
書

評

矢
木
毅
著

﹃
朝
鮮
朝
刑
罰
制
度
の
研
究
﹄鈴

木

秀

光

一

本
書
は
︑
朝
鮮
時
代
の
刑
罰
と
懲
戒
の
制
度
の
体
系
的
復
元
を
目
的
と
し
︑

特
に
官
人
処
罰
の
体
系
を
復
元
し
て
刑
罰
一
般
の
制
度
と
対
比
し
な
が
ら
考

察
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
も
の
で
︑
総
論
︑
結
論
の
ほ
か
第
一
章
か
ら
第

八
章
お
よ
び
三
編
の
附
論
か
ら
な
っ
て
い
る
︒

評
者
は
中
国
の
清
朝
の
法
制
史
を
専
門
と
す
る
者
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑

朝
鮮
王
朝
に
関
す
る
法
制
史
研
究
の
文
脈
の
中
で
本
書
を
評
価
す
る
能
力
は

全
く
有
し
て
い
な
い
し
︑
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
ま
た
期
待
さ
れ
て
は
い
な
い

で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
朝
鮮
朝
は
︑
成
文
法
と
し
て
﹃
大
明
律
﹄
を
用
い
て
い

る
よ
う
に
中
国
の
法
制
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
み
な
ら
ず
︑
清

朝
と
同
時
代
に
存
在
し
た
王
朝
で
も
あ
り
︑
か
つ
本
書
で
も
検
討
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
法
制
面
に
お
い
て
直
接
清
朝
と
関
係
を
有
す
る
場
合
も
存
在
し
た
︒

そ
の
た
め
︑
主
に
評
者
が
専
門
と
す
る
中
国
の
清
朝
と
の
比
較
を
通
じ
て
本

書
を
検
討
す
る
こ
と
も
ま
た
何
ら
か
の
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で

小
文
で
は
︑
主
に
評
者
の
専
門
の
立
場
か
ら
本
書
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
評

者
と
し
て
の
責
め
を
塞
ぎ
た
い
︒

二

本
書
の
章
立
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

総
論

朝
鮮
時
代
の
法
制
と
両
班

第
一
章

朝
鮮
初
期
の
笞
杖
刑
に
つ
い
て

第
二
章

朝
鮮
初
期
の
徒
流
刑
に
つ
い
て

第
三
章

朝
鮮
党
争
史
に
お
け
る
官
人
の
処
分

賜
死
と
そ
の
社
会

的
イ
ン
パ
ク
ト

第
四
章

儀
仗
と
刑
杖

朝
鮮
後
期
の
棍
杖
刑
に
つ
い
て

第
五
章

朝
鮮
時
代
に
お
け
る
三
司
の
言
論
と
官
人
の
処
罰

第
六
章

朝
鮮
時
代
の
定
配
に
つ
い
て

第
七
章

朝
鮮
時
代
に
お
け
る
死
刑
囚
の
再
審
制
度

詳
覆
・
三
覆

啓
と
清
朝
の
秋
審

第
八
章

朝
鮮
時
代
の
恤
囚
制
度

﹁
獄
空
﹂
の
理
想
と
現
実

附
論
一

朝
鮮
後
期
在
地
社
会
に
お
け
る
流
品
の
構
造

附
論
二

朝
鮮
後
期
の
新
安
祠
と
地
方
知
識
人
社
会

附
論
三

旧
刑
律
か
ら
新
刑
律
へ

寧
斎
・
李
建
昌
の
流
配
生
活

結
論

朝
鮮
時
代
の
刑
罰
と
懲
戒

本
書
は
ま
ず
総
論
に
お
い
て
︑
国
王
が
判
決
を
下
す
際
の
意
思
決
定
の
基

準
と
し
て
︑
明
の
洪
武
帝
が
定
め
た
﹃
大
明
律
﹄
︑
歴
代
の
国
王
の
判
例
た

る
﹁
受
教
﹂
︑
儒
教
知
識
人
た
ち
の
輿
論
た
る
﹁
公
論
﹂
を
挙
げ
る
︒
こ
の

う
ち
公
論
に
関
し
て
︑
儒
教
知
識
人
は
そ
こ
で
主
張
す
る
正
義
の
保
障
を
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﹁
法
﹂
に
求
め
た
が
︑
そ
れ
は
狭
く
成
文
法
に
限
定
さ
れ
ず
︑
人
と
し
て
履

み
行
う
べ
き
当
然
の
道
た
る
﹁
礼
﹂
の
秩
序
を
指
し
て
い
た
と
す
る
︒
そ
し

て
﹁
礼
﹂
の
精
神
を
体
得
し
た
知
識
人
は
︑
﹁
礼
﹂
の
道
を
踏
み
外
さ
な
い

た
め
﹁
刑
﹂
の
辱
め
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
よ

り
﹁
刑
﹂
の
体
系
と
は
異
な
る
﹁
懲
戒
﹂
の
体
系
が
存
在
し
︑
そ
の
両
者
の

体
系
が
朝
鮮
時
代
の
刑
罰
制
度
を
形
づ
く
る
と
指
摘
す
る
︒

そ
し
て
第
一
章
以
下
は
︑
そ
う
し
た
刑
罰
制
度
に
含
ま
れ
る
各
種
の
刑
罰

お
よ
び
懲
戒
処
分
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
る
︒

第
一
章
は
︑
朝
鮮
時
代
の
笞
杖
刑
に
つ
い
て
官
人
身
分
を
中
心
に
具
体
的

な
手
続
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
︒
官
人
身
分
の
笞
杖
相
当
の
犯
罪
は
︑
﹃
経

国
大
典
﹄
に
よ
れ
ば
︑
公
罪
の
場
合
は
収
贖
で
︑
私
罪
の
場
合
は
収
贖
の
上

に
罷
職
︑
収
告
身
な
ど
の
懲
戒
処
分
を
加
重
し
て
執
行
さ
れ
た
︒
ま
た
八
議

身
分
の
場
合
は
︑
刑
法
上
は
免
責
さ
れ
罷
職
︑
収
告
身
な
ど
の
懲
戒
処
分
が

科
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
う
し
た
笞
杖
の
罪
を
犯
し
た
官
人
処

分
の
最
大
の
特
徴
は
︑
原
則
と
し
て
官
界
へ
の
復
帰
の
保
障
が
前
提
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
と
す
る
︒

第
二
章
は
︑
朝
鮮
初
期
に
お
け
る
徒
流
刑
の
運
用
の
実
態
を
︑
労
役
刑
お

よ
び
追
放
刑
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
︒
労
役
刑
と
し
て
の
側
面
か
ら
見
る
と
︑

徒
流
お
よ
び
充
軍
そ
の
他
の
終
身
刑
は
労
役
が
伴
う
も
の
で
あ
り
︑
当
該
罪

人
の
身
分
に
よ
っ
て
労
役
の
実
態
が
異
な
っ
て
い
た
︒
追
放
刑
と
し
て
の
側

面
か
ら
見
る
と
︑
一
般
の
徒
流
等
は
罪
人
の
生
活
基
盤
地
か
ら
の
追
放
で
あ

る
一
方
︑
付
処
や
安
置
は
王
京
か
ら
の
追
放
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ

は
本
来
の
徒
流
刑
と
は
異
な
る
官
員
身
分
に
対
す
る
懲
戒
で
あ
っ
た
と
す
る
︒

そ
し
て
以
上
よ
り
︑
朝
鮮
初
期
に
お
け
る
徒
流
刑
は
身
分
制
社
会
に
お
け
る

階
層
秩
序
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
刑
罰
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
よ
う
な
構

造
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒

第
三
章
は
︑
党
争
期
に
お
け
る
官
人
の
処
分
を
検
討
す
る
︒
初
め
に
朝
鮮

初
期
の
刑
罰
制
度
と
党
争
期
に
至
る
経
緯
を
紹
介
し
た
後
︑
党
争
期
の
言
論

活
動
に
つ
い
て
律
が
規
定
す
る
﹁
乱
言
﹂
の
罪
も
し
く
は
﹁
朋
党
﹂
形
成
の

罪
と
い
う
重
罪
で
の
処
罰
を
回
避
す
る
た
め
に
︑
国
王
裁
量
で
正
規
の
裁
判

を
行
う
こ
と
な
く
﹁
推
考
﹂
か
ら
﹁
賜
死
﹂
に
い
た
る
処
分
を
下
し
た
こ
と

を
紹
介
す
る
︒
そ
し
て
各
種
処
分
の
う
ち
特
に
﹁
賜
死
﹂
に
着
目
し
︑
ま
ず

律
に
よ
る
処
罰
の
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
審
理
段
階
に
お
け
る
苛
酷
な
拷
問

を
紹
介
し
て
︑
そ
う
し
た
拷
問
を
回
避
す
る
た
め
に
最
上
級
の
官
人
に
﹁
賜

死
﹂
の
命
令
を
下
す
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
た
こ
と
︑
﹁
賜
死
﹂
の
場
合
に
は

縁
坐
等
死
罪
確
定
に
伴
う
一
連
の
処
分
が
免
除
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
︒
ま
た
﹁
賜
死
﹂
の
思
想
と
し
て
当
該
官
人
が
君
主
の
命
令
に
絶
対
的
に

服
従
す
る
新
儒
教
の
理
念
が
存
在
し
た
こ
と
や
︑
﹁
賜
死
﹂
が
命
じ
ら
れ
た

官
僚
の
名
誉
回
復
の
問
題
が
新
た
な
党
争
の
火
種
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
指

摘
す
る
︒

第
四
章
は
︑
朝
鮮
後
期
の
﹁
棍
杖
刑
﹂
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
壬
申
倭
乱

に
お
け
る
明
朝
軍
の
根
杖
刑
の
行
使
と
朝
鮮
軍
の
軍
律
強
化
に
由
来
す
る
と

さ
れ
る
棍
杖
刑
は
︑
本
来
軍
律
の
一
環
と
し
て
施
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
が
︑
民
政
官
た
る
地
方
の
守
令
が
軍
司
令
官
と
し
て
軍
律
を
適
用
す
る

こ
と
で
︑
一
般
民
衆
に
対
し
て
も
棍
杖
刑
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
軍

律
の
適
用
は
刑
罰
の
濫
用
を
招
く
危
険
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
王
朝
政
府
は

濫
用
を
抑
え
る
措
置
を
講
じ
た
︒
し
か
し
軍
令
違
反
の
概
念
自
体
が
曖
昧
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
︑
事
態
は
ほ
と
ん
ど
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
︒
一
方
︑

国
王
の
英
祖
は
︑
自
ら
推
し
進
め
る
蕩
平
策
に
反
対
す
る
士
大
夫
に
対
し
て
︑

軍
律
に
か
こ
つ
け
て
棍
杖
刑
を
濫
用
し
た
︒
こ
う
し
た
地
方
官
お
よ
び
国
王

書 評
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に
よ
る
棍
杖
刑
は
︑
絶
対
的
権
威
を
主
張
し
て
そ
の
裏
付
け
を
軍
律
に
求
め

た
点
で
共
通
す
る
も
︑
﹁
礼
﹂
の
枠
組
を
逸
脱
し
た
軍
律
の
論
理
は
士
大
夫

社
会
で
厳
し
い
指
弾
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
る
︒

第
五
章
は
︑
政
争
に
お
け
る
官
人
処
罰
の
体
系
を
描
出
す
る
︒
官
人
処
罰

は
﹁
風
聞
﹂
に
よ
る
弾
劾
に
始
ま
る
が
︑
弾
劾
を
受
け
た
官
人
は
﹁
避
嫌
﹂

と
称
し
て
出
仕
を
ひ
か
え
る
一
方
︑
国
王
の
方
は
﹁
勿
辞
﹂
の
批
答
を
下
す

こ
と
で
お
互
い
に
譲
ら
な
い
場
合
︑
﹁
公
論
﹂
を
代
表
す
る
三
司
が
仲
裁
に

入
っ
て
﹁
処
置
﹂
を
行
っ
た
︒
国
王
は
三
司
の
﹁
処
置
﹂
を
基
本
的
に
受
け

入
れ
た
が
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
処
罰
と
し
て
は
﹁
推
考
﹂
か
ら
﹁
賜

死
﹂
の
ほ
か
︑
死
者
に
対
す
る
﹁
追
奪
官
爵
﹂
や
官
人
子
孫
に
対
す
る
﹁
孥

籍
﹂
も
存
在
し
た
︒
こ
う
し
た
処
罰
は
国
王
に
よ
る
仮
の
処
分
で
あ
り
︑
三

司
の
言
論
攻
撃
に
よ
り
段
階
的
に
加
重
さ
れ
て
い
き
︑
一
定
の
段
階
で
三
司

が
﹁
停
啓
﹂
す
る
こ
と
で
確
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
処
罰
の
解
除

と
し
て
は
︑
賜
死
の
一
歩
手
前
の
﹁
囲
籬
安
置
﹂
を
解
除
す
る
﹁
撤
囲
籬
﹂

か
ら
官
界
へ
復
帰
す
る
﹁
叙
用
﹂
ま
で
段
階
的
に
存
在
し
た
ほ
か
︑
配
所
で

死
亡
し
た
﹁
物
故
罪
人
﹂
の
名
誉
回
復
も
存
在
し
た
︒
官
人
処
罰
の
体
系
は

律
の
規
定
を
超
越
す
る
国
王
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
う
で

あ
る
が
故
に
三
司
に
代
表
さ
れ
る
士
大
夫
社
会
は
国
王
の
恣
意
的
な
処
分
を

防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
る
︒

第
六
章
は
︑
朝
鮮
時
代
の
﹁
定
配
﹂
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
定
配
は
本
来

律
が
規
定
す
る
徒
流
刑
の
配
所
を
定
め
る
意
味
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
国
王
の

特
教
に
よ
る
処
分
と
し
て
定
配
が
用
い
ら
れ
︑
さ
ら
に
王
命
に
よ
っ
て
そ
れ

が
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
で
︑
朝
鮮
後
期
に
は
流
三
千
里
に
準
じ
る
独
自
の
刑

名
と
し
て
確
立
す
る
に
至
っ
た
︒
他
方
︑
﹁
遠
竄
﹂
と
称
さ
れ
る
士
大
夫
に

対
す
る
懲
戒
処
分
と
し
て
の
定
配
は
︑
君
臣
関
係
と
い
う
特
殊
な
倫
理
規
範

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
定
式
と
は
な
ら
ず
刑
法
典
に
も
収
録
さ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
す
る
︒

第
七
章
は
︑
朝
鮮
時
代
の
死
刑
囚
の
再
審
制
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
朝

鮮
時
代
の
死
刑
囚
の
再
審
制
度
た
る
﹁
三
覆
啓
﹂
の
制
度
は
︑
﹃
礼
記
﹄
王

制
篇
に
描
か
れ
た
儒
教
の
理
想
的
な
裁
判
制
度
を
再
現
す
る
も
の
で
あ
る
も
︑

三
覆
啓
の
前
段
階
の
手
続
た
る
詳
覆
の
省
略
や
三
覆
啓
自
体
の
省
略
な
ど
よ

り
﹁
綱
常
﹂
の
秩
序
を
脅
か
す
犯
罪
に
つ
い
て
は
直
ち
に
死
刑
を
執
行
す
る

こ
と
も
多
く
︑
特
に
朝
鮮
後
期
で
は
そ
れ
が
常
態
化
し
て
い
た
と
す
る
︒
ま

た
朝
鮮
国
内
に
収
監
さ
れ
て
い
る
越
境
し
て
中
国
の
領
域
内
で
罪
を
犯
し
た

犯
罪
者
は
清
朝
の
秋
審
の
対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
︑
朝
鮮
国
王
の
刑
罰
権
が

清
朝
に
よ
っ
て
一
定
程
度
制
約
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒

第
八
章
は
︑
朝
鮮
時
代
の
恤
囚
制
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
長
雨
や
日
照

り
等
に
際
し
て
滞
獄
の
解
消
を
期
し
て
行
わ
れ
た
恤
囚
に
つ
い
て
︑
冤
罪
や

長
期
拘
留
の
有
無
を
調
べ
る
﹁
録
囚
﹂
︑
朝
鮮
初
期
の
﹁
季
月
監
獄
﹂
の
他
︑

死
罪
囚
に
対
し
て
国
王
が
行
う
﹁
審
理
﹂
と
大
規
模
な
恩
赦
を
行
う
場
合
の

﹁
疏
決
﹂
を
紹
介
す
る
︒
そ
し
て
後
二
者
に
つ
い
て
︑
機
能
的
に
は
三
覆
啓

と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
も
︑
死
刑
執
行
に
慎
重
を
期
す
る
三
覆
啓
に
対
し

て
︑
長
期
拘
留
の
解
消
を
目
的
と
す
る
﹁
審
理
﹂
や
﹁
疏
決
﹂
で
は
︑
そ
の

性
格
に
本
質
的
な
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

三
編
の
附
論
は
︑
刑
罰
制
度
そ
の
も
の
を
扱
う
の
で
は
な
く
︑
官
人
処
罰

の
理
解
に
資
す
る
た
め
に
士
大
夫
社
会
の
動
向
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の

で
あ
る
︒
附
論
一
は
︑
朝
鮮
後
期
の
在
地
社
会
に
お
け
る
流
品
の
構
造
に
つ

い
て
分
析
す
る
︒
附
論
二
は
︑
在
地
士
族
の
勢
力
争
い
に
端
を
発
す
る
郷
戦

に
つ
い
て
︑
中
央
政
府
の
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
︒
そ
し
て
附
論

三
で
は
︑
朝
鮮
末
期
の
官
僚
の
流
配
生
活
を
紹
介
す
る
︒
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最
後
に
結
論
に
お
い
て
︑
士
大
夫
に
対
す
る
処
罰
と
は
﹁
礼
﹂
の
秩
序
に

復
帰
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
与
え
ら
れ
る
﹁
懲
戒
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
を
受
け

入
れ
る
こ
と
が
士
大
夫
に
と
っ
て
ま
さ
に
﹁
礼
﹂
の
実
践
で
あ
っ
て
︑
そ
の

こ
と
は
﹁
律
﹂
の
規
定
に
基
づ
き
国
家
権
力
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
﹁
刑
﹂

の
受
容
と
は
意
味
合
い
が
異
な
っ
て
い
た
と
指
摘
す
る
︒

三

本
書
の
最
大
の
特
徴
は
︑
な
に
よ
り
朝
鮮
朝
の
刑
罰
制
度
を
解
明
す
る
に

あ
た
っ
て
官
人
処
罰
を
考
察
の
中
心
に
据
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
も

そ
も
律
に
は
官
人
に
関
す
る
身
分
犯
規
定
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
か
ら
︑

中
国
に
せ
よ
朝
鮮
に
せ
よ
律
が
規
定
す
る
刑
罰
を
考
察
す
る
際
︑
官
人
処
罰

は
当
然
考
察
の
対
象
範
囲
に
含
ま
れ
て
く
る
︒
し
か
し
少
な
く
と
も
清
朝
の

場
合
︑
官
僚
の
処
分
に
関
し
て
は
明
文
規
範
と
し
て
の
処
分
則
例
が
制
定
さ

れ
た
こ
と
か
ら
︑
官
僚
の
処
分
自
体
を
一
つ
の
独
立
し
た
領
域
と
し
て
刑
罰

制
度
一
般
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
本
書
の
場
合
︑
朝
鮮
朝
の
刑
罰
制
度
の
全
体
を
考
察

す
る
に
あ
た
っ
て
官
人
処
罰
と
一
般
の
刑
罰
と
の
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る

と
の
認
識
の
下
︑
特
に
前
者
の
側
の
考
察
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
︒
こ
の

よ
う
な
方
法
論
は
︑
清
代
の
刑
事
裁
判
制
度
を
中
心
に
研
究
す
る
評
者
に
と

っ
て
は
非
常
に
新
鮮
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
本
書
よ
り
方
法
論
的
に
多
く
の
示

唆
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
︒

次
に
着
目
す
べ
き
は
︑
官
人
処
罰
を
媒
介
と
す
る
形
で
﹁
礼
﹂
の
体
系
と

﹁
刑
﹂
に
よ
る
一
般
の
処
罰
体
系
を
有
機
的
に
関
連
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ

る
︒
本
書
で
は
官
人
処
罰
に
つ
い
て
︑
そ
れ
は
君
臣
間
に
お
け
る
﹁
礼
﹂
の

実
践
で
あ
り
︑
﹁
礼
﹂
の
精
神
を
会
得
し
た
士
大
夫
は
そ
も
そ
も
﹁
礼
﹂
を

踏
み
外
す
こ
と
が
無
い
こ
と
よ
り
﹁
刑
﹂
の
辱
め
を
受
け
な
い
一
方
︑
も
し

踏
み
外
し
た
場
合
で
も
﹁
礼
﹂
へ
の
復
帰
が
見
込
め
る
場
合
は
﹁
刑
﹂
の
辱

め
を
与
え
て
﹁
庶
人
﹂
の
世
界
へ
転
落
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
︒

し
か
し
他
方
で
︑
官
吏
と
し
て
不
正
に
利
益
を
得
た
﹁
贓
吏
﹂
の
場
合
は

﹁
刑
﹂
に
触
れ
て
﹁
庶
人
﹂
の
世
界
に
転
落
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
言
及

す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︵
一
一
頁
︶
︑
す
べ
て
の
官
人
処
罰
が
﹁
礼
﹂
の
実

践
と
し
て
為
さ
れ
た
訳
で
も
な
い
︒
つ
ま
り
処
罰
の
あ
り
方
に
つ
い
て
︑

﹁
礼
﹂
の
体
系
に
基
づ
く
も
の
と
一
般
的
な
﹁
刑
﹂
に
よ
る
も
の
が
存
在
し
︑

官
人
処
罰
の
場
合
は
そ
の
両
者
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
こ
の
こ
と
を

逆
に
し
て
言
え
ば
︑
﹁
礼
﹂
の
体
系
に
基
づ
く
処
罰
と
﹁
刑
﹂
に
よ
る
処
罰

は
︑
官
人
処
罰
を
通
じ
て
関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
そ
の
こ
と
に
よ

り
刑
罰
制
度
の
全
体
的
な
把
握
を
可
能
に
す
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

﹁
礼
﹂
の
体
系
に
つ
い
て
︑
清
朝
の
法
制
史
の
場
合
︑
聴
訟
に
お
け
る
法

源
論
や
中
国
法
に
お
け
る
い
わ
ば
観
念
的
な
内
容
と
し
て
は
言
及
さ
れ
る
も

の
の①
︑
そ
れ
を
刑
罰
制
度
な
り
刑
事
裁
判
な
り
に
具
体
的
に
落
と
し
込
む
形

で
全
体
的
な
枠
組
み
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
本
書
は
朝
鮮
王
朝
を
題
材
に
し
て
そ
れ
を
実

現
し
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
は
本
書
が
内
容
的
に
有
益
な
情
報
を
数
多
く
提
供

す
る
の
み
な
ら
ず
︑
﹁
礼
﹂
と
﹁
法
﹂
と
の
連
関
に
つ
い
て
具
体
的
事
象
を

用
い
て
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
︑
評
者
の
立
場
か

ら
も
高
く
評
価
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
し
て
朝
鮮
時
代
の
刑
罰
制
度
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
単
に
成
文
法

た
る
﹃
大
明
律
﹄
等
の
規
定
か
ら
の
み
論
じ
る
の
で
は
な
く
︑
処
罰
の
具
体

的
事
例
に
即
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
着
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
官
人
処
罰
に
つ
い
て
律
の
規
定
を
前
提
と
せ
ず
に
行
わ
れ
る
こ
と

書 評
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が
多
い
と
す
れ
ば
︑
本
書
全
体
の
趣
旨
か
ら
し
て
官
人
処
罰
の
具
体
例
を
検

討
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
と
言
え
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
刑
罰
制
度
全
体

を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
官
人
処
罰
の
体
系
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
認
識
の
下
で
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
う
し
た
着
想
や
そ
れ
に
基
づ

く
具
体
的
事
例
の
考
察
そ
れ
自
体
が
︑
著
者
の
独
創
性
や
力
量
を
示
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
︒四

一
方
︑
官
人
処
罰
の
具
体
例
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
︑
上
述
の
﹁
贓
吏
﹂

の
場
合
の
よ
う
な
一
般
的
な
﹁
刑
﹂
に
よ
る
処
罰
の
具
体
例
が
あ
ま
り
示
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
は
︑
本
書
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
や
や
物
足
り
な
い
と
感
じ

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒
上
述
の
よ
う
に
︑
本
書
で
は
刑
罰
制
度
の
考
察
に
あ

た
っ
て
具
体
的
事
例
に
即
し
て
検
討
す
る
︒
ま
た
官
人
処
罰
に
つ
い
て
は
︑

﹁
礼
﹂
の
体
系
に
基
づ
く
も
の
の
ほ
か
︑
﹁
刑
﹂
に
よ
る
も
の
が
存
在
す
る

こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
官
人
処
罰
の
あ
り
方
を

検
討
す
る
に
際
し
て
︑
単
に
﹁
礼
﹂
の
体
系
に
基
づ
く
も
の
を
提
示
す
る
の

み
な
ら
ず
︑
さ
ら
に
﹁
刑
﹂
に
よ
る
も
の
の
具
体
例
も
提
示
し
︑
そ
の
両
者

の
比
較
検
討
の
上
で
官
人
処
罰
の
特
質
に
つ
い
て
論
じ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
︒
結
論
と
し
て
官
人
処
罰
の
特
質
が
﹁
礼
﹂
の
体
系
に
基
づ
く
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
︑
﹁
礼
﹂
の
体
系
に
基
づ
く
処
罰
事
例
を
中
心
に
考
察
す

る
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
う
い
っ
た
結
論
に
至
る
こ
と
は
あ
る
意
味
当
然
で
あ
る
︒

実
際
問
題
と
し
て
﹁
刑
﹂
に
よ
る
官
人
処
罰
の
具
体
的
事
例
を
数
多
く
検
索

で
き
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
自
ら
の
見
解
に
適
合

す
る
事
例
を
中
心
に
紹
介
し
て
論
じ
る
の
み
で
は
︑
十
分
な
説
得
力
が
得
ら

れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

次
に
律
と
君
主
の
関
係
に
つ
い
て
︑
中
国
︑
少
な
く
と
も
清
朝
は
︑
成
文

法
の
う
ち
条
例
や
諭
旨
の
み
な
ら
ず
︑
律
も
ま
た
形
式
と
し
て
は
皇
帝
が
作

り
出
す
も
の
で
︑
そ
の
た
め
皇
帝
は
成
文
法
の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
存

在
で
あ
っ
た
︒
皇
帝
は
自
ら
が
作
り
出
し
た
成
文
法
の
体
系
を
尊
重
し
は
す

る
も
の
の
︑
必
ず
し
も
そ
の
文
言
に
は
拘
束
さ
れ
ず
︑
む
し
ろ
必
要
に
応
じ

て
調
整
を
加
え
る
立
場
で
あ
っ
た②
︒
清
律
の
﹁
断
罪
引
律
令
﹂
条
の
小
註
に

﹁
官
司
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
成
文
法
へ
の
依
拠
が
求
め
ら
れ
る
の
は
あ
く
ま

で
官
僚
で
あ
っ
て
皇
帝
で
は
な
か
っ
た
︒
皇
帝
が
成
文
法
か
ら
離
れ
た
判
断

を
す
る
こ
と
は
︑
成
文
法
を
作
り
出
す
存
在
と
し
て
そ
の
上
位
に
位
置
す
る

と
と
も
に
必
要
に
応
じ
て
調
整
を
行
う
と
い
う
立
場
か
ら
為
さ
れ
る
も
の
で
︑

そ
う
し
た
判
断
が
時
に
新
た
な
立
法
と
な
り
成
文
法
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
成
文
法
を
調
整
す
る
皇
帝
に
対
し
て
成
文
法

を
遵
守
す
る
官
僚
と
い
っ
た
役
割
分
担
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に③
︑
皇
帝
が
あ

る
犯
罪
者
を
特
別
に
寛
大
に
処
置
し
た
こ
と
に
つ
い
て
言
官
が
そ
れ
を
批
判

し
た
際
︑
皇
帝
は
そ
の
言
官
を
厳
し
く
叱
責
す
る
事
例
も
確
認
で
き
る④
︒

こ
れ
に
対
し
て
朝
鮮
王
朝
は
︑
外
来
の
﹃
大
明
律
﹄
が
普
遍
的
な
﹁
礼
﹂

と
一
体
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
︑
そ
の
行
用
が
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
の
根
幹
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
方
︑
国
王
に
よ
る
独
自
の

﹁
参
酌
処
分
﹂
に
対
し
て
士
大
夫
の
輿
論
を
代
表
す
る
三
司
が
﹁
依
律
処

分
﹂
を
求
め
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
国
王
が
従
う
べ
き
準
則

と
し
て
︑
歴
代
国
王
に
よ
る
﹁
受
教
﹂
︑
士
大
夫
の
﹁
輿
論
﹂
の
動
向
と
並

ん
で
﹃
大
明
律
﹄
の
規
定
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

清
朝
の
場
合
︑
成
文
法
を
巡
る
皇
帝
と
官
僚
の
位
置
づ
け
が
明
確
で
あ
り
︑

皇
帝
が
成
文
法
を
作
り
出
し
︑
ま
た
そ
の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
か

ら
︑
皇
帝
は
成
文
法
を
越
え
た
判
断
を
為
し
得
る
こ
と
が
論
理
的
に
説
明
さ
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れ
る
︒
朝
鮮
王
朝
の
場
合
︑
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
根
幹
と
し
て

﹃
大
明
律
﹄
を
受
容
し
た
と
す
れ
ば
︑
国
王
も
ま
た
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
か
ら
︑
国
王
が
従
う
べ
き
準
則
に
﹃
大
明
律
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と

は
論
理
的
に
は
首
肯
で
き
る
︒
し
か
し
そ
の
場
合
︑
国
王
が
﹃
大
明
律
﹄
に

従
う
こ
と
と
は
︑
具
体
的
な
裁
判
手
続
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
国
王
が
独
自
の
﹁
参
酌
処
分
﹂
を
為
し
得
る
こ
と

や
︑
そ
う
い
っ
た
参
酌
処
分
に
由
来
す
る
﹁
受
教
﹂
に
国
王
が
従
う
こ
と
に

つ
い
て
は
︑
国
王
の
準
則
と
い
う
見
地
か
ら
は
い
か
な
る
論
理
で
説
明
が
な

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

君
主
に
よ
る
特
別
措
置
に
関
連
し
て
︑
本
書
第
四
章
で
は
︑
﹃
周
礼
﹄
秋

官
・
大
司
寇
の
﹁
乱
国
を
刑
す
る
に
は
重
典
を
用
う
﹂
を
引
用
し
︵
一
五
九

頁
︶
︑
朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
﹁
重
典
﹂
の
具
体
例
と
し
て
軍
律
に
由
来
す
る

と
さ
れ
る
﹁
棍
杖
刑
﹂
を
検
討
す
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
清
朝
で
﹁
重
典
﹂

に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
一
つ
に
︑
犯
罪
者
を
杖
打
し
て
死
に
至
ら

し
め
る
﹁
杖
斃
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
﹁
杖
斃
﹂
は
律
例
の
規
定
や
定
め
ら
れ

た
裁
判
手
続
に
依
拠
す
る
こ
と
で
は
十
分
な
刑
罰
効
果
が
得
ら
れ
な
い
場
合

な
ど
に
行
わ
れ
る
も
の
で
︑
そ
れ
を
選
択
す
る
官
僚
が
ま
さ
に
﹃
周
礼
﹄
の

﹁
乱
国
を
刑
す
る
に
は
重
典
を
用
う
﹂
と
い
う
一
文
を
正
当
化
根
拠
と
し
て

提
示
す
る
事
例
も
存
在
し
た
︒
そ
し
て
皇
帝
も
ま
た
︑
﹁
公
﹂
と
い
う
立
場

で
あ
れ
ば
杖
斃
を
含
め
何
で
も
で
き
る
と
い
っ
た
見
解
を
示
す
こ
と
す
ら
あ

っ
た⑤
︒
こ
こ
に
お
い
て
官
僚
の
成
文
法
準
拠
義
務
は
︑
い
わ
ば
個
々
の
事
案

に
お
い
て
適
切
な
裁
判
を
実
現
す
る
限
り
と
い
っ
た
条
件
が
付
さ
れ
る
も
の

で
︑
準
拠
す
る
こ
と
で
は
そ
れ
が
実
現
で
き
な
い
場
合
は
準
拠
し
な
い
こ
と

が
む
し
ろ
求
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
︒
し
た
が
っ
て
清
朝
の
場
合
︑
﹁
乱

国
﹂
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
積
極
的
に
﹁
重
典
を
用
う
﹂
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な

り
︑
そ
の
限
り
に
お
い
て
﹁
重
典
﹂
は
当
時
に
お
け
る
法
や
裁
判
の
欠
を
補

う
と
い
っ
た
積
極
的
評
価
が
な
さ
れ
る
方
法
で
あ
っ
た
︒

朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
﹁
重
典
﹂
の
評
価
や
そ
の
具
体
例
と
し
て
の
棍
杖
刑

に
つ
い
て
︑
本
書
で
は
否
定
的
な
方
向
性
で
の
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
っ
た
側
面
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う

が
︑
例
え
ば
棍
杖
刑
を
選
択
し
た
地
方
官
な
り
国
王
英
祖
な
り
が
﹁
八
つ
当

た
り
﹂
で
の
み
そ
れ
を
選
択
し
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
︑
彼
ら
は
そ
の
選
択
の
意
義
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
論
理
で
正
当
化
を
図

り
︑
ま
た
そ
う
し
た
正
当
化
論
理
は
朝
鮮
王
朝
の
刑
罰
制
度
の
中
で
ど
の
よ

う
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

最
後
に
︑
本
書
に
お
い
て
は
︑
法
律
関
係
の
内
容
を
定
め
る
実
体
法
と
そ

れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
続
を
定
め
る
手
続
法
と
い
う
区
分
が
や
や
等
閑
視

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
た
︒
本
書
一
三
頁
に
は
﹁
朝
鮮
時

代
の
刑
罰
と
懲
戒
﹂
と
い
う
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
﹁
王
命
に
よ

る
懲
戒
﹂
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
﹁
推
考
﹂
か
ら
﹁
永
不
叙
用
﹂
ま
で
は
﹁
照

律
﹂
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
︑
二
一
七
頁
の
︻
事
例
17
︼
や
二
一

八
頁
の
︻
事
例
19
︼
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
推
考
﹂
か
ら

﹁
永
不
叙
用
﹂
ま
で
は
︑
手
続
法
的
に
は
﹁
懲
戒
﹂
と
い
う
固
有
の
論
理
で

な
さ
れ
る
も
︑
実
体
法
的
に
は
﹁
照
律
﹂
︑
つ
ま
り
﹃
大
明
律
﹄
に
依
拠
す

る
場
合
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
削
黜
﹂
以
上
に

つ
い
て
は
︑
例
え
ば
七
九
頁
で
付
処
に
つ
い
て
﹁
五
刑
の
体
系
内
に
お
け
る

流
刑
と
は
全
く
別
個
の
次
元
に
立
っ
た
︑
あ
る
特
殊
な
処
分
﹂
と
指
摘
し
︑

ま
た
一
二
〇
頁
で
﹁
断
罪
引
律
令
﹂
条
に
言
及
し
︑
党
争
に
関
し
て
引
用
す

べ
き
﹁
律
﹂
は
﹁
姦
党
﹂
か
﹁
乱
言
﹂
の
規
定
で
あ
る
も
﹁
照
律
﹂
等
が
な

さ
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
﹃
大
明
律
﹄
の
徒
以
上
と

書 評
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は
完
全
に
別
系
統
に
な
る
た
め
︑
手
続
法
的
に
も
実
体
法
的
に
も
﹁
懲
戒
﹂

と
い
う
固
有
の
論
理
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
﹁
王
命
に
よ
る
懲

戒
﹂
に
つ
い
て
︑
手
続
法
的
に
は
全
体
と
し
て
﹁
懲
戒
﹂
と
い
う
固
有
の
論

理
で
な
さ
れ
る
も
︑
実
体
法
的
に
は
﹁
照
律
﹂
の
可
能
性
が
あ
る
﹁
永
不
叙

用
﹂
以
下
と
そ
れ
が
存
在
し
な
い
﹁
削
黜
﹂
以
上
と
い
う
違
い
が
存
在
し
た

こ
と
に
な
る
︒

考
え
て
み
れ
ば
︑
﹁
永
不
叙
用
﹂
と
な
れ
ば
官
人
身
分
を
喪
失
し
︑
律
の

規
定
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
﹁
庶
人
﹂
と
な
る
訳
で
あ
る
か

ら
︑
そ
こ
か
ら
官
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
特
別
な
対
応
を
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
律
と
は
別
系
統
の
論
理
で
対
応
を
す
る
し
か
な
い
︒
そ

の
意
味
で
︑
﹁
削
黜
﹂
以
上
で
﹁
照
律
﹂
が
な
さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る

し
︑
事
実
﹁
永
不
叙
用
﹂
以
下
と
﹁
削
黜
﹂
以
上
で
は
担
当
官
庁
が
異
な
っ

て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
指
摘
も
本
書
で
は
な
さ
れ
て
い
る
︵
二
二
五
頁
︶
︒

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
同
じ
﹁
王
命
に
よ
る
懲
戒
﹂
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑

﹁
永
不
叙
用
﹂
以
下
と
﹁
削
黜
﹂
以
上
で
は
区
別
し
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
と

考
え
ら
れ
る
し
︑
逆
に
そ
れ
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
︑
結
局
の

と
こ
ろ
実
体
法
と
手
続
法
と
い
う
区
分
を
等
閑
視
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

以
上
︑
評
者
の
疑
問
点
等
を
い
く
つ
か
述
べ
て
き
た
が
︑
評
者
は
あ
く
ま

で
門
外
漢
で
あ
る
た
め
︑
こ
う
し
た
指
摘
が
当
を
得
た
も
の
か
に
つ
い
て
は

確
信
が
持
て
な
い
し
︑
ま
し
て
や
そ
れ
が
本
書
の
価
値
に
な
ん
ら
影
響
を
与

え
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
む
し
ろ
本
書
は
︑
評
者
の
立
場
か
ら
で
も

そ
の
意
義
が
見
い
だ
せ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
単
に
朝
鮮
朝
の
刑
罰
制
度
の

研
究
に
止
ま
ら
な
い
価
値
あ
る
一
冊
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

①

滋
賀
秀
三
﹃
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
︵
創
文
社
︑
一
九
八
四
年
︶
第
五
︑
同

﹃
中
国
法
制
史
論
集

法
典
と
刑
罰
﹄
︵
創
文
社
︑
二
〇
〇
三
年
︶
序
章
な
ど
︒

②

滋
賀
﹃
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
﹄
第
一
︑
同
﹃
中
国
法
制
史
論
集

法
典
と

刑
罰
﹄
第
一
章
︒

③

﹃
嘉
慶
道
光
両
朝
上
諭
檔
﹄
︵
広
西
師
範
大
学
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
四
冊
五

十
五
︵
嘉
慶
四
年
正
月
十
五
日
︶
︒
﹁
向
来
刑
部
引
律
断
獄
︑
於
本
律
之
外
︑
多
有

﹁
不
足
蔽
辜
﹂
︑
﹁
無
以
示
懲
﹂
及
﹁
従
重
定
擬
﹂
等
字
様
︒
所
辦
実
未
允
協
︒
罪

名
大
小
律
有
明
条
︑
自
応
勘
核
案
情
︑
援
引
確
当
︒
務
使
法
足
蔽
辜
︑
不
致
畸
軽

畸
重
︑
方
為
用
法
之
平
︒
今
既
引
本
律
︑
又
称
﹁
不
足
蔽
辜
﹂
︑
﹁
従
重
定
擬
﹂
︑

並
有
加
至
数
等
者
︒
是
仍
不
按
律
辦
理
︑
又
安
用
律
例
為
耶
︒
即
案
情
内
有
情
節

較
重
者
︑
朕
自
可
随
案
酌
定
︒
総
之
︑
﹁
不
足
蔽
辜
﹂
之
語
︑
非
執
法
之
官
所
宜

出
︒
嗣
後
問
刑
衙
門
︑
俱
応
恪
遵
憲
典
︑
専
引
本
律
︒
不
得
於
律
外
又
称
﹁
不
足

蔽
辜
﹂
及
﹁
従
重
﹂
字
様
︑
即
﹁
雖
﹂
字
﹁
但
﹂
字
抑
揚
文
法
︑
亦
不
准
用
︒
﹂

④

﹃
嘉
慶
道
光
両
朝
上
諭
檔
﹄
八
冊
一
二
二
〇
︵
嘉
慶
八
年
十
二
月
二
日
︶
︒
﹁
若

科
道
等
以
経
朕
寛
宥
一
人
︑
輙
欲
拘
照
例
文
︑
持
其
軽
重
︑
紛
紛
瀆
奏
︑
勢
必
至

如
明
季
台
臣
把
持
朝
政
肆
意
妄
陳
︒
此
風
断
不
可
長
︒
⁝
⁝
我
朝
家
法
︑
刑
賞
大

権
︑
悉
由
乾
断
︒
若
朕
赦
一
人
用
一
人
︑
該
科
道
等
即
欲
執
簡
而
争
︑
尚
復
成
何

政
体
乎
︒
﹂

⑤

以
上
︑
杖
斃
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
杖
斃
考

清
代
中
期
死
刑
案
件
処
理
の

一
考
察

﹂
︵
﹃
中
国

社
会
と
文
化
﹄
一
七
号
︑
二
〇
〇
二
年
︶
を
参
照
︒

︵
Ａ
�
版

一
一
＋
四
三
九
頁
︑
二
〇
一
九
年
一
〇
月

朋
友
書
店

税
別
六
八
〇
〇
円
︶

︵
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
︶
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