資
料
を
用
い
て
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
︒
今
後

の
研
究
に
期
し
た
い
︒

①

﹃
刑
案
匯
覧
﹄
巻
四
︑
﹁
老
小
廃
疾
収
贖
﹂
︑
﹁
尋
常
争
闘
既
非
急
情
又
非
欺
陵
﹂

条
︑
﹃
刑
案
匯
覧
全
編
﹄
の
﹃
刑
案
匯
覧
﹄
巻
首
・
巻
一
至
巻
五
冊
︑
二
九
四
頁
︒

②

ボ
ッ
ド
と
モ
リ
ス
に
よ
れ
ば
︑
古
代
の
中
国
人
は
罪
を
犯
す
と
宇
宙
の
バ
ラ
ン

ス
が
崩
れ
る
と
信
じ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
も
し
あ
る
人
が
他
人
の
命
を
奪
っ
た

ら
︑
﹁
命
で
償
う
︵
抵
命
︶
﹂
と
い
う
方
式
で
宇
宙
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
︵
D
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④
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︑
﹃
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清律の「老小廃疾収贖」条における司法上の展開（李）
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harvest was difficult, it can be characterized as a policy of quasi-double

cropping, combining cultivation of rice with hunting and fishing. An

important factor behind the increasing activity of fishing and hunting in the

paddy fields in the latter stage of the early modern period was the demand

for the products such as freshwater fish and waterfowl by the restaurants,

called ikesu, of Kyōto and Ōsaka.

Through the historical analysis found in this study, I have been able to

illuminate the relationship of environmental change in early-modern rivers to

hunting and fishing in paddy fields as well as the new development of

fishing and hunting in paddy fields as a response to stagnant polluted water

of riverside paddy fields and the deterioration of the highland headwaters of

the Yodogawa, which could not be detected in studies of Meiji and later

times. Moreover, I have also drawn attention to the fact that fishing in paddy

fields had the effect of enticing additional waterfowl to feed on the fish and

fallen ears of rice. In this sense, an ecosystem that included human activities

was created by these paddy fields. However, it is also important to

emphasize that that the ecosystem was created on the basis of links to the

consumption patterns in urban areas.

On the Judicial Development of the Statute on

“Monetary Redemption Permitted to the Aged, Young, and Infirm”

in the Great Qing Code, Focusing on Cases of Youthful Homicide

by

LI Bingni

The Great Qing Code inherited the tradition originating with the Tang

Code and contained a statute titled “Monetary Redemption Permitted to the

Aged，the Young，and the Infirm” (「老小廃疾収贖」条) that stipulated that

if the aged, the young (under fifteen years of age) or the infirm violated

criminal law, they should be given mitigated punishment or exemption from

punishment in accordance with their circumstances.

In respect to the legal provisions concerning a murder committed by a

juvenile, there is no fundamental difference between the laws of the Qing

Dynasty and the ones seen across the world today. In other words, the
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criminal behavior and age of the perpetrator rather than condition of the

victim were to be considered in order to determine a juvenileʼs guilt and to

gauge the proper penalty.

However, in judicial practice, the ruling class of the Qing Dynasty

gradually developed new sub-statutes that were completely at odds with the

original statute. These were produced through three prototypical cases

during the Yongzheng 雍正 Qianlong 乾隆 and Jiaqing 嘉慶 periods. Through

these cases, the principle of “comparison of the strong and the weak” 強弱対

比 and concrete standards were established and refined. According to this

principle, in case of an intentional homicide by a youth, the perpetrator

would not receive mitigated punishment or be exempted from punishment

simply on the basis of juvenility. Moreover, the “strength” of the perpetrator

would be compared with the “strength” of the victim. In order to simplify

the process, the method of gauging “strength” was turned into comparison of

ages. If the victim were four (or more) years older than the perpetrator, the

perpetrator would be considered the weaker party, and if such was not the

case, the perpetrator would not be granted such advantage. It should be

noted that, “the difference between the strong and the weak” was not

identical with being “four years older,” as the principle of justice resided in

the “difference in strength” rather than “difference in age”.

The new sub-statutes produced different rules in juvenile homicide cases

depending on the ages of those involved. If the youth who was not older

than fifteen (and not less than eleven years of age) murdered someone older

who had bullied him or her, the perpetrator would be judged on the basis of

the principle of “comparison of the strong and the weak” and other

circumstances. The principle of “comparison of the strong and the weak”

would be applied to a juvenile murder case when the perpetrator was ten

years old or younger (but not younger than eight) in order to determine

whether an appeal for extra-legal humane considerations could be made. In

the case of a juvenile seven years old or younger, the perpetrator would be

considered outside the scope of application of the principle of “comparison of

the strong and the weak” as being both mentally and physically immature.

The principle “comparison of the strong and the weak” originated from the

simple concept of justice that “the dead are ultimately innocent, and

indulging a criminal does not constitute love.” The ruling class of the Qing

dynasty treated homicide cases more seriously than earlier dynasties, and

strove to realize justice in specific cases. The application of the principle of

“comparison of the strength” to the statute “Permitting a Culprit to Support
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Lineal Elders” (「犯罪存留養親」条) and to others, also shows the degree of

seriousness displayed by the ruling class towards homicide cases.

Meanwhile, they came to realize that the indulging criminality should not be

permitted in the name of love, and if such were done, license would arise in

spite of their serious intentions.

Many researchers have believed that the legal systems of the Qing

dynasty were generally similar to those of the Ming dynasty. But, in fact, in

the case of the statute of “Monetary Redemption Permitted to the Aged, the

Young, and the Infirm,” significant innovations were made via sub-statutes,

even though the main text of statute remained the same as that in the Ming

dynasty. Therefore, sufficient attention and repeated argument are required

in considering the unique quality of the laws of the Qing dynasty.
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