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離
し
た
る
者
は
杖
六
十
の
罰
を
舶
ふ
但
し
加
害
直
後
の
復
鎌
は
之

を
罰
せ
す
と
云
ふ
極
め
て
糊
塗
的
な
條
文
を
見
る
の
み
で
あ
・
る
。

是
を
史
實
に
と
る
に
或
は
無
罪
と
せ
ら
れ
或
は
有
罪
と
せ
ら
れ
死

刑
に
識
せ
ら
れ
た
者
も
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
是
を
有
名
な
る
政

治
家
の
意
見
に
徴
す
る
に
陳
医
欝
は
復
羅
者
は
殺
入
の
罪
に
依
り

之
を
死
刑
に
訂
し
以
て
國
法
を
正
し
、
死
後
之
を
表
彰
し
て
琢
て

驚
動
を
明
に
す
べ
し
と
論
じ
、
槻
宗
元
は
之
を
駁
し
て
疎
竹
と
施

表
は
一
致
す
べ
く
も
な
い
、
若
し
父
、
法
に
依
ら
す
し
て
与
せ
ら
れ

た
る
な
ら
ば
復
醗
す
る
の
は
當
然
で
あ
り
死
刑
と
す
べ
き
理
由
な

く
父
が
法
に
從
っ
て
諒
せ
ら
れ
丸
な
ら
ば
復
轍
す
べ
き
理
由
な
く

旛
表
す
可
く
も
な
い
と
論
じ
て
み
る
。
更
に
韓
愈
は
事
件
嚢
生
の

都
度
群
臣
相
議
し
て
虚
置
す
べ
く
法
律
を
以
て
噺
じ
難
し
と
し
、

更
に
王
安
石
は
鳳
世
治
世
に
於
て
其
事
情
異
る
，
復
齢
せ
ざ
る
は

不
孝
な
る
も
，
復
離
し
て
祀
を
珍
つ
も
亦
孝
に
隠
す
、
寧
ろ
復
醗

の
義
務
を
忘
れ
す
而
も
復
麟
を
阻
止
す
る
天
意
に
從
ふ
こ
そ
唯
一

の
解
決
策
で
あ
ら
う
と
論
じ
て
み
る
．
か
く
し
て
吾
人
は
以
土
の

考
究
に
依
っ
て
，
一
思
想
の
爲
に
生
命
を
犠
牲
と
す
る
と
も
厭
は

ざ
る
高
き
倫
理
観
と
、
倫
理
的
に
し
て
而
も
違
法
庵
る
も
の
に
封

　
　
　
　
　
　
郷
十
七
巻
　
第
二
號
　
　
三
〇
入

す
る
熾
烈
な
る
國
家
感
情
と
の
葛
藤
は
途
に
解
か
る
可
く
も
無
か

っ
た
と
の
結
論
に
聾
す
る
の
で
あ
る
し
と
。

　
か
論
る
方
颪
に
關
す
る
歓
米
墨
者
の
所
究
は
極
め
て
僅
少
で
あ

っ
て
，
重
恩
○
●
犀
§
H
β
＞
9
≦
ω
。
。
爺
。
氏
等
の
撒
署
あ
る
の
み

で
あ
る
。
論
中
復
讐
律
を
溝
に
始
る
と
な
し
て
み
る
に
就
て
は
疑

義
あ
り
と
思
惟
す
る
が
、
是
勿
論
本
論
文
の
要
旨
に
影
響
あ
る
事

柄
で
は
な
い
。
東
洋
思
想
史
に
興
味
あ
る
人
々
の
一
意
を
糞
む
。

二
十
四
頁
（
N
①
勢
。
ξ
§
9
U
①
舜
ω
9
窪
竃
。
磧
Φ
凱
密
（
一
ジ
魯
2

Q
①
ω
①
躍
。
。
o
｝
類
ド

内
田
〕

bづ

e
鳥
ε
”
頃
①
津
一
祐
●
ピ
Φ
首
N
噛
策
【
㊤
Q
。
一
）
〔
以
上

翻
日
本
丈
化
史
序
説

　
　
　
　
　
　
　
文
學
博
士

西
田
直
二
郎
著

「
歴
史
は
生
活
か
ら
分
離
し
て
あ
る
べ
き
で
な
く
、
現
在
か
ら
時

の
隔
り
に
よ
っ
て
隔
古
せ
る
も
の
で
な
い
。
」
一
歴
史
に
就
い
て

の
か
や
う
な
反
省
は
今
躇
多
少
と
も
そ
の
事
に
心
を
寄
せ
る
も
の

の
間
に
殆
ど
常
識
と
い
は
ん
ま
で
に
一
般
的
な
見
解
と
な
っ
て
み

る
に
も
拘
は
ら
す
。
我
々
は
果
し
て
何
れ
の
歴
史
に
於
い
て
眞
に

（ユ50）



か
く
の
如
き
言
葉
の
正
し
き
意
味
を
思
は
せ
ら
れ
る
が
如
き
に
接

し
う
る
で
あ
ら
う
。
黙
思
に
就
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
現
代
の
知
く

旺
ん
な
る
は
な
く
、
然
も
眞
に
生
命
に
満
ち
た
時
代
の
歴
史
を
有

せ
ぬ
こ
と
ま
た
現
代
の
如
き
も
少
い
。
蓋
し
歴
実
に
就
い
て
論
ず

る
も
の
は
歴
史
を
知
る
こ
と
少
く
歴
史
の
研
究
に
礎
ふ
も
の
は

な
ほ
自
己
の
齢
す
と
こ
ろ
に
就
い
て
　
重
な
る
反
省
を
鋏
く
も
の

あ
る
が
爲
で
は
な
か
ら
う
か
。
眞
に
我
々
の
時
代
の
歴
史
の
出
現

の
爲
に
は
歴
史
的
世
界
の
膿
験
に
於
い
て
最
も
廣
く
且
つ
確
に
然

も
自
ら
そ
の
意
味
を
反
省
す
る
に
於
い
て
最
も
深
き
歴
史
家
を
倹

た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
、
西
田
博
士
の
新
著
日
本
文
化
史
序
詮
を
手

に
し
て
我
々
は
始
め
て
か
の
如
き
要
望
の
満
た
さ
れ
え
た
こ
と
を

思
ふ
。
1
こ
の
書
に
於
い
て
最
も
著
し
い
こ
と
は
何
よ
り
も
ま

つ
，
そ
の
目
的
と
す
る
二
つ
の
部
分
、
文
化
史
の
性
質
を
考
へ
る

こ
と
、
、
B
本
文
化
の
展
開
を
計
る
こ
と
Σ
に
正
し
く
一
に
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
郎
ち
そ
の
文
化
史
に
就
い
て
の
論
議
は
著
者
が
二

十
幾
年
に
亘
る
長
き
研
究
生
活
の
切
實
な
る
反
省
に
基
く
も
の
で

あ
り
、
そ
の
矯
本
文
化
史
の
叙
詮
は
そ
の
歴
喫
論
に
必
然
な
る
結

果
で
あ
る
。
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
歴
礎
學
の
性
質
論
と
そ
の
本
文

　
　
　
　
　
紹
　
　
　
　
　
介

に
云
ふ
と
こ
ろ
と
が
全
然
別
個
で
あ
り
、
時
に
屡
㌃
全
く
相
反
す

る
が
響
き
、
我
々
が
普
通
の
…
從
來
の
雁
史
書
に
ロ
兄
馴
れ
言
っ
た
鋏

隅
は
こ
・
に
は
完
全
に
除
か
れ
て
み
る
。
然
ら
ば
そ
の
こ
と
か
ら

籠
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。

　
第
扁
に
は
、
本
書
が
從
來
の
歴
史
が
猫
多
少
と
も
何
等
か
の
形

に
於
い
て
残
し
て
み
た
所
の
歴
史
の
摸
窩
説
の
立
言
を
完
全
に
離

脱
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
家
を
離
れ
て
永
久
不
言
に
時
の

幕
の
彼
方
に
存
在
す
る
歴
無
事
實
へ
の
信
仰
が
如
何
に
眞
の
歴
史

の
理
解
に
誓
い
も
の
で
あ
る
か
は
今
更
言
ふ
ま
で
も
な
い
、
寧
ろ

こ
の
こ
と
は
却
っ
て
歴
史
家
の
立
場
と
そ
の
方
法
と
を
明
確
に
意

識
し
た
新
し
き
歴
史
學
に
於
い
て
往
々
そ
の
立
場
そ
の
も
の
工
固

定
と
一
面
姓
と
の
故
に
、
郎
所
謂
現
代
を
圓
定
せ
る
輩
一
な
る
も

の
と
し
て
考
へ
る
に
於
い
て
、
實
は
同
じ
も
の
を
有
っ
て
み
る
に

思
ひ
合
は
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
綴
れ
に
於
い
て
も
歴
史
は
要
す
る

に
ピ
ン
。
ト
グ
ラ
ス
に
映
れ
る
影
像
の
如
く
に
書
誤
な
る
を
出
で
な

い
で
あ
ら
う
。
然
る
に
こ
の
書
に
就
い
て
は
歴
史
は
そ
の
あ
ら
ゆ

る
黙
認
に
於
い
て
そ
の
姿
を
呈
露
し
蓮
に
複
灘
多
襟
な
る
現
代
の

意
識
は
著
者
の
人
格
識
見
を
麺
し
て
實
に
屈
折
多
く
歴
史
の
中
に

　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
二
鵬
　
　
三
〇
九

（　151　）



　
　
　
　
　
紹
　
　
　
　
介

滲
透
し
て
み
る
。
人
は
そ
こ
に
眞
に
雛
狼
と
歴
史
家
と
が
、
過
去

と
現
代
と
が
、
互
に
耀
畠
霞
。
竃
目
ヲ
σ
安
窪
し
て
る
る
の
を
見
る
で
あ

ら
、
り
。

　
第
二
は
、
第
一
の
瓢
よ
り
必
然
に
去
る
こ
と
で
あ
る
が
歴
史
が

分
秒
の
前
後
を
も
そ
の
序
列
を
憂
へ
る
こ
と
の
出
來
ぬ
時
間
の
軸

に
固
着
せ
る
も
の
と
す
る
立
揚
よ
り
自
由
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

著
者
は
歴
史
に
於
い
て
は
時
闊
も
無
意
味
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
明
言

し
從
っ
て
そ
の
時
代
を
考
ふ
る
に
於
い
て
も
常
に
極
め
て
自
由
な

る
立
動
に
立
っ
て
る
る
。
鎌
倉
言
忌
に
就
い
て
古
代
精
測
の
再
生

を
言
ふ
と
き
、
そ
れ
は
ま
つ
鎌
倉
階
代
な
る
一
時
期
が
あ
っ
て
そ

こ
に
古
代
の
氏
族
制
度
的
精
紳
が
再
生
し
來
る
と
い
ふ
の
で
は
な

く
し
て
、
古
代
の
生
活
の
復
活
に
於
い
て
却
っ
て
鎌
倉
時
代
が
成

立
す
る
、
鎌
倉
時
代
に
於
い
て
古
代
が
見
ら
れ
る
と
共
に
古
代
に

於
い
て
鎌
倉
時
代
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
は
所
謂
封
象
若
く
は
内
容
の
問
題
で
あ
る
、
邸
ち
文
化
史

な
る
も
の
に
於
い
て
は
他
の
諸
々
の
歴
史
と
は
異
っ
た
特
定
の
謝

象
或
は
内
容
を
有
す
る
べ
き
も
の
と
す
る
考
へ
の
否
定
で
あ
な
。

、
特
に
慶
本
文
化
史
を
言
ふ
と
き
、
あ
る
藁
家
槻
念
、
家
族
制
度
、

　
　
　
　
　
　
第
や
七
巻
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二
號
　
　
三
一
〇

帰
道
、
大
和
総
、
茶
謹
等
々
の
み
が
そ
の
内
容
を
な
す
の
で
は
な

い
と
い
ふ
こ
と
蓮
に
玉
本
の
一
切
の
歴
史
事
實
の
中
に
内
在
す
る

普
遜
入
間
的
な
る
も
の
、
人
聞
生
活
の
眞
實
な
る
も
の
が
明
ら
め

ら
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
從
っ
て
日
本
史
の
理
解
が
や
が
て
雛
界

史
の
理
解
で
も
あ
る
こ
と
が
明
に
さ
れ
て
み
る
。
入
は
そ
れ
に
よ

っ
て
日
本
に
於
け
る
封
建
制
度
や
賛
本
主
義
の
成
立
事
情
を
西
歓

に
於
け
る
そ
れ
に
比
較
す
る
こ
と
の
眞
の
意
味
を
も
解
す
る
こ
と

が
出
締
る
で
あ
ら
う
。

　
以
上
一
丁
本
書
の
有
す
る
最
も
著
し
い
二
三
の
織
を
暴
け
た
り

然
も
諮
り
決
し
て
か
く
の
如
き
に
恐
く
る
も
の
で
は
な
い
。
簡
勤

に
し
て
含
蓄
の
多
い
博
士
の
行
文
は
；
三
句
皆
多
年
研
鐙
思
索

の
結
果
を
凝
集
せ
る
に
似
て
勾
邊
た
る
二
讃
の
よ
く
そ
の
全
意
を

諒
悉
す
る
に
難
く
、
況
ん
や
非
才
自
ら
鑑
ら
す
し
て
濫
に
紹
介
の

蹴
を
敢
て
し
或
は
甚
し
く
誤
博
へ
て
そ
の
眞
便
を
傷
く
る
な
き
や

を
偏
に
畏
れ
る
。
要
は
た
ジ
本
誌
上
に
こ
の
大
い
な
る
書
の
出
環

を
告
げ
て
そ
の
喜
び
を
頒
た
ん
と
す
る
の
み
。
想
へ
ば
こ
の
書
の

世
に
出
つ
る
を
待
つ
こ
と
も
久
し
か
っ
た
。
大
正
十
三
年
夏
始
め

て
そ
の
…
機
繰
を
與
へ
ら
れ
て
よ
り
既
に
七
年
有
葉
書
漸
く
そ
の
一

（　］．5L，　）



本
を
手
に
す
る
を
得
て
、
そ
を
巡
る
種
々
回
想
の
私
情
を
除
く
も

な
ほ
幾
多
の
感
な
き
を
得
な
い
。
新
し
き
歴
史
は
逡
に
誕
生
し
た

の
で
あ
る
。
こ
・
に
始
め
て
正
し
く
確
な
る
指
針
を
與
へ
ら
れ
た

こ
の
國
の
文
化
史
研
究
の
こ
の
後
愈
昌
ん
な
ら
ん
こ
と
を
。
（
菊
版

本
文
六
四
五
頁
、
静
静
一
〇
葉
、
東
京
改
造
祉
登
行
、
定
慣
五
・
○

○
）
〔
柴
田
〕

三
日
本
旨
印
刷
交
化
史

木
宮
　
泰
彦
著

　
著
者
は
日
支
交
渉
の
歴
史
研
究
家
と
し
て
名
あ
ろ
入
、
適
々
文

部
省
の
精
紳
科
學
研
究
費
を
得
て
豫
て
よ
り
企
て
た
五
山
版
以
下

唐
様
系
統
の
版
本
調
査
を
始
め
、
以
て
留
畜
生
蒋
來
の
支
那
文
化

・
究
明
の
…
端
を
な
さ
ん
と
し
た
。
爾
來
刻
苦
精
鋤
嶽
年
に
し
て
な

っ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

　
篇
を
分
っ
て
六
、
印
刷
創
始
期
た
る
奈
良
朝
よ
り
、
印
鰯
の
興

隆
す
る
李
安
朝
時
代
、
和
様
版
隆
盛
の
鎌
倉
時
代
，
唐
様
版
隆
盛

顯
署
な
る
南
北
朗
、
爾
版
共
に
衰
微
す
る
室
町
時
代
を
経
て
江
戸

時
代
の
初
期
活
版
が
興
隆
す
る
迄
の
歴
史
を
跡
づ
け
、
そ
れ
が
如

何
に
時
代
文
化
の
濡
長
、
特
に
学
界
交
通
、
佛
教
菜
化
の
隆
頽
に

　
　
　
　
　
紹
　
　
　
介
　
　
『
，

騒
は
る
と
こ
ろ
甚
大
で
あ
る
か
を
論
じ
て
み
る
σ
蓋
し
本
書
が
印

…
櫛
丈
化
史
と
寵
せ
ら
れ
る
所
場
で
あ
る
。

　
丹
念
な
る
資
料
の
蒐
集
は
贋
く
和
漢
の
書
に
及
び
，
現
存
の
省

版
を
求
め
て
は
各
地
の
杜
寺
、
文
庫
を
雁
帯
し
、
周
到
な
る
注
意

を
獄
て
、
こ
れ
等
を
或
は
表
示
し
或
は
年
月
を
追
っ
て
編
み
一
見

し
て
了
解
し
易
か
ら
し
め
て
み
る
。
そ
の
間
先
人
の
研
究
、
俗
説

通
詮
を
あ
ま
ね
く
翠
ぴ
、
こ
れ
を
史
實
に
徴
し
て
槍
討
し
、
砺
も

常
に
疑
を
疑
と
し
て
存
す
る
の
用
意
が
窺
は
れ
る
。

　
所
謂
愛
書
家
、
好
事
家
の
反
省
を
促
す
こ
と
大
い
な
る
は
勿
論

古
寺
書
史
學
上
貴
重
な
る
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
支

交
通
史
を
補
足
し
佛
教
文
化
研
究
を
助
け
，
更
に
は
　
般
歴
史
研

究
に
も
亦
賛
す
る
と
こ
ろ
少
く
な
い
で
あ
ら
う
。
疑
の
存
す
る
と

こ
ろ
を
明
示
せ
る
黙
は
、
著
考
の
研
究
の
搬
展
を
期
待
せ
し
め
、

有
志
の
後
患
者
に
鋤
し
て
、
論
究
の
領
域
を
指
示
す
る
も
の
と
云

へ
る
。

　
各
時
代
各
系
統
の
版
本
の
中
基
本
的
な
る
も
の
六
十
を
選
び
コ

ロ
タ
イ
プ
翻
版
と
し
て
挿
入
し
、
著
者
の
研
究
の
便
宜
王
編
纂
し

た
古
刻
詩
題
蹟
五
百
五
十
八
を
附
録
に
集
録
し
、
本
書
記
載
古
刻

　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
二
號
　
　
三
一
一

（　153　）


