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3　第一章　緒論

第
一
章
　
緒
　
　
　
論

復
讐
と
刑
罰と
の
関
係
は
、
私
力
公
権
化
に
依
り
て
法
律
を
生
ず
る
の
理
法
を
解
説
す
る
に
最
も
復
讐
と
刑
罰

適
切
な
る
例
証
を
供
す
る
も
の
な
り
。
サ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
チ
ー
ブ

ン
先
生
の
い
わ
れ
た
る
如
く
、「
刑
法
の
復
讐
の
念
に
於
け
る
はあ

た
か恰も

婚
姻
の
性
慾
に
於
け
る
が
如
き
ス
テ
チ
ー
ブ
ン
の
説

も
の
に
し
て
、（Sir

Jam
es

Fitzjam
es

Stephen,G
eneralview

ofthe
C

rim
inalLaw

ofEngland.

p.99.

）
復
讐
は
独
り
原
始
社
会
に
於
て
刑
罰
の
起
因
と
な
り
た
る
の
み
な
ら
ず
、現
時
文
明
諸
国
の
刑

事
立
法
に
於
て
も
、其
採
れ
る
所
の
刑
罰
主
義
の
如
何
に
拘
ら
ず
、今

な仍
お
刑
罰
の
素
質
た
る
復
讐
の

痕
跡を
存
す
る
点
に
至
り
て
は
、各
理
論
の
一
致
す
る
所
な
り
。（B

entham
,T

heory
ofLegislation.

刑
事
立
法
に
於
け
る

復
讐
の
痕
跡

(Principles
ofPenalC

ode.
Part

2,ch.
16.)

;B
ishop

B
utler’s

Serm
ons,vii.

;O
.W

.H
olm

es,

C
om

m
on

Law
.

p.
40

;
G

eorg
Jellinek,

D
ie

Sozialethischce
B

edeutung
von

R
echt,

U
nrecht

und
Strafe.

S.91.

）刑
罰
を
正
義
の
要
求
な
り
と
す
る
絶
対
主
義
論
者
は
。
無
意
識
的
に
復
讐
の
道

義
的
価
値
を
認
む
る
も
の
に
し
て
、
応
報
を
以
て
理
性
の
絶
対
的
命
令
な
り
と
す
る
は
、
人
類
の
自

保
性
よ
り
生
じ
た
る
災
害
に
対
す
る
反
撥
排
除
の
心
的
作
用
を
先
天
的
本
能
な
り
と
す
る
も
の
な
り
。

刑
罰
を
社
会
防
護
の
作
用
な
り
と
す
る
者
も
、
亦
刑
罰
を
以
て
人
類
の
自
保
性
に
基
づ
くも
の
な
り
刑
罰
と
人
類
の
自
保

性

と
し
、、　報、　復、　の、　脅、　威
及
び
行
刑
の
鑑
戒
も
亦
犯
罪
防
止
の
効
力
あ
る
こ
と
を
認
む
る
も
の
な
り
。、　只

、　古、　来、　の、　刑、　罰、　主、　義、　は

◦
◦

◦

回
顧
的（retrospective

）、　に、　し、　て
、、　既、　往、　の、　事、　実、　に、　の、　み、　着、　眼、　し
、、　之、　に、　対、　す、　る
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◦

◦

報
復、　を、　目、　的、　と、　し、　た、　る、　に、　反、　し
、、　現、　時、　の、　刑、　罰、　主、　義、　は

◦
◦

◦

前
視
的（prospective

）、　に、　し、　て、　主、　と、　し、　て、　将

、　来、　の、　影、　響、　に、　着、　眼、　し
、

○
○
○
○
○

社
会
の
防
護、　を、　目、　的、　と、　す、　る、　を、　以、　て
、
最
近
の
立
法
に
は
殆
ん
ど
復
讐
の
痕

跡
を
存
せ
ざ
る
が
如
き
観
あ
る
も
、
自
由
意
思
を
以
て
犯
罪
責
任
の
基
礎
と
為
す
学
説
に
拠
り
た
る

も
の
は
、
既
に
其
立
法
主
義
の
根
本
に
於
て
応
報
の
原
理
を
認
め
た
る
回
顧
的
観
念
に
甚
き
た
る
も

の
と
云
わ
ざ
る
可
ら
ず
。（W

illiam
M

cD
augall,Socialpsychorogy,p.

13.

参
照
）其
他
、
仔
細
に

刑
典
の
條
規
を
観
る
と
き
は
、
同
一
の
犯
行
に
対
し
て
も
、
其
犯
行
の
動
機
、
手
段
、
方
法
、
目
的
、

結
果
、
被
害
者
の
身
分
等
に
依
り
て
、
其
量
刑
の
範
囲
に
於
て
自
か
ら
社
会
の
道
徳
的
感
情
よ
り
生

ず
る
報
復
の
餘
地
を
存
す
る
も
の
尠
し
と
せ
ず
。
或
は
弑
逆
、
謀
叛
、
売
国
、
殺
親
の
如
き
激
烈
に

公
衆
の
愛
国
心
。
道
義
心
を
刺
戟
す
る
犯
罪
の
如
き
、
其
他
犯
行
手
段
の
極
め
て
残
忍
酷
薄
に
し
て

甚
し
く
人
心
を
刺
戟
し
、
社
会
の
激
怒
を
招
く
も
の
の
如
き
は
、
之
に
対
し
て

◦
◦

◦
◦

◦

社
会
の
心
的

◦
◦

満
足を
社
会
の
心
的
満
足

得
る
も
亦
正
当
な
る
行
刑
の
方
法
と
云
わ
ざ
る
可
ら
ず
。
此
の
如
き
は
。
一
面
に
於
て
は
報
復
に
し

て
、其
系
統
に
於
て
は
古
代
の
復
讐
に
属
す
る
も
の
な
る
も
、個
人
心
に
も
喜
怒
哀
楽
の
情
あ
る
如
く
、

社
会
心
に
も
亦
喜
怒
哀
楽
の
情
あ
り
と
す
る
と
き
は
、
社
会
の
心
的
滞
足
を
得
し
む
る
は
即
ち
其
社

会
の
存
在
を

か
た鞏

く
す
る

ゆ
え
ん

所
以
に
し
て
、

た
と

仮
令
い
直
接
に
社
会
防
護
の
作
用
に
非
ざ
る
が
如
き
観
あ
る

も
、
広
き
意
義
に
於
て
は
、
之
と
其
目
的
を
同
じ
う
す
る
も
の
と
云
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
若
し
法
の

行
使
に
し
て
社
会
感
に
背
反
し
、
其
心
的
満
足
を
得
ざ
る
場
合
に
於
て
は
、
社
会
心
の
均
衡
は
之
が

為
め
に
劇
し
き
動
揺
を
受
け
、
之
を
整
斉
し
て
旧
態
に
復
す
る
に
は
、
其
不
満
の
心
的
状
態
を
消
滅

せ
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
を
以
て
、
之
が
為
め
に
社
会
の
動
乱
を
生
ず
る
こ
と
あ
り
、
民
心
に
背
反
し
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た
る
立
法
が
往
々
社
会
の
変
乱
を
醸
す
こ
と
あ
る
は
、
歴
史
上
普
通
の
現
象
な
り
。
社
会
の
満
足
を

得
ざ
る
法
の
行
使
が
、
往
々
社
会
的
動
乱
の
原
因
た
る
も
亦
周
知
の
事
実
な
り
。
甚
し
く
社
会
感
を

害
す
る
犯
罪
の
処
罰
が
、
社
会
の
心
的
満
足
を
得
ざ
る
が
為
め
に
「
リ
ン
チ
」（Lynch

）の
私
刑
行
わ
「
リ
ン
チ
」

れ
て
、
刑
罰
の
公
権
其
威
力
を
失
う
こ
と
あ
り
。「
リ
ン
チ
」
は
刑
法
上
に
於
け
る
旧
態（atavism

）

な
り
。
法
律
は
社
会
の
存
在
発
達
を
目
的
と
す
る
社
会
力
の
作
用
な
る
を
以
て
、
刑
法
の
目
的
が
社

会
防
護
に
あ
り
と
す
る
も
、
単
に
刑
罰
の
警
告
を
以
て
犯
罪
を
豫
防
し
、
刑
罰
の
執
行
に
依
り
て
被

刑
者
を
懲
戒
訓
諭
し
て
悔
悟
遷
善
せ
し
め
、
又
は
公
衆
よ
り
離
隔
し
て
危
害
を
防
止
す
る
の
み
を
以

て
足
れ
り
と
す
べ
き
に
非
ず
。
必
ず
や
之
に
依
り
て
人
民
の
道
義
的
観
念
及
び
感
情
に
副
い
、
社
会

の
心
的
満
足
を
得
て
以
て
始
め
て
刑
法
の
本
旨
を
達
す
る
こ
と
を
得
べ
き
な
り
。

復
讐
は
私
力
制
裁
な
り。
刑
罰
は
公
権
制
裁
な
り
。
復
讐
は
個
体
力
の
作
用
な
り
。
刑
罰
は
社
会
復
讐
は
私
力
制
裁

力
の
作
用
な
り
。

◦
◦

此
個

◦
◦

◦
◦

◦

体
力
は
文
化

◦
◦

◦
◦

◦
の
進
展
と
共

◦
◦

◦
◦

◦

に
集
中
転
化

◦
◦

◦
◦

し
て
社
会

◦
◦

◦
◦

力
を
生
じ
、

◦
◦

◦
◦

◦

公
権
制
裁
な

◦
◦

◦
◦

◦

る
刑
罰
は
私

◦
◦

◦
◦

◦

力
制
裁
な
る

◦
◦

◦
◦

◦

復
讐
に
代
わ

◦
◦

◦
◦

◦
る
に
至
り
た

◦
◦

◦
◦

◦

る
も
の
な
り
。我
輩
は
法
律
進
化
の
理
法
を
論
私
力
公
権
化
に
因
っ

て
法
を
生
ず

ず
る
の
初
に
於
て
、
先
ず
法
の
起
原
を
説
く
に
当
り
、
私
力
公
権
化
に
因
り
て
法
を
生
ず
る

ゆ
え
ん

所
以
を

論
証
す
る
所
あ
ら
ん
と
す
。
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第
二
章
　
復
讐
の
本
質

◦
◦

◦
◦

◦
復
讐
は
人
類
の

◦
◦

◦
◦

◦

自
保
性
に
起

◦
◦

◦
◦

◦

因
す
る
反
発

◦
◦

作
用、　に、　し、　て
、、　人、　類、　が、　文、　化、　高、　級、　の、　域、　に、　達、　し
、、　其、　国、　家
人
類
の
自
保
性
に
起

因
す
る
反
撥
作
用

、　的、　生、　活、　の、　組、　織、　整、　備、　す、　る、　に、　至、　る、　ま、　で、　は
、、　実、　に、　其、　存、　在、　発、　展、　の、　一、　要、　件、　た、　り、　し、　な、　り
。

◦
◦

◦
◦

復
讐
は
存

◦
◦

在
を

◦
◦

◦
◦

◦

害
す
る
刺
戟

◦
◦

◦
◦

◦

に
対
す
る
反

◦
◦

◦
◦

撃
に
し
て
、

◦
◦

◦
◦

◦

高
等
生
物
通

◦
◦

◦
◦

◦

有
の
稟
性
に

◦
◦

◦
◦

◦

起
因
す
る
自

◦
◦

◦
◦

◦

衛
作
用
な
り
。

「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
」
はし

ょ
う
じ
ょ
う

狒
々
が
復
讐
を
な
せ
る
事
実
を
記
述
せ
り
。（D

arw
in,T

he
D

esent
ofM

an,

ch,III.

）蜂
が
其
巣
を

こ
ぼ毀

つ
者
を

さ螫
し
、
猛
獣
、
毒
蛇
が
之
を
攻
撃
す
る
者
を

は
ん
ぜ
い

反
噬
す
る
如
く
、
劣
等

動
物
す
ら
な
お
復
讐
性
を
有
す
る
者
多
し
。（G

eorg
Jellinek,D

ie
sozialethische

B
edeutung

von

R
echt,U

nrechit
und

Strafe.
S.91.
）い
わ
ん
や
人
類
の
如
き
神
経
系
統
の
発
達
し
た
る
高
等
動
物

は
、其
生
存
を
危
く
す
る
反
対
勢
力
を
除
去
せ
ん
と
す
る
感
覚
は
、殆
ど
本
能
的
に
発
達
し
、小
児
と

雖
も
痛
感
を
与
え
た
る
玩
具
に
対
し
て
怒
を
発
し
て
之
をな

げ
う擲ち

、
或
は
之
を

こ
ぼ毀

つ
こ
と
あ
り
。
川
柳

に
も「
子
の
あ
た
ま
打
っ
た
柱
へ
尻
を
や
り
」と
い
え
る
が
如
く
、往
々
無
生
物
を
も
之
を
反
撃
し
て

怨
恨
をな

ぐ
さ慰む

る
は
人
の
常
情
な
り
。
大
人
と
雖
も
、
手
を

さ螫
し
た
る
蜂
を
殺
し
、
足
を

か噬
み
た
る
犬

を
打
ち
、
指
を

は
さ挾

み
た
る
器
具
を
投
げ
て
之
をの

の
し罵る

等
の
事
あ
る
が
如
く
、
生
類
が
生
活
に
対
す
る

危
害
を
報
復
す
る
は
、
殆
ど
其
本
能
に
出
で
た
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
得
べ
く
、
単
に
将
来
の
危
害

を
撃
退
す
る
に
止
ま
ら
ず
、、　既、　に、　去、　り、　た、　る、　禍、　害、　に、　対、　し、　て、　も、　之、　を、　反、　撃、　し
、、　之、　に、　己、　の、　受、　け、　た、　る

、　苦、　痛、　に、　類、　似、　し、　た、　る、　苦、　痛、　を、　与、　え、　て
、、　自、　ら、　憤、　怨、　を、　慰、　籍、　す、　る、　を、　常、　と、　す
。（Listzt,d.

deutshcen
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Stafrechits.

§271.;Post,Ethnologishe
Jurisprudenz.

II.§55.

参
照
）

こ
れ
ら
の
反
撃
は
、
畢
竟
生
類
の
自
保
性
の
発
現
に
し
て
、

◦
◦

◦
◦

自
己
防
衛
又
は

◦
◦

◦
◦

種
族
防
衛
の
作
用
に

外
な
ら
ず
。（guenther,D

ie
Idee

der
Vergeltund.

§3

）う
ら
み恨を

以
てう

ら
み恨に

報
い
、
既
往
を

と
が咎

め
て
更

に
新
た
な
る
侵
害
を
加
う
。
そ
は

も
と素

よ
り
君
子
の
事
に
非
ず
し
て
蛮
野
のろ

う
し
ゅ
う

陋
習
な
る
が
如
し
と
雖
も
、

社
会
の
組
織
未
だそ

な
わ備ら

ず
し
て
公
権
力
の
未
だ
発
達
せ
ざ
る
時
代
に
於
て
は
、
個
人
の
生
命
、
身
体
、

財
産
の
安
固
を
保
ち
、

み
だ濫

り
に
其
生
存
の
要
件
を
侵
犯
せ
ら
る
る
こ
と
な
き
の
保
障
は
、
独
り
自
衛

的
実
力
あ
り
て
、
現
在
急
迫
の
傷
害
に
対
し
て
は
之
を
防
禦
反
撃
し
、
将
来

ゆ
う
ぐ

有
虞
の
侵
害
に
対
し
て

は
報
復
を
以
て
之
を
脅
威
警
戒
す
る
の
他
に
途
あ
る
こ
と
な
し
。

故
に
文
化
高
級
の
域
に
達
す
る
に
至
る
ま
で
は
、、　復、　讐、　は
、、　自、　己、　の、　生、　活、　の、　安、　全、　に、　危、　害、　を、　加、　う

、　る、　者、　に、　対、　す、　る、　唯、　一、　の、　制、　裁、　に、　し、　て
、、　存、　在、　競、　争、　の、　最、　要、　の、　利、　器、　な、　り
。
若
し
こ
れ
な
く
ん
ば
、
個

人
は
強
暴
者
の
た
め
。
に
害
せ
ら
れ
、
種
族
は
優
強
者
の
為
め
に
亡
ぼ
さ
れ
ん
。
若
し
原
始
民
族
に

し
て
、
右
の
頬
を
打
た
る
れ
ば
左
の
頬
を
向
く
べ
し
と
の
聖
訓
を
墨
守
す
る
が
如
き
習
俗
を
有
す
る

も
の
あ
り
し
な
ら
ば
、
其
民
族
は
必
ず
や

つ
と夙

に
他
の
亡
滅
す
る
所
と
な
り
て
、
其
種
族
は
既
に
跡
な

き
に
至
ら
ん
。

サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
曰
く
、「
社
会
の
初
期
に
あ
り
て
、
よ
く
人
の
行
為
を
抑
制
し
得
る
も
の
は
、
独
り

報
復
に
対
す
る
恐
怖
あ
る
の
み
、
し
か
も
、
報
復
は
絶
対
に
必
要
な
り
し
な
り
。
若
し
他
人
の
己
を

殴
打
創
傷
し
ま
た
は
己
の
物
を
盗
奪
す
る
に
任
せ
て

ご
う毫

も
怒
ら
ざ
る
者
あ
り
と
せ
ん
か
、
彼
は
原
始

社
会
に
於
て
は
善
良
に
過
ぎ
、
若
く
は
卑
怯
に
過
ぎ
て
、
到
底
生
存
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
べ
し
。
己
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の
妻
のは

ず
か
し

辱
め
ら
る
る
を
観
、
己
の
子
の
殺
さ
る
る
を
観
て
血
の
沸
か
ざ
る
者
は
、
後
裔
を
遺
す
こ
と

け
だ蓋

し
稀
な
り
」
と
。（Sutherand,A

zO
O

rigin
and

G
row

th
ofthe

M
oralInstinct.

II.p.161.

）

そ
れ

し
か然

り
、
原
始
社
会
に
於
て
、
己
の
生
命
を
保
ち
、
己
の
身
体
を
全
う
し
、
己
の
衣
食
住
を
得

る
は
、、　独、　り、　自、　助、　の、　法、　あ、　る、　の、　み
。
社
会
力
に
依
り
て
各
人
の
生
存
を
防
護
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
場

合
に
於
て
、
生
命
、
身
体
、
名
誉
、
自
由
、
財
産
を
保
有
す
る
は
、
自
力
に
よ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

は
自
明
の
理
な
り
。

而
し
て
、、　自、　助、　の、　法、　則、　は
、、　現、　行、　の、　侵、　害、　に、　対、　し、　て、　は、　実、　力、　反、　撥、　に、　よ、　る、　の、　他、　に、　途、　無、　く
、、　将、　来、　に

、　於、　け、　る、　侵、　害、　に、　対、　し、　て、　は
、、　他、　人、　の、　心、　裏、　に、　恐、　怖、　警、　戒、　の、　念、　を、　生、　ぜ、　し、　む、　る、　に、　如、　く、　は、　無、　し
。「
殺
す

こ
と

な
か勿

れ
」「
盗
む
こ
と

な
か勿

れ
」
の
教
義
の
人
心
を
把
持
す
る
は
、
社
会
的
徳
義
既
に
大
い
に
発
展
せ

る
後
の
事
た
り
。
殺
傷
盗
奪
を
罰
す
る
は
、
国
権
既
に
大
い
に
発
達
せ
る
後
の
事
た
り
。
原
始
社
会

に
あ
り
て
は
、
侵
害
行
為
に
対
し
て
は、　独、　り、　自、　衛、　あ、　る、　の、　み
。
復
讐
は
過
去
の
攻
撃
に
対
す
る
反
撃

に
し
て
、
ま
た
将
来
の
攻
撃
に
対
す
る
警
戒
な
り
。
復
讐
は
、
既
往
の
侵
害
に
対
し
、
こ
れ
と
同
一

又
は
類
似
の
害
悪
を
為
害
者
に
蒙
ら
し
め
て
、
怨
を

は霽
ら
し
苦
痛
を
慰
む
る
も
の
な
り
と
雖
も
、
こ

れ
と
同
時
に
他
人
の

か
ん
か
い

鑑
戒
と
な
り
、
他
人
に
警
戒
を
与
う
る
も
の
な
り
。
游
桂
が
「き

ょ
く
ら
い

曲
礼
」
に
も
父

の
讐
に
は
与
に
共
に
天
を
戴
か
ず
、
兄
弟
の
讐
に
は
兵
に

か
え反

ら
ず
、
交
遊
の
讐
に
は
国
を
同
じ
ゅ
う

せ
ず
」と
あ
る
に
註
し
て
、「、　共、　に、　天、　を、　戴、　か、　ざ、　れ、　ば、　暴、　者、　あ、　え、　て、　人、　の、　父、　母、　を、　害、　せ、　ず
、、　兵、　に、　反、　ら

、　ざ、　れ、　ば
、、　暴、　者、　あ、　え、　て、　人、　の、　兄、　弟、　を、　害、　せ、　ず
、、　国、　を、　同、　じ、　ゅ、　う、　せ、　ざ、　れ、　ば
、、　暴、　者、　あ、　え、　て、　人、　の、　交、　遊

、　を、　害、　せ、　ず
」
と
い
え
る
は
、
即
ち
復
讐
の
鑑
戒
的
豫
防
作
用
を
説
き
た
る
も
の
な
り
。（『
礼
記
義
疏
』
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巻
五
）法
治
状
態
に
あ
り
て
は
、「
人
を
殺
す
者
は
国
家
之
を
死
刑
に
処
す
」
と
の
法
律
あ
る
代
り
に
、

法
治
状
態
以
前
に
於
て
は
、「
人
を
殺
す
者
は
被
殺
者
の
親
戚
之
を
殺
す
」
と
の
習
俗
あ
り
。
一
般
人

民
に
対
し
て
警
告
を
与
う
る
に
於
て
、
二
者
相
異
る
所
あ
る
こ
と
な
し
。
故
に
、
復
讐
は
既
発
の
侵

害
に
対
し
て
は
報
復
た
り
と
雖
も
、
未
発
の
侵
害
に
対
し
て
は
豫
防
と
な
り
、
原
始
的
生
存
競
争
場

裏
に
於
て
は
、
個
体
及
び
団
体
の
存
続
発
達
に
最
も
必
要
な
る
作
用
に
属
す
る
も
の
と
す
。
こ
れ
い

ず
れ
の
社
会
に
於
て
も
、
国
権
の
機
関
備
わ
り
、
其
作
用
に
依
り
て
個
人
の
自
衛
的
制
裁
を
吸
収
す

る
に
至
る
ま
で
は
、
復
讐
を
以
て

◦
◦

美
徳
と
し
、、　君、　主
、、　父、　母
、、　兄、　弟
、、　朋、　友、　に、　対、　す、　る

◦
◦

◦
◦

◦

至
大
の
義
務

な
り
と
し
た
る

ゆ
え
ん

所
以
な
り
。

ヘ
ル
マ
ン
・
ポ
ス
ト
も
復
讐
を
存
在
競
争
の
一
現
象
と
観
た
る
も
の
の
如
し
。
彼
は
復
讐
観
念
の

基
礎
を
論
じ
て
曰
く
、「
他
人
の
為
め
に
殴
打
せ
ら
れ
又
は
傷
つ
け
ら
れ
た
る
と
き
は
、
な
る
べ
く

同
様
の
傷
害
を
以
て
之
に

む
く酬

い
ん
と
す
る
は
、
人
の
常
情
な
り
。
故
に
、、　復、　讐、　は、　人、　性、　に、　基、　く、　も、　の

、　に、　し、　て
、、　各、　人、　は、　本、　来、　復、　讐、　の、　必、　要、　を、　固、　有、　す、　る、　も、　の、　な、　り
。（
中
略
）し
か
も
、、　復、　讐、　の、　念、　は、　普、　汎

、　的、　に、　存、　す、　る、　も、　の
に
し
て
、
復
讐
は
独
り
人
類
に
対
し
て
之
を
行
う
の
み
な
ら
ず
、
知
能
に
よ
り
自

ら
制
抑
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
劣
等
動
物
若
し
く
は
無
生
物
に
対
し
て
も
之
を
行
う
こ
と
あ
り
。
ま
た

復
讐
の
念
は
、
独
り
人
類
に
限
り
之
を
有
す
る
も
の
に
非
ず
し
て
、
劣
等
動
物
も
ま
た
之
を
有
す
る

を
以
て
観
れ
ば
、

け
だ蓋

し
復
讐
は

◦
◦

◦
◦

◦

宇
宙
の
一
般

◦
◦

◦
◦

◦

法
則
が
世
界

◦的
、

◦
◦

◦
◦

◦

有
機
的
に
発

◦
◦

◦
◦

◦

現
し
た
る
も

◦
◦

◦
◦

の
に
し
て
、

◦
◦

◦
◦

人
類
が
宇
宙

◦
◦

◦
◦

◦

に
於
て
個
体

◦
◦

◦
◦

◦

と
し
て
存
す
る

◦
◦

◦
◦

◦

が
為
め
に
こ

◦
◦

◦
◦

◦

の
法
則
に
支

◦
◦

◦
◦

配
せ
ら
る
る

◦
◦

◦

も
の
な
り
。
す
べ

て
宇
宙
に
於
け
る
個
体
は
、
其
価
性
を
維
持
せ
ん
と
す
る
性
質
を
具
う
る
も
の
な
る
を
以
て
、
復
讐
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行
為
の
本
質
は
一
の
宇
宙
的
個
体
が
他
の
個
体
に
対
し
て
完
全
に
其
個
性
を
維
持
せ
ん
と
す
る
の
作

用
に
外
な
ら
ず
」
と
。（Post,B

austeine
f.

e.
allg.

R
echtw

w
issenschaft.

§40

）

、　交、　互、　的、　に、　他、　人、　の、　分、　を、　尊、　重、　し
、、　あ、　え、　て、　之、　を、　犯、　さ、　ざ、　る、　は
、、　共、　同、　生、　活、　の、　基、　本、　的、　要、　件、　な、　り
。
復

讐
は
、
人
類
社
会
的
生
活
の
初
期
に
於
て
、
原
始
的
蛮
民
に
警
戒
を
与
え
、
不
正
な
る
攻
撃
は
必
ら

ず
同
種
の
反
撃
を
招
く
べ
き
を
意
識
せ
し
め
、
彼
ら
を
し
て
互
い
に
自
らあ

い
い
ま
し

相
戒
め
て
他
人
に
侵
害
を

加
う
る
こ
と
な
き
に
至
ら
し
む
る
も
の
な
る
を
以
て
、
独
り
各
個
人
間
に
於
け
る
存
在
競
争
の
要
件

た
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
と
同
時
に
団
体
の
治
安
を
保
障
し
、
共
同
生
活
を
可
能
な
ら
し
め
、
種
族

若
く
は
団
体
の
存
続
要
件
た
り
し
な
り
。
故
に
、
社
会
的
組
織
整
備
し
、
団
体
の
公
力
を
以
て
其
団

体
を
組
成
す
る
個
体
生
存
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
を
得
る
に
至
る
ま
で
は
、
各
個
人
の
自
力
制
裁

に
依
り
て
生
命
、
財
産
其
他
の
生
存
要
件
を
充
た
す
の
他
に
途
あ
る
事
な
か
り
し
な
り
。

復
讐
は
、
独
り
個
体
が
個
体
に
対
し
て
之
を
行
う
の
み
な
ら
ず
、
団
体
も
ま
た
団
体
に
対
し
て
之

を
行
う
も
の
な
り
。
ヘ
ル
マ
ン
・
ポ
ス
ト
は
、
復
讐
の
普
遍
的
に
行
わ
る
る
は
、
自
然
律
た
る
力
あ

る
が
為
め
に
し
て
、
復
讐
を
行
わ
ざ
る
は
、
個
人
又
は
団
体
が
自
ら
其
個
性
を
滅
却
す
る
に
等
し
き

も
の
な
り
と
い
い
、（Post,B

austiene
f.

e.
allig.

R
Echtsw

issenschaft.
§40.

）コ
ー
レ
ル
が
、「
復

讐
は
法
律
歴
史
上
に
現
わ
れ
た
る
最
も
広
大
に
し
て
か
つ
最
も
顕
著
な
る
結
果
を
生
じ
た
る
制
度
の

一
な
り
」
と
い
え
る
が
如
き
、（K

ohlere,Zura
Lehre

von
den

der
B

lutgrache.

）皆
復
讐
の
一
般

的
現
象
な
る
を
説
き
た
る
も
の
に
し
て
、、　如、　何、　な、　る、　国、　民、　も、　其、　文、　化、　の、　初、　期、　に、　於、　て、　一、　た、　び、　は、　復、　讐

、　を、　以、　て、　存、　在、　競、　争、　に、　関、　す、　る、　唯、　一、　の、　保、　障、　と、　す、　る、　時、　代、　を、　経、　過、　し、　た、　る、　も、　の、　な、　り
。
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西
部
文
明
の
先
導
者
た
る
ア
ラ
ビ
ヤ
、ユ
デ
ィ
ヤ
、ギ
リ
シ
ャ
、ロ
ー
マ
を
始
め
と
し
、チ
ュ
ー
ト

ン
人
種
、ケ
ル
ト
人
種
、ス
ラ
ブ
人
種
、其
他
現
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
居
住
す
る
諸
民
族
も
、皆

か
つ嘗

て
一
た

び
は
復
讐
を
以
て
唯
一
の
制
裁
と
な
し
し
事
あ
る
は
、史
家
の
論
証
す
る
所
な
り
。（K

oenigsw
aerter,

D
eveloppem

ent
de

la
Société

H
um

aine,part
ii,chap.

i.

）東
部
文
明
の
先
駆
者
た
る
支
那
に
於
て

は
、
古
代
復
讐
を
以
て
美
徳
と
し
、
礼
典
に
於
て
之
を
臣
子
、
兄
弟
・
朋
友
の
義
務
と
せ
る
は
人
の

知
る
所
な
り
。

現
時
地
球
の
各
方
面
に
散
住
す
る
無
数
の
未
開
人
民
は
、未
だ
法
治
生
活
の
域
に
進
ま
ず
、復
讐
を

以
て
犯
害
に
対
す
る
唯
一
の
制
裁
と
し
、
之
を
以
て
被
害
者
の
遺
族
遺
友
の
最
大
義
務
な
り
と
す
る

は
、
人
類
学
者
の
斉
し
く
記
述
す
る
所
な
り
。
ス
ク
ー
ル
ク
ラ
フ
ト
が
、
北
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
の
間
に
於
て
は
、「
報
復
の
外
に
刑
罰
あ
る
を
知
ら
ず
」「
家
族
の
一
員
に
対
す
る
一
切
の
犯
害

は
他
の
家
族
に
依
り
て
復
讐
さ
る
」
と
い
い
、（Schoolcraft,Indian

Tribes
ofN

orth
A

m
eria.

I.

207,;II,131.

）が
エ
ス
キ
モ
人
に
つ
い
て
、「
若
し
殺
害
せ
ら
る
る
者
あ
る
と
き
は
、
其
最
近
親
は

其
殺
害
者
を
殺
す
」
と
い
い
、（Suthreland,A

O
rigin

and
G

row
th

ofthe
M

oralInstinct.
II.p.

162.

）ブ
レ
ッ
ト
が
ギ
ア
ナ
人
に
つ
き
て
、「
謀
殺
の
如
き
罪
の
犯
さ
る
る
こ
と
あ
る
と
き
は
、
彼
ら

は
復
讐
の
法
を
厳
守
す
」（B

rett,Indian
Tribes

ofG
uiana

o,104.

）と
い
え
る
を
始
め
と
し
、
諸

蛮
族
の
復
讐
を
以
て
犯
害
に
対
す
る
唯
一
の
制
裁
と
す
る
こ
と
を
記
せ
る
書
、
枚
挙
す
る
にい

と
ま遑あ

ら

ず
。
こ
れ

け
だ蓋

し
復
讐
は
蛮
民
間
に
於
け
る
唯
一
の
制
裁
な
れ
ば
な
り
。

之
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、復
讐
は
法
治
以
前
若
く
は
法
治
の
初
期
に
於
け
る

◦
◦

◦
◦

普
遍
現
象
に
し
て
、文
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明
諸
国
に
於
て
は
其
過
去
に
於
て
、
半
開
以
下
の
諸
民
族
に
於
て
は
其
現
在
に
於
て
存
在
し
、
人
類

共
同
生
活
の
発
達
史
上
の
初
期
に
於
て
必
ら
ず
一
た
び
は
経
過
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
社
会
進
化
の
径

路
に
当
る
も
の
な
り
。

か
く斯

の
如
く
、
復
讐
に
は
生
物
学
上
の
基
礎
あ
り
て
、
人
類
社
会
生
活
の
初
期
に
於
て
必
然
存
在
す

べ
き
普
遍
現
象
な
る
を
以
て
、
い
ず
れ
の
民
族
に
於
て
も
、
あ
る
時
代
に
於
て
は
、
之
を
人
世
の
常

経
な
り
と
し
、
之
を
倫
理
上
の
義
務
な
り
と
せ
り
。
支
那
に
於
て
、
古
来
学
者
の
復
讐
を
論
ぜ
し
も

の
に
、
往
々
こ
の
義
に

あ
た中

れ
る
も
の
あ
り
。『

だ
い
が
く
え
ん
ぎ
ほ

大
学
衍
義
補
』
にき

ゅ
う
し
ゅ
ん

丘
濬
が

復
讐
の
義
はす

な
わ乃ち

生
民

い彝
を

と秉
る
の
道
、
天
地
自
然
の
理
な
り
。

と
い
い
、

こ胡
い
ん寅

が

復
讐
は
人
の
至
情
に
因
り
て
以
て
臣
子
の
大
義
を
立
つ
る
也
。

讐
に
し
て
復
せ
ざ
れ
ば
、
人
道
滅
絶
し
、
天
理
濡
亡
す
。

と
い
い
、『
曲
礼
全
経
』
にた

ん
じ
ゃ
く
す
い

湛
若
水
が

復
讐
の
礼
何
ぞ
や
、
聖
人
人
の
情
を
伸
べ
、
恩
義
を
篤
う
し
て
、
人
倫
を
厚
う
す
る

ゆ
え
ん

所
以
な
り
。

と
い
い
、
ま
た
本
邦
に
於
て
は
蘆
徳
林（
東
山
）が

復
讐
は
天
下
の
公
道
、
古
今
の
通
義
な
り
。

と
い
え
る
が
如
き
は
、
東
洋
に
於
て
学
者
が
復
讐
を
如
何
に
観
察
し
た
る
か
を
例
示
す
る
に
足
る
べ

き
な
り
。

復
讐
義
務
の
観
念
は
生
物
の
自
保
性
に
起
因
し
た
る
も
の
な
る
こ
と
前
述
の
如
し
と
雖
も
、其
義
務
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観
念
を
維
持
し
、
一
層
之
を
強
か
ら
し
め
た
る
も
の
は
霊
魂
不
滅
の
信
念
に
あ
る
も
の
の
如
し
。
復

讐
は
、
死
者
の
同
血
族
者
又
は
之
に
準
ず
る
者
が
、
其
親
愛
し
又
は
尊
奉
す
る
者
の
殺
さ
れ
た
る
事

に
対
し
、
恨
を

は
ら霽

さ
ん
と
す
る
も
の
な
る
も
、
其
之
を
義
務
と
す
る

ゆ
え
ん

所
以
は
、
死
者
の
霊
魂
を
慰
む

る
を
以
て
遺
族
の
本
分
な
り
と
す
る
に
あ
る
も
の
頗
る
多
し
。
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
ド
人
は
、
人
の
霊

魂
は
其
死
後
に
存
し
、
人
に
殺
さ
れ
た
る
者
の
霊
魂
は
其
殺
害
者
の
血
を
以
て
報
復
せ
ら
る
る
ま
で

は
怨
恨
を
慰
せ
ら
る
る
こ
と
な
し
と
信
ず
る
を
以
て
、
復
讐
を
以
て
徳
義
上
最
も
重
大
な
る
義
務
と

為
す
と
い
う
。（H

ellw
ig,p.1̇09.

）

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ヤ
に
於
て
も
、
復
讐
の
義
務
は
宗
教
上
の
基
礎
を
有
し
、
他
人
の
為
め
に
殺
さ
れ
た

る
者
の
遺
族
が
復
讐
を
な
さ
ざ
れ
ば
、
死
者
の
崇
あ
り
と
の
迷
信
あ
り
。
こ
れ
が
為
め
に
、
復
讐
を

厳
禁
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
は
後
に
述
ぶ
る
が
如
し
。（
第
三
章
、
第
二
節
、
第
七
款
、
賠
償
の
部
参
看
）
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第
三
章
　
復
讐
の
沿
革

復
讐
な
る
社
会
的
現
象
に
つ
い
て

◦
◦

◦
◦

◦

私
力
公
権
化
の
径
路
を
解
説
せ
ん
と
な
ら
ば
、須
ら
く
先
ず
其
沿
革

を
概
括
的
に
叙
述
し
て

◦
◦

◦
◦

◦

私
力
転
化
の

◦
◦

方
向
を
指
示
し
、竟
に

◦
◦

◦

公
権
な

◦
◦

◦

る
社
会

◦
◦

◦
◦

◦

力
に
号
化
し

◦
◦

◦
◦

◦

て
法
律
を
生

◦ず
る

ゆ
え
ん

所
以
を
論
述
せ
ざ
る
可
ら
ず
。
故
に
、今
其
沿
革
を
説
く
に
当
り
て
は
、◦

◦
◦

◦
◦

先
ず
其
個
体

◦
◦

◦
◦

◦

保
存
の
私
力

◦
◦

◦
◦

◦

と
し
て
完
全

◦
◦

◦
◦

◦

に
行
わ
れ
た

◦
◦

◦
◦

◦

る
時
よ
り
始

◦め
、◦

◦
◦

◦
◦

漸
次
社
会
力

◦
◦

◦
◦

◦

に
転
化
し
て
、◦

◦
◦

◦
◦

竟
に
公
権

◦
◦

◦
◦

◦

力
を
生
ず
る

◦
◦

◦

に
至
る

◦
◦

◦
◦

ま
で
の
径
路
を
明
ら
か
に
せ
ざ
る
可
ら
ず
。我
輩
は
今
此
過
程
を
左
の
三
期
に
分
ち
て
之
を
解
説
せ
復
讐
沿
革
の
三
期

ん
と
す
。

第
一
期
復
讐
義
務
時
代

第
二
期
　
復
讐
制
限
時
代

第
三
期
　
復
讐
禁
止
時
代

第
一
期
は、　法、　律、　発、　現、　以、　前、　の、　時、　代
に
当
り
、
第
二
期
は、　法、　律、　発、　生、　の、　初、　期
に
当
り
、
第
三
期
は、　法、　律

、　完、　成、　の、　時、　代
に
当
る
。

第
一
節
　
第
一
期
、
復
讐
義
務
時
代

復
讐
の
基
礎
は
生
物
競
存
の
自
然
律
に
存
し
、
個
体
の
存
在
を
完
う
す
る
必
要
条
件
な
り
し
を
以

て
、◦

◦
◦

◦
◦

此
自
然
律
は

◦
◦

◦
◦

義
務
観
念
を

◦
◦

生
じ
、低
級
文
化
の
社
会
に
於
け
る
徳
義
観
念
に
於
て
は
、復
讐
を
以
復
讐
の
義
務

て
被
害
者
の
親
戚
及
び
同
族
人
の
至
大
な
る
義
務
と
し
、宗
教
、徳
教
も
亦
其
始
に
於
て
は
、之
を
以
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て
至
高
の
美
徳
と
す
る
に
於
て
一
致
せ
る
も
の
の
如
し
。
加
之
復
讐
の
遂
行
は
勇
気
を
要
し
、
義
の

為
め
に
死
を
顧
み
ず
、
屡
々
臥
薪
嘗
胆
の
難
苦
に
耐
え
、
数
十
年
の
後
ち
始
め
て
其
志
を
達
す
る
こ

と
有
る
も
の
な
る
を
以
て
、
社
会
が
其
被
害
者
の
遭
難
に
対
し
て
寄
す
る
同
哀
の
情
に
加
え
て
、
其

復
讐
者
の
義
勇
耐
忍
に
対
し
て
は
、斉
し
く
称
讃を
呈
す
る
を
常
と
し
、而
し
て
、其
被
害
者
遭
難
の
復
讐
に
対
す
る
称
讃

事
情
、
其
復
讐
者
報
復
の
径
路
に
は
、
幾
多
の
曲
折
あ
り
て
、
屡
々
喜
悲
の
之
に
伴
う
あ
る
を
以
て
、

後
に
至
り
て
史
伝
に
書
せ
ら
れ
、
小
説
に
作
ら
れ
、
詩
歌
に
う
た
わ
れ
、
劇
場
に
演
ぜ
ら
れ
、
義
士

孝
子
の
美
名
を
後
世
に
遺
す
に
至
る
も
の
な
り
。

◦
◦

◦
◦

◦

復
讐
は
法
律

◦
◦

◦
◦

◦

の
前
駆
な
り
。復
讐
は
其
相
互
的
警
戒
作
用
に
依
り
て
社
会
員
の
共
存
要
件
を
充
た
復
讐
義
務
時
代
よ
り

法
治
時
代
へ

す
も
の
な
る
を
以
て
、
其
普
通
に
行
わ
る
る
時
代
は
、
人
類
の
社
会
的
生
活
が、　法、　治、　時、　代、　に、　達、　す、　る

、　の、　前
に
あ
る
も
の
と
す
。
然
れ
ど
も
、
自
衛
時
代
と
法
治
時
代
と
は
必
ず
し
も
劃
然
分
境
を
為
し
て

相
継
ぐ
も
の
に
非
ざ
る
を
以
て
、
復
讐
義
務
時
代
と
法
治
時
代
と
は
先
後
相
接
ぎ
相
累
な
り
て
、
徐

ろ
に
前
者
よ
り
後
者
に
移
る
を
常
と
す
る
も
の
な
り
。
而
し
て
、、　自、　衛、　と、　法、　治、　と、　は、　交、　互、　補、　充、　を、　為

、　す
も
の
な
る
を
以
て
、
概
し
て
之
を
云
え
ば
、
復
讐
義
務
時
代
は
左
の
如
き
社
会
状
態
の
変
遷
に
伴

い
て
漸
次
法
治
時
代
に
推
移
す
る
も
の
と
す
。

一
、
公
権
未
存
の
時
代

二
、
公
権
発
生
の
時
代

三
、
公
権
確
立
の
時
代

先
ず
来
る
も
の
は
公
権
未
存
時
代な
り
。
人
類
が
群
居
し
て
共
同
生
活
を
営
む
の
初
期
よ
り
、
社
公
権
未
存
時
代
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会
的
組
織
稍
々
其
緒
に
就
き
、
共
同
生
活
に
必
要
な
る
行
為
の
規
範
は
公
権
の
制
裁
に
依
り
て
行
わ

る
る
に
至
る
ま
で
に
は
、
数
百
年
若
く
は
数
千
年
の
歳
月
を
経
る
も
の
に
し
て
、
中
に
は
社
会
的
進

化
の
竟
に
此
程
級
に
達
せ
ず
し
て
衰
滅
す
る
も
の
亦
鮮
か
ら
ざ
る
を
以
て
、、　此、　原、　始、　的、　生、　活、　状、　態、　に
原
始
生
活
に
於
け
る

対
他
自
衛
の
方
法

、　於、　け、　る、　対、　他、　自、　衛、　の、　方、　法、　は
、、　各、　自、　又、　は、　共、　同、　の、　実、　力、　に、　依、　り、　て、　侵、　害、　を、　反、　撥、　し
、、　又、　は、　之、　に、　報、　復

、　す、　る、　の、　他、　に、　途、　あ、　る、　こ、　と、　無、　し
。
此
現
象
は
吾
人
が
劣
等
動
物
に
於
て
認
む
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
亦

人
類
文
化
の
始
期
に
於
て
も
然
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
世
界
の
各
地
方
に
於
け
る
諸
蛮
族

に
し
て
、
現
時
仍
ほ
文
化
最
劣
級
に
在
る
も
の
は
、
内
は
各
個
人
の
間
に
於
て
、
外
は
比
隣
の
外
族

に
対
し
て
、
皆
な
此
実
力
的
防
禦
又
は
報
復
の
威
嚇
的
警
戒
作
用
に
依
り
て
其
存
在
を
完
う
せ
ざ
る

も
の
無
し
。
此
の
如
き
時
代
に
あ
り
て
は
、、　復、　讐、　は、　個、　人、　と、　し、　て、　も
、、　種、　族、　と、　し、　て、　も
、、　存、　在、　競、　争

、　の、　要、　件、　中、　最、　も、　重、　要、　な、　る、　も、　の、　の、　一、　な、　る、　を、　以、　て
、、　慣、　習、　上、　復、　讐、　を、　以、　て、　美、　徳、　な、　り、　と、　し
、、　一、　個、　人、　又
復
讐
は
美
徳
に
し
て

一
個
人
又
は
一
族
の

義
務

、　は、　一、　族、　の、　義、　務、　な、　り、　と、　し
、
若
し
君
父
、
兄
弟
、
族
人
の
讐
を
復
せ
ざ
る
者
あ
ら
ば
、
之
を
不
義
者

な
り
、
卑
怯
者
な
り
と
し
て
、
郷
党
之
に
歯
せ
ざ
る
に
至
る
も
の
な
り
。
故
に
、
原
始
社
会
に
於
て

は
、
復
讐
に
対
し
て
毫
も
制
限
を
加
え
ざ
る
は
勿
論
、
却
て
之
を
行
わ
ざ
る
者
に
対
し
て
社
会
的
制

裁
を
加
え
た
る
も
の
な
り
。

本
邦
の
復
讐

本
邦
に
於
て
も
、
古
来
復
讐
は
独
り
臣
子
の
重
大
な
る
義
務
な
り
と
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
之
を
遂

行
す
る
に
は
、
多
大
の
忍
耐
と
勇
気
と
を
要
す
る
を
以
て
、
武
家
時
代
に
於
て
は
、
殊
に
一
般
社
会

の
同
情
と
称
讃
と
を
博
し
、武
士
に
し
て
敵
討
を
為
す
が
為
め
に
其
主
君
に
暇
を
請
う
と
き
は
、
之
復
讐
に
対
す
る
称
讃

と
激
励

を
拒
む
こ
と
無
き
は
勿
論
、
其
出
発
に
際
し
て
、
或
は
刀
剣
を
与
え
て
之
を
激
励
し
、
或
は
金
員
を
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与
え
て
敵
を
尋
ぬ
る
間
の
旅
費
に
充
て
し
め
、
或
は
其
不
在
中
家
族
に
扶
持
を
与
え
て
後
顧
の
憂
な

か
ら
し
む
る
等
の
援
助
を
与
え
、
首
尾
よ
く
本
意
を
遂
げ
て
帰
参
す
る
と
き
は
、
旧
主
人
よ
り
は
人

を
遣
わ
し
、
紋
服
大
小
等
を
贈
り
て
華
々
し
く
迎
え
取
り
、
加
増
を
為
す
等
の
事
あ
る
を
通
例
と
せ

り
。
又
百
姓
町
人
ら
が
敵
討
を
な
す
と
き
は
、
其
領
主
よ
り
褒
美
を
与
え
、
其
孝
行
を
表
彰
す
る
等

の
事
あ
り
。
い
ず
れ
の
場
合
に
於
て
も
、
忠
臣
、
孝
子
、
義
僕
と
し
て
社
会
一
般
の
称
讃
を
受
く
る

を
常
と
せ
り
。
之
に
反
し
て
、
若
し
其
君
父
が
人
の
為
に
殺
さ
る
る
も
、
復
讐
の
志
無
き
者
あ
ら
ば
、

不
忠
不
孝
の
卑
怯
者
と
し
て
社
会
の
擯
斥
を
受
け
、
日
蔭
者
と
し
て
生
涯
を
終
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
り

し
は
勿
論
、
或
は
之
を
以
て
「
親
子
之
大
倫
」
を
弁
え
ざ
る
者
、「
士
道
　難
二　
相
　立
一　
」
き
「
不
埒
至
極
」

の
者
と
し
て
、
厳
罰
に
処
し
た
る
事
さ
え
有
り
た
る
な
り
。
既
に
然
り
。
故
に
、
当
時
は
敵
討
は
武

士
道
の
花
と
し
て
持
囃
さ
れ
、
之
を
犯
罪
と
看
倣
す
が
如
き
観
念
の
毫
も
存
せ
ざ
り
し
は
言
を
侯
た

ざ
る
所
な
り
。

神
武
天
皇
の
御
謡

本
邦
の
歴
史
に
於
て
復
讐
に
関
す
る
事
実
の
最
も
古
く
見
え
た
る
は
、
蓋
し
神
武
天
皇
が
大
和
討

伐
の
途
上
に
詠
み
出
で
給
い
し
「
み
づ
み
づ
し
久
米
の
児
等
が
」
の
御
謡
な
る
べ
し
。
初
め
天
皇
の

東
征
し
て
大
和
に
入
ら
む
と
し
給
う
や
、
長
髄
彦
之
を
孔
舎
衙
坂
に
遂
撃
し
、
皇
軍
利
有
ら
ず
、
皇

兄
五
瀬
命
矢
に
中
り
て
薨
じ
給
え
り
。
天
皇
乃
ち
策
を
定
め
、
軍
を
反
し
、
路
を
転
じ
て
紀
伊
路
を

廻
り
、
熊
野
を
経
て
吉
野
に
入
り
、
既
に
し
て
進
ん
で
長
髄
彦
の
根
拠
地
に
迫
り
、
一
挙
に
し
て
之

を
屠
ら
ん
と
し
給
う
や
、
謡
い
て
曰
く
、

み
づ
み
づ
し

ク
メ

久
米
の

コ
ラ

児
等
が

ア
ハ粟
フ生

に
は
、カ

ミ
ラ
ヒ
ト
モ
ト

韮
一
本
、

ソ
ネ

其
根
が

モ
ト茎

、
ソ
ネ
メ

其
根
芽
つ
な
ぎ
て
、
撃
ち
て
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し
や止

ま
む
。

み
づ
み
づ
し

ク
メ

久
米
の

コ
ラ

児
等
が
、

カ
キ
モ
ト

垣
下
に
植
ゑ
しハ

ジ
カ
ミ

薑
、
口
ひ
ゞ
く
、
我
れ
は
忘
れ
じ
、
撃
ち
て

し
止
ま
む
。

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
昔
孔
舎
衛
之
戦
、五
瀬
命
　中
レ　
矢
而
薨
、
天
皇
御
之
、、　常、　懐、　憤
　懟　
一(

、)

　至
二　
五
瀬
命
の
為
め
の
復

讐

此
　役
一　
也
、
意
　欲
二　
窮
　誅
一　
と
記
し
て
次
に
前
掲
の
歌
を
記
せ
り
。
蓋
し
、
前
記
「
植
ゑ
し
薑
口
ひ
ゞ
く
、

我
れ
は
忘
れ
じ
撃
ち
て
し
止
ま
む
」
の
歌
句
の
中
に
、
報
復
の
御
趣
意
を
明
か
に
認
む
る
を
得
べ
く
、

『
日
本
書
紀
通
証
』
に
も
、「
五
瀬
命
之
　臨
レ　
終
、
　慨
二　
其
　不
　一レ　　
報
、
故
天
皇
　以
二　
此
　役
一　
　為
二　
復
讐
之
　
、
軍
一　

因
　有
二　
　夷
レ　
族
之
　意
一　
」
也
と
い
え
り
。

神
武
天
皇
以
後
に
於
て
、
復
讐
の
事
実
の
最
著
名
な
る
は
、眉
輪
王
が
其
父
大
草
香
皇
子
が
安
康
眉
輪
王

天
皇
の
為
め
に
殺
さ
れ
た
る
を
怨
み
て
天
皇
を
弑
し
奉
れ
る
事
実
是
な
り
。
之
に
次
ぎ
て
、顕
宗
天
顕
宗
天
皇
と
皇
兄
意

富
祁
命

皇
が
御
父
市
辺
押
磐
皇
子
の
雄
略
天
皇
の
為
め
に
殺
さ
れ
給
い
し
を
怨
み
て
雄
略
天
皇
の
陵
を
発
か

ん
と
し
給
い
し
事
あ
り
。
此
事
に
関
し
て
は
記
紀
の
記
載
に
少
異
あ
り
て
、『
古
事
記
』
に
は
、
顕
宗

天
皇
深
く
其
父
皇
子
を
殺
し
給
い
し
大
長
谷
天
皇
（
雄
略
）
を
怨
み
、
其
霊
に
報
い
ん
が
為
め
に
御

陵
を
毀
た
ん
と
欲
し
、
之
を
皇
兄
意
富
祁
命
に
命
じ
給
い
し
か
ば
、
皇
兄
詔
を
受
け
て
自
ら
御
陵
の

傍
に
至
り
、
少
し
許
り
御
陵
の
傍
の
土
を
掘
り
、
還
り
て
御
陵
破
壊
の
事
を
諌
止
せ
ら
れ
た
り
と
し
、

『
日
本
書
紀
』
に
は
、
皇
太
子
億
計
皇
子
（
皇
兄
意
富
那
命
）
の
諫
を
嘉
納
し
給
い
て
、
始
め
よ
り
御

陵
破
壊
の
事
に
及
び
給
は
ざ
り
し
如
く
記
せ
り
。
今
、
其
何
れ
が
真
実
な
る
か
は
知
る
可
ら
ず
と
雖

も
、
此
御
陵
破
壊
の
事
に
及
び
給
わ
ざ
り
し
如
く
記
せ
り
。
今
、
其
何
れ
が
真
実
な
る
か
は
知
る
可
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ら
ず
と
雖
も
、
此
御
陵
稜
破
壊
の
事
が
復
讐
の
挙
な
り
し
事
は
、『
古
事
記
』
に
、「
天
皇
詔
之
、
　欲
レ　

　報
二　
父
王
之
　
、
仇
一　
　不
レ　
　可
レ　
　非
レ　
報
、
必
悉
　破
二　
壊
其
　
、
陵
一　
何
少
掘
乎
」
と
記
し
、
意
富
祁
命
の
之
に
対

す
る
御
詞
の
中
に
、「
唯
、
父
王
之
仇
　不
レ　
　可
レ　
　非
レ　
報
、
故
　少
二　
掘
其
陵
　辺
一　
云
々
、
と
い
い
、
又
た
『
日

本
書
紀
』
に
も
「
　志
レ　
　雪
二　
讐
　恥
一　
」
と
記
し
て
、『
曲
礼
』
及
『
檀
弓
』
の
文
を
引
用
し
た
る
に
依
り

て
も
之
を
知
る
こ
と
を
得
べ
し
。

以
上
は
、
い
ず
れ
も
皇
室
に
於
け
る
事
実
な
る
が
、
之
に
依
り
て
、
民
間
に
も
復
讐
の
広
く
行
わ

れ
た
る
を
推
測
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。
唯
だ
上
古
に
於
て
は
、
如
何
な
る
程
度
に
於
て
行
わ
れ
た
る

も
の
な
り
や
、
ま
た
如
何
に
之
を
美
徳
と
し
て
称
揚
せ
し
か
は
、
今
よ
り
之
を
確
知
す
る
こ
と
能
わ

ず
と
雖
も
、前
記
皇
兄
意
富
祁
命
の
言
に
、「
父
王
之
仇
、　不
レ　
　可
レ　
　非
レ　
報
」の
語
あ
る
に
依
り
て
見
る

も
、
当
時
復
讐
を
以
て
孝
道
の
要
求
と
す
る
の
観
念
の
存
し
た
る
は
、

ほ略
ぼ
之
を
窺
う
に
難
か
ら
ず
。

中
世
支
那
の
文
化
を
継
受
し
て
以
来
、
法
制
の
体
裁
大
い
に
備
わ
り
、「
賊
盗
律」
に
は
「
　ニ已　
殺
者
本
邦
律
の
規
定

　ス斬
レ　
　ビ及　
「
　ス
モ
ノ
ハ

殺
レ
　
　ヲ人　
　シ応
レ　
　ス死　
」
の
明
文
あ
り
。
ま
た
近
親
の
他
人
の
為
め
に
殺
害
せ
ら
れ
た
る
者
に
告

訴
の
義
務を
負
わ
し
め
、
不
告
の
罪
を
定
め
、
私
和を
罰
す
る
等
の
法
を
設
け
、
私
力
報
復
の
制
裁
告
訴
の
義
務

不
告
、
私
和
の
罪

を
収
め
て
国
家
の
法
権
中
に
帰
し
た
る
が
如
く
な
る
も
、
律
令
の
実
施
漸
く
困
難
と
な
り
、
法
権
次

第
に
弛
ぶ
に
及
び
て
は
、
復
讐
の
禁
は
到
底
其
効
力
を
保
つ
こ
と
能
わ
ざ
る
に
至
り
し
が
如
し
。
殊

に
平
安
朝
時
代
に
入
り
て
以
来
、、　死、　刑、　の、　永、　く、　廃、　止、　せ、　ら、　れ、　た、　り、　し、　一、　事、　は、　個、　人、　を、　し、　て、　私、　力、　報、　復
死
刑
の
廃
止
と
復
讐

、　を、　為、　す、　に、　立、　ち、　至、　ら、　し、　む、　る、　に、　与、　っ、　て、　大、　い、　に、　力、　有、　り、　た、　る、　も、　の、　の、　如、　し
。

奈
良
朝
以
来
仏
教
上
下
に
盛
行
し
、
慈
悲
を
先
き
と
し
、
生
を
憐
れ
む
の
思
想
次
第
に
高
ま
り
し
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結
果
、
朝
廷
に
於
て
は
、
仏
法
尊
信
の
余
り
に
国
法
に
定
め
た
る
正
当
の
刑
罰
さ
え
之
を
軽
減
宥
免

す
る
を
以
て
無
上
の
功
徳
な
り
と
為
す
に
至
れ
り
。
是
に
於
て
、大
赦
、特
赦
は
屡
々
行
わ
れ
、特
に

死
刑
囚
に
至
り
て
は
、「
絶
者
　雖
二　
更
　
、
続
一　
死
者
　不
二　
再
　生
一　
」
と
の
趣
旨
の
下
に
屡
々
恩
典
を
以
て
刑

の
執
行
を
避
け
し
め
ら
る
る
事
と
な
り
、
遂
に
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
十
三
年
に
至
り
て
、
検
非
違
使
の

議
を
納
れ
て
、
死
罪
を
犯
し
た
る
者
も
別
勅
を
以
て
死
を
免
じ
て
十
五
年
以
内
の
苦
役
を
以
て
之
に

換
え
充
つ
る
事
を
定
め
ら
る
る
に
至
れ
り
。（『
類
聚
三
代
格
』巻
二
十
、弘
仁
十
三
年
二
月
七
日
官
符
）か
く斯

の
如
く
し
て
、
爾
後
死
罪
は
永
く
廃
止
せ
ら
る
る
こ
と
と
な
り
、『
保
元
物
語
』
の
著
者
を
し
て
、
源

為
義
死
刑
の
条
に
、「
正
し
く
弘
仁
元
年
に
仲
成
を
諌
せ
ら
れ
て
よ
り
、、　帝、　王、　二、　十、　六、　代
、、　年、　記、　三、　百

、　四、　十、　七、　年、　、、　絶、　え、　た、　る、　死、　刑、　を、　申、　行、　ひ、　け、　る、　こ、　そ、　う、　た、　て、　け、　れ
」
と
記
載
せ
し
む
る
に
至
り
し
な
り
。

夫
れ

か
く斯

の
如
く
死
刑
の
廃
止
せ
ら
れ
し
事
久
し
き
に
及
べ
り
と
雖
も
、
勿
論
此
間
決
し
て
私
闘
殺

人
の
行
わ
れ
ざ
り
し
に
は
非
ず
。
此
時
代
に
於
て
は
、
政
綱
次
第
に
弛
び
、
法
権
漸
く
其
威
力
を
失

い
て
、
民
政
解
頽
し
、
社
会
の
治
安
秩
序
年
と
共
に
乱
る
る
に
至
り
、
群
盗
は
京
畿
諸
国
に
出
没
し
、

私
闘
紛
争
は
殆
ど
各
地
に
惹
起
せ
ら
る
る
の
有
様
と
な
り
、
前
に
は
天
慶
、
承
平
の
乱
あ
り
、
後
に

は
平
忠
常
の
叛
、
阿
倍
氏
、
清
原
氏
の
乱
あ
り
て
、
凡
そ
此
時
代
程
動
乱
争
闘
の
屡
々
行
わ
れ
た
る

時
代
は
多
く
其
比
を
見
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
と
す
。
而
し
て
、
此
間
に
於
け
る5

私
戦
、
私
闘
に
於
て
、

自
力
報
復
の
多
く
行
わ
れ
た
る
べ
き
は
、
何
人
も
極
め
て
容
易
に
看
取
し
得
る
と
こ
ろ
な
り
と
謂
わ

ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
、
而
も
史
伝
に
載
す
る
と
こ
ろ
其
例
甚
だ
多
か
ら
ず
。
就
中
平
貞
盛
の
平
将
門

に
対
す
る
報
復
戦
、
及
び
『
今
昔
物
語
』
に
載
せ
た
る
平
兼
忠
の
従
士
某
が
、

か
つ嘗

て
其
父
を
殺
し
た
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る
平
維
茂
の
郎
党
太
　ノ郎　
介
を
討
ち
た
る
が
如
き
、
或
は
『
本
朝
世
紀
』
に
載
せ
た
る
近
江
国
住
人
能

末
九
辨
が
其
父
の
讐
な
る
右
兵
衛
少
尉
源
重
俊
を
三
條
河
原
の
辺
に
討
ち
た
るが
如
き
は
、
最
も
著
武
家
時
代
に
於
け
る

復
讎
の
盛
行

名
な
る
も
の
と
す
。
爾
来
武
家
政
治
の
時
代
に
至
り
て
は
、
尚
武
の
風
と
相
待
っ
て
、
倍
々
盛
ん
に

行
わ
れ
し
が
、
明
治
維
新
の
後
ち
に
至
り
て
、
始
め
て
法
律
を
以
て
之
を
厳
禁す
る
に
至
れ
り
。

明
治
維
新
後
の
禁
止

か
く斯

の
如
く
本
邦
に
於
て
は
、復
讐
の
習
俗
が
殆
ん
ど
世
界
無
比
な
る
長
き
歴
史
を
有
し
、人
民
が
文

化
高
等
の
域
に
達
し
た
る
後
ち
に
至
る
ま
で
継
続
し
た
る
は
、
主
と
し
て
中
世
以
来
次
の
三
原
因の
復
讐
の
長
く
行
わ
れ

た
る
三
原
因

存
し
た
る
に
よ
る
。

　
第
一
　
武
士
道

　
第
二
　
儒
教

　
第
三
　
封
建
制

第
一
　
武
　
士
　
道

第
一
、
武
士
道

◦
◦

◦
◦

◦

復
讐
は
勇
気

◦
◦

◦
◦

◦

を
要
す
る
徳

◦
◦

◦

行
な
り
。
人
の
為
め
に
君
父
を
殺
さ
れ
た
る
者
が
、
追
慕
憤
怨
の
情
に

勝
え
ず
、
仮
令
い
其
仇
窮
荒
絶
域
に
在
る
も
、
必
ら
ず
之
を
尋
探
し
て
之
を
殺
し
、
以
て
君
父
の
怨

を
釈
か
ん
と
す
。

も
と素

よ
り
生
を
欲
せ
ず
、
一
死
以
て
君
父
の
恩
に
報
ぜ
ん
と
す
る
忠
孝
の
至
誠
に
出

ず
る
も
の
な
る
を
以
て
、
武
士
的
道
徳の
盛
ん
な
る
時
代
に
於
て
は
、
之
を
以
て
臣
子
の
最
大
の
義
復
讐
は
武
士
道
に
於

け
る
臣
下
の
最
大
の

義
務

務
な
り
と
し
、
此
義
務
を
行
う
者
は
忠
臣
と
し
孝
子
と
し
て
美
名
を
史
乗
に
垂
れ
、
之
に
反
し
て
此

義
務
を
行
わ
ざ
る
者
は
卑
怯
者
と
し
悖
徳
者
と
し
て
、
社
会
の
擯
斥
を
受
け
た
る
の
み
な
ら
ず
、
主

君
は
其
家
臣
の
復
讐
を
行
わ
ざ
る
者
に
対
し
て
、
其
悖
徳
未
練
を
責
め
て
之
を
厳
罰
に
処
し
た
る
事
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さ
え
あ
り
。
慶
応
元
年
、
富
山
藩
の
重
臣
山
田
嘉
膳
が
同
藩
士
島
田
勝
摩
の
為
め
に
殺
害
せ
ら
れ
し

時
、
其
子
鹿
之
助
及
び
璩
馬
の
両
人
、
復
讐
の
申
立
に
及
ば
ざ
り
し
か
ば
、
之
を
罰
し
て
、
其
邸
宅

家
財
を
没
収
し
、
一
家
離
散
を
命
じ
、
両
人
を
追
放
に
処
し
た
る
事
あ
り
。
其
申
渡
書
に
曰
く
、

山
田
鹿
之
助

右
父
嘉
膳
、去
秋
殺
害
　被
レ　
　及
二　
殺
害
　に
一　
候
節
、、　復、　讐、　の、　申、　立、　も
　、　可
レ　
　、　有
レ　、　之、　処
、、　其、　儀
　、　無
レ　、　之
、◦

◦

士
道

　◦難
二　

◦相
　◦立
一　

◦段
、◦

◦
◦

◦
◦

未
練
之
心
底

◦
◦

◦
◦

不
埒
至
極
に
思
召
候
。
　依
レ　
之、　山、　越
　、　被
二　、　仰
　、　付
一　
旨
　被
二　
仰
　出
一　
候
、右

之
通
　可
二　
申
　渡
一　
候
以
上
。

　
　
　
丑
二
月
廿
九
日

寄
　
合
　
所

　
　
　
　
　
浦
山
権
兵
衛
殿
、

　
　
　
　
　
　
池
田
宗
右
衛
殿

―――
―――
―――
―――

今
度
山
田
嘉
膳、　家、　屋、　敷、　家、　財、　等
　被
二　
召
　
、
上
一　
、　家、　内、　之、　者、　共、　近、　類
、　江
、　引、　取、　置
、、　家、　中、　の、　者
、、　早、　早、　離

、　散、　之、　様
　、　可
レ　
　、　被
二　、　申
　、　渡
一　、　候、　事
。

　
　
　
丑
二
月
廿
九
日

―――
―――
―――
―――

鹿
之
助
弟

定
地
　
璩
馬

右
実
父
山
田
嘉
膳
、去
秋
殺
害
　被
レ　
候
節
、養
父
弥
源
太
在
候
儀
　乍
レ　
申
、◦

◦
◦

◦

親
子
之
大

◦倫
、◦

◦
◦

◦
◦

復
讐
之
申
立
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◦も

　◦無
レ　

◦之
、

◦
◦

士
道
　◦不
レ　

◦
◦

◦

叶
心
得
、

◦
◦

◦
◦

不
埒
至
極
思
召
候
。
　依
レ　
之、　山、　越
　、　被
二　、　仰
　
、
、　付

一　
、　候

。

　
　
　
丑
二
月
廿
九
日

寄
合
所
　
　
　

　
　
　
　
堀
江
権
馬
殿

以
て
復
讐
の
如
何
に
重
ぜ
ら
れ
た
る
か
を
見
る
べ
き
な
り
。（『
史
学
雑
誌
』第
拾
四
編
第
拾
弐
号
、平

出
鑑
次
郎
氏
「
敵
討
に
つ
い
て
」
参
照
）、

故
に
本
邦
に
於
て
は
、
古
来
正
史
、
野
史
、
小
説
、
謡
曲
、
演
劇
、
講
談
、
俚
謡
等
に
至
る
ま
で
、

敵
討
に
関
す
る
も
の
最
も
多
く
、
平
貞
盛
が
平
将
門
を
討
ち
、
源
頼
朝
が
長
田
忠
致
を
誅
し
た
る
を

始
め
と
し
、曾
我
兄
弟
の
敵
討
、日
野
阿
新
丸
の
敵
討
、伊
賀
越
の
敵
討
、赤
穂
義
士
の
敵
討
等
、美

談
と
し
て
人
口
に
膾
炙
す
る
も
の
最
も
多
く
、
就
中
曾
我
兄
弟
の
敵
討の
如
き
は
、
富
士
の
裾
野
に
曾
我
兄
弟
の
敵
討

於
け
る
将
軍
の
狩
場
に
於
て
本
望
を
達
し
、
兄
弟
と
も
に
孝
義
に
死
し
た
る
が
如
き
、
最
も
華
々
し

き
事
蹟
な
る
を
以
て
、
深
く
人
心
を
刺
戟
し
、『
東
鑑
』
に
詳
記
せ
ら
れ
た
る
外
、
室
町
時
代
に
作
ら

れ
た
る
『
曾
我
物
語
』
な
る
小
説
は
、
本
邦
文
学
史
上
の
古
典
た
る
に
至
り
、
其
他
曾
我
兄
弟
の
事

蹟
を
題
材
と
し
て
作
り
た
る
謡
曲
に「
小
袖
曾
我
」「
調
伏
曾
我
」「
元
服
曾
我
」「
切
兼
曾
我
」「
夜
討

曾
我
」「
禅
師
曾
我
」
等
あ
り
。
殊
に
演
劇
に
於
て
は
、
曾
我
兄
弟
敵
討
に
関
す
る
も
の
其
数
殆
ど
枚

挙
す
る
遑
あ
ら
ず
。
式
亭
三
馬
の
『
劇
場
訓
蒙
図
彙
』
に
も
、「
も
ち
ろ
ん
は
る
狂
言
は
曾
我
も
の
が

た
り
を
吉
例と
す
る
な
り
」
と
あ
る
如
く
、
毎
年
の
始
め
に
於
て
曾
我
に
関
す
る
劇
を
上
場
し
、
劇
春
狂
言
は
曽
我
物
語

を
吉
例
と
す

場
内
に
曾
我
の
神
輿
を
祭
り
、
夜
討
の
当
日
な
る
五
月
二
十
八
日
に
は
、
場
内
に
於
て
盛
ん
な
る
曾

我
祭
を
執
行
す
る
を
例
と
せ
り
。
現
今（
本
稿
執
筆
当
時
）に
於
て
も
、
な
お
年
題
に
曾
我
劇
を
上
場
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す
る
も
の
多
き
に
居
る
。
是
等
の
事
実
に
依
り
て
観
る
も
、
復
讐
な
る
事
実
が
如
何
に
我
国
民
の
道

義
的
称
讃
を
博
し
、
数
百
年
の
後
に
至
る
ま
で
人
心
を
感
動
す
る
こ
と
深
か
り
し
か
を
推
測
す
る
に

難
か
ら
ざ
る
な
り
。

ま
た
赤
穂
義
士
の
復
讐M

P

赤
穂
義
士
の
復
讐
の
如
き
は
、
実
に
本
邦
武
士
道
の
精
華
と
称
せ
ら

れ
、
義
士
の
名
は
殆
ど
大
石
良
雄
ら
四
十
余
人
の
専
称
と
な
り
、
之
に
関
す
る
書
の
出
ず
る
こ
と
数

百
を
以
て
算
し
、
之
を
仕
組
み
た
る
演
劇
も
亦
数
百
種
に
上
り
、「
忠
臣
蔵
」
の
劇
は
「
芝
居
道
の
独

参
湯」
と
称
せ
ら
れ
、
一
た
び
之
を
場
に
上
す
と
き
は
、
観
客
常
に
場
に
満
ち
て
忽
ち
不
景
気
を
挽
忠
臣
蔵
は
芝
居
道
の

独
参
湯

回
す
と
い
い
、「
義
士
銘
々
伝
」
等
は
「
講
釈
師
の
米
櫃
」
と
称
せ
ら
れ
、
泉
岳
寺
の
墓
地
は
今
日
に

至
る
ま
で
常
に
香
華
を
絶
た
ざ
る
等
に
依
り
て
も
、
国
民
一
般
が
如
何
に
良
雄
等
を
崇
敬
し
た
る
か

を
知
る
に
足
る
べ
く
、
明
治
天
皇
登
極
の
元
年
十
一
月
東
京
に
行
幸
あ
ら
せ
ら
れ
、
鳳
賛
高
輪
通
御

の
際
、
特
に
勅
使
を
泉
岳
寺
に
差
遣
わ
さ
れ
て
良
雄
等
に
賜
い
た
る
勅
語
に
も
、「
百
世
の
下
、
人
を

し
て
感
奮
興
起
せ
し
む」
と
仰
せ
出
さ
れ
た
り
。
其
他
、
院
本
中
に
も
、「
伊
賀
越
乗
掛
合
羽
」[

伊
賀
人
口
に
膾
炙
し
た
る

敵
討

越
道
中
双
六
」「
花
上
野
誉
石
碑
」「
加
賀
見
山
旧
錦
絵
」「
碁
太
平
記
白
石
噺
」「
彦
山
権
現
盟
助
剣
」

「
天
下
茶
屋
敵
討
」「
道
中
亀
山
噺
」「
箱
根
霊
験
躄
仇
討
」「
敵
討
繿
縷
錦
」等
の
如
き
最
も
人
口
に
膾

炙
す
る
も
の
を
始
め
と
し
、
其
数
殆
ど
枚
挙
す
る
に
遑
あ
ら
ず
。
野
史
、
小
説
類
に
於
て
も
亦
然
り
。

以
て
本
邦
武
家
時
代
に
於
て
如
何
に
復
讐
が
世
人
一
般
に
尊
崇
さ
れ
た
る
か
を
知
る
に
足
る
べ
し
。

第
二
　
儒
教

第
二
、
儒
教

支
那
の
礼
教
が
復
讐
を
臣
子
、
兄
弟
、
朋
友
の
義
務
と
せ
る
は
、
前
に
述
べ
た
る
が
如
し
。
彼
の
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「
曲
礼
」
の
「

◦
◦

◦
◦

◦

父
の
讐
は
与
に

◦
◦

◦
◦

◦

共
に
天
を
戴

◦
◦

か
ず
」
の
語は
、
何
人
も
之
を
知
り
之
を
唱
え
た
る
教
義
曲
礼
及
び
檀
弓
の
語

と
復
讐
の
道
徳
的
基

礎

に
し
て
、
儒
教
伝
来
の
後
は
、
本
邦
固
有
の
復
讐
観
念
に
対
し
て
も
亦
道
徳
的
基
礎
を
与
え
た
る
も

の
の
如
し
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、
前
に
挙
げ
た
る
雄
略
天
皇
の
御
陵
破
壊
の
事
に
関
す
る
顕
宗
天
皇

の
詔
中
に
、「
曲
礼
」
の
「
父
之
讐
　二不
与　
共
　戴
　一レ　　
天
」
云
々
の
語
、
及
「
檀
弓
」
の
「
　居
二　
父
母
之
　
、
讐
一　
苫

　枕
レ　
干
　不
レ　
仕
」
云
々
の
語
を
引
き
給
い
し
如
く
記
せ
り
。
こ
れ
或
は
修
史
家
の
潤
色
に
出
で
た
る
も

の
な
る
や
も
知
る
可
ら
ず
と
雖
も
、
当
時
既
に
是
等
の
教
義
が
復
讐
の
道
徳
的
基
礎
と
し
て
唱
え
ら

れ
た
る
を
知
る
に
足
る
べ
き
な
り

第
三
　
封
建
制

第
三
封
建
制

◦
◦

◦
◦

◦

私
力
制
裁
は

◦
◦

◦
◦

◦

法
権
の
存
せ

◦
◦

◦
◦

◦
ざ
る
所
に
存

◦し
、

◦
◦

◦
◦

◦

法
権
の
行
わ

◦
◦

◦
◦

◦

れ
ざ
る
所
に

◦
◦

◦

行
わ
る
。
文
化
既
に
高
級

の
域
に
達
し
、法
権既
に
確
立
す
る
の
後
と
雖
も
、一
国
内
に
数
多
の
独
立
法
域
有
り
て

◦
◦

◦
◦

◦

法
権
統
一
せ
法
権
の
不
統
一
と
復

讎

◦ず
、
又
は
数
多
の
小
国
併
立
す
る
が
為
め
に
狭
隆
な
る
法
域
其
境
を
接
す
る
場
合
に
於
て
は
、
犯
罪

者
は
直
ち
に
他
の
法
域
内
に
逃
れ
て
、
容
易
く
逮
捕
処
刑
を
免
る
る
こ
と
を
得
べ
き
を
以
て
、
法
治

生
活
の
時
代
に
於
て
も
、
報
復
者
は
法
の
制
裁
を
恃
む
能
わ
ず
、
勢
い
其
仇
人
を
他
郷
に
追
躡
し
て

之
を
討
た
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
も
の
な
り
。

本
邦
に
於
て
も
、
中
世
以
前
に
於
て
は
、
民
間
に
於
け
る
復
讐
に
関
す
る
記
録
、
伝
説
は
多
く
存

せ
ず
と
雖
も
、
之
を
国
史
に
載
せ
た
る
皇
室
の
事
実
に
依
り
、
民
間
に
於
て
も
亦
必
ず
行
わ
れ
た
る

も
の
と
推
測
す
る
こ
と
を
得
べ
く
、
又
後
に
記
す
如
く
、
中
世
に
於
け
る
律
の
残
篇
に
も
、
擅
殺
律

の
存
す
る
こ
と
無
し
。
武
家
執
政
の
時
代
に
及
ん
で
は
、
武
を
尚
び
勇
を
競
う
の
風
盛
な
り
し
為
め
、
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闘
争
殺
傷
は
普
通
の
事
と
な
り
、
殊
に
曾
我
兄
弟
の
事
あ
り
て
後
は
、
復
讐
は
最
も
称
讃
せ
ら
れ
て
、

頻
々
行
わ
れ
た
る
も
の
の
如
く
、歴
史
上
有
名
な
る
事
例
を
続
出
せ
り
。
徳
川
氏
の
時
に
至
り
て
、治

平
に
復
し
た
る
も
、
諸
侯
の
領
地
各
法
権
を
異
に
し
た
る
を
以
て
、
人
を
殺
し
た
る
者
は
往
々
他
領

に
逃
れ
、
孝
子
、
義
僕
は
之
を
追
跡
し
て
怨
を
報
い
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
至
れ
り
。
是
れ
本
邦
に
於

て
文
化
既
に
高
等
の
域
に
進
み
、
法
制
既
に
備
わ
り
た
る
後
に
於
て
も
、
復
讐
は
武
士
道
の
盛
行
に

伴
わ
れ
て
永
く
存
し
、
維
新
後
法
権
統
一
せ
ら
る
る
に
至
り
て、
始
め
て
其
跡
を
歛
む
る
に
至
れ
る
復
讐
存
続
の
理
由

が
如
き
最
も
長
き
復
讐
の
歴
史
を
有
す
る

ゆ
え
ん

所
以
な
り
。

第
一
款
　
復
讐
義
務
者

他
人
よ
り
襲
撃
を
受
け
た
る
者
は
、
自
ら
之
を
遂
撃
し
て
其
身
を
全
う
す
べ
し
と
雖
も
、
若
し
其

力
足
ら
ず
し
て
創
傷
を
蒙
る
と
き
は
、他
日
自
ら
其
仇
敵
を
反
撃
し
て
、怨
を
雪
ぎ
憤
を
霽
ら
す
に
至

ら
む
。
然
れ
ど
も
、若
し
其
者
に
し
て
殺
害
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
、最
も
悲
憤
の
情
に
耐
え
ざ
る
者
は
、

其
親
子
兄
弟
の
如
き
最
近
親
な
る
べ
き
を
以
て
、
彼
ら
は
必
ず
起
っ
て
其
殺
害
者
を
斃
し
て
其
怨
恨

を
釈
く
べ
く
、ま
た
傷
害
を
受
け
た
る
者
が
独
力
反
撃
を
為
す
能
わ
ざ
る
場
合
に
於
て
も
、最
近
親を
自
然
義
務
者
は
最
近

親
な
り

率
い
て
仇
に
赴
き
馬
又
は
最
近
親
を
し
て
仇
を
復
せ
し
む
る
は
人
の
常
情
な
り
。
故
に、　最、　初、　の、　復、　讐

、　者、　は、　親、　子、　兄、　弟、　の、　如、　き、　最、　近、　親
に
し
て
、
彼
ら
は

◦
◦

◦
◦

◦

復
讐
の
自
然

◦
◦

◦

義
務
者
に
し
て
且
つ

◦
◦

◦
◦

◦

第
一
義
務
者
と

も
称
す
べ
き
者
な
り
。

然
れ
ど
も
、、　原、　始、　社、　会、　に、　於、　て、　復、　讐、　の、　義、　務、　が、　慣、　習、　と、　し、　て、　公、　認、　せ、　ら、　る、　る、　に、　至、　る、　の、　始、　め、　は
、、　概
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、　ね、　団、　体、　義、　務、　な、　る、　が、　如、　し
。
原
始
的
社
会
は
血
族
団
体
な
る
を
以
て
、
同
血
統
に
属
す
る
者
が
殺
害
団
体
義
務

せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
、
最
近
親
以
外
の
血
族
も
共
に
其
族
人
の
害
せ
ら
れ
た
る
を
怒
り
、
独

り
被
害
者
に
同
情
す
る
の
み
な
ら
ず
、
之
を
以
て、　一、　族、　に、　対、　す、　る、　凌、　辱、　と、　為、　し
、
共
に
起
っ
て
報
復

を
為
さ
ん
と
す
る
は
自
然
の
勢
な
り
。
之
を
以
て
、
復
讐
者
の
範
囲
は
必
ず
し
も
最
近
親
の
み
に
局

限
せ
ら
れ
ず
、
竟
に

◦
◦

◦
◦

◦

同
血
族
者
全

◦
◦

◦

体
を
以

◦
◦

◦
◦

◦

て
復
讐
義
務

◦者◦
◦

◦
◦

と
為
す
の

◦
◦

◦
◦

◦

慣
習
を
生
ず

◦
◦

◦
◦

◦

る
に
至
れ
り
。

同
血
族
者
全
体
は
復

讐
義
務
者

数
個
の
民
族
団
体
が
併
立
し
て
相
敵
視
す
る
場
合
に
於
て
は
、
若
し
各
団
体
間
の
関
係
が
他
事
に

し
て
同
一
な
り
と
仮
定
す
れ
ば
、
団
員
の
勇
気
の
最
も
優
り
た
る
団
体
は
、
常
に
勇
気
の
劣
り
た
る

団
体
を
圧
迫
し
、
竟
に
之
を
滅
ぼ
し
て
遺
存
者
た
る
に
至
る
は
必
然
の
勢
な
り
。
若
し
団
体
員
の
勇

気
に
し
て
同
等
な
り
と
仮
定
す
れ
ば
、
其
団
体
員
の
比
較
的
多
数
な
る
も
の
は
、
必
ず
其
少
数
な
る

も
の
を
圧
服
し
て
勝
者
た
る
べ
き
も
ま
た
自
明
の
理
な
り
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
云
え
る
如
く、
今
茲
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
説

相
敵
視
す
る
甲
乙
の
原
始
的
二
民
族
あ
り
、
甲
民
族
は
、
其
族
員
の
殺
害
せ
ら
る
る
者
あ
る
も
之
を

寛
仮
し
て
必
ず
し
も
追
究
報
復
す
る
こ
と
無
く
、
乙
民
族
は
之
に
反
し
、
必
ず
之
が
復
讐
を
為
し
て

其
怨
恨
に
報
ゆ
る
も
の
あ
ら
ん
か
、
甲
民
族
は
常
に
乙
民
族
の
為
め
に
軽
侮
せ
ら
れ
、
侵
略
せ
ら
れ

て
、竟
に
衰
滅
す
る
に
至
る
か
、又
は
他
の
不
利
な
る
住
地
に
駆
逐
せ
ら
る
る
に
至
ら
ん
。
故
に
、原

始
社
会
に
於
て
は
、

◦
◦

◦
◦

◦

不
恕
者
遺
存K

K
“survivalofthe

unforgiving”

の
理
あ
り
と
。（Spencer,

Principle
ofSociology,§560.

）

夫
れ

し
か然

り
。
故
に
一
族
員
が
他
族
人
の
為
め
に
殺
害
せ
ら
る
れ
ば
、
其
種
族
は
計
数
上
一
人
の、　実

、　力、　を、　失、　い
、
そ
れ
丈
け
生
存
競
争
上
不
利
の
地
位
に
立
つ
の
み
な
ら
ず
、
若
し
之
を
寛
仮
し
て
不
問
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に
附
す
る
と
き
は
、
劣
弱
者
と
し
て
軽
侮
せ
ら
れ
、
之
が
為
め
に、　対、　他、　的、　威、　厳、　を、　減、　殺、　す
る
も
の
な

る
を
以
て
、、　原、　始、　的、　団、　体、　に、　於、　て
、、　一、　員、　害、　に、　遭、　う、　と、　き、　は、　全、　族、　復、　讐、　の、　義、　務、　を、　負、　う、　も、　の、　と、　す、　る

、　は
、、　蓋、　し、　当、　然、　の、　事、　た、　り
。
又
其
復
讐
の
対
手
た
る
殺
害
者
を
出
し
た
る
団
体
に
於
て
も
、
復
讐
の
実
力
均
衡
と
復
讐
者

の
全
族
義
務

為
め
に
其
団
員
を
失
う
は
、
等
し
く、　団、　体、　の、　存、　在、　能、　力、　に、　影、　響、　を、　及、　ぼ、　す
も
の
な
る
を
以
て
、
其
殺

害
者
が
報
復
の
危
害
を
受
く
る
も、
之
を
放
任
し
て
顧
み
ざ
る
が
如
き
事
な
く
、、　全、　族、　其、　危、　難、　に、　赴
被
復
讐
者
の
全
族
義

務

、　く、　を、　常、　と、　す
。
族
人
が
他
族
の
者
を
殺
し
た
る
場
合
に
於
て
、
同
族
人
が
其
殺
害
を
正
当
な
り
と
す

る
と
き
は
勿
論
、
縦
令
い
之
を
不
正
な
り
と
な
す
と
き
と
雖
も
、
其
同
族
間
に
於
て
非
議
擯
斥
せ
ら

る
れ
ば
兎
も
角
、
然
ら
ざ
る
限
り
は
、
苟
も
他
族
に
対
し
て
其
者
を
引
渡
し
、
又
は
之
を
他
族
の
殺

鐵
に
委
す
る
が
如
き
は
、
同
族
の
恥
辱
と
し
て
決
し
て
之
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
も
の
と
す
。
謂
わ
ゆ
る
兄

弟
牆
に
鬩
ぐ
も
外
其
侮
を
禦
ぐ
も
の
に
し
て
、
全
族
殺
害
者
を
庇
護
し
て
、
其
復
讐
に
応
戦
す
る
も

の
な
り
。
只
其
殺
害
の
行
為
が
漬
神
的
な
る
か
、
又
は
最
も
卑
劣
に
し
て
神
人
倶
に
容
れ
ざ
る
如
き

大
悪
行
な
る
と
き
に
限
り
、
族
人
は
之
に
歯
す
る
を
潔
し
と
せ
ず
、

◦
◦

除
族
し
て
之
を
追
放
す
る
こ
と

あ
る
の
み
。
苟
も
族
人
た
る
間
は
、
善
か
れ
悪
し
か
れ
こ
れ
を
援
護
し
、
共
に
兵
を
執
っ
て
復
讐
に

対
抗
す
る
も
の
な
り
。
故
に
復
讐
の
場
合
に
於
て
は
、
討
手
を
助
く
る
全
族
の
義
務
と
、
相
手
を
救

う
全
族
の
責
任
と
、
両
々
対
立
し
て

◦
◦

族
戦（fend

）を
生
ず
る
に
至
る
も
の
な
り
。

族
戦

此
の
如
く
、相
互
扶
助は
種
族
保
存
の
要
件
に
し
て
社
会
生
活
の
基
礎
な
る
を
以
て
、苟
も
人
類
が
相
互
扶
助

群
居
し
て
共
同
生
活
を
営
む
に
至
る
と
き
は
、
禍
福
を
共
に
し
吉
凶
相
慶
弔
す
る
に
至
る
べ
き
な
り
。

原
始
社
会
に
於
て
、人
の
犯
害
行
為
に
対
し
て
全
族
が
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
せ
る
は
、此
相
互
扶
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助
の
一
現
象
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
。
故
に、　復、　讐、　の、　原、　始、　状、　態、　は、　団、　体、　的、　に、　し、　て
、K

N
N

N
N

N

復
讐

義
務M

P

発
動
的
全
族

◦
◦

◦
◦

◦

は
全
族
員
之

◦
◦

◦

を
負
い
、

◦
◦

◦
◦

◦

復
讐
対
抗
義

◦
◦

◦
◦

◦

務
も
斉
し
く

◦
◦

◦

全
族
員◦

◦

之
を

◦
◦

◦
◦

◦

負
う
も
の
と
受
動
的
全
族
義
務

◦
◦

せ
り
。

復
讐
の
発
働
的
受
働
的
主
体
は
、
原
始
的
社
会
に
於
て
は

◦
◦

◦
◦

血
族
団
体全
部
な
り
し
こ
と
前
述
の
如
血
族
団
体
の
義
務

し
。
現
時
に
於
て
も
、
仍
お
此
原
始
状
態
を
存
す
る
民
族
尠
し
と
せ
ず
。
例
え
ば
、
コ
ー
カ
サ
ス
地

方
の
中
部
に
住
す
る
オ
セ
ッ
ト
人（O

sseten

）は
、
同
氏
族
の
一
人
の
殺
害
に
対
し
、
同
姓
者
全
員
が

殺
害
者
及
び
其
親
族
に
対
し
て
復
讐
義
務
を
負
う
も
の
な
り
と
し
、（H

axhausen,Transkaukasina,

II.26.

）サ
ー
カ
シ
ヤ
人（Tscharkessen

）及
び
ブ
ラ
ジ
ル
、
イ
ン
ド
人
も
血
族
全
体
に
復
讐
義
務
あ

り
と
し
、（Pallas,R

eise
duerch

verschiedenen
Provinzen

des
russ.

R
eichs,ii.

387,;m
artius,

R
echtszustande

unter
den

Einw
ohnern

B
razxiliens,74.

）
古
代
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
於
て
も
、血

族
を
以
て
社
会
の
基
礎
と
し
、
土
地
も
共
同
に
所
有
し
、
個
人
の
犯
行
に
対
し
て
全
族
責
任
あ
る
も

の
と
せ
り
。（C

herry,T
he

G
row

th
ofC

rim
inalLaw

in
A

ncient
C

om
m

unitiew
.

p.
20.

）

猶
太
人
間
に
は
古
来

◦
◦

◦
◦

対
当
報
復、　の、　習、　俗（lex

talionis

）、　存、　し
、、　反、　撃、　は、　抗、　撃、　に、　同、　じ、　か、　る、　べ、　き、　も、　の
対
当
報
復
の
習
俗

と
す
る
の
教
義
行
わ
れ
た
る
を
以
て
、、　死、　に、　報、　ゆ、　る、　に、　死、　を、　以、　て、　す、　る、　を、　神、　聖、　な、　る、　義、　務、　と、　し
、
之

を

◦
◦

血
報と
称
し
、
之
を
怠
る
は
生
涯
拭
う
可
ら
ざ
る
汚
辱
と
せ
り
。「
出
埃
及
記
」
第
二
十
一
章
に
、
血
報

二
三
、若
し
害
あ
る
時
は
生
命
に
て
生
命
を
償
い
、
二
四
、目
に
て
目
を
償
い
、歯
に
て
歯
を
償
い
、

手
に
て
手
を
償
い
、
足
に
て
足
を
償
い
、
二
五
、や
き烙

に
て
烙
を
償
い
、
傷
に
て
傷
を
償
い
、
打
傷

に
て
打
傷
を
償
う
べ
し
。（「

レ
ビ

利
未
記
」
第
二
十
四
章
、
第
十
九
、
二
十
節
参
照
）
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と
あ
り
、
又

一
二
、人
を
撃
て
死
し
め
た
る
者
は
必
ず
殺
さ
る
べ
し
。

と
あ
り
、而
し
て
、同
人
種
中
に、　血、　族、　共、　同、　復、　讐の
習
俗
あ
り
た
る
は
、「

サ
ム
エ
ル

撒
母
耳
後
書
」第
十
四
章
に
、
血
族
共
同
復
讐

五
、王お
ん
な婦に

い
い
け
る
は
、
何
事
な
る
や
。
婦
い
い
け
る
は
、
我
は
実
に
寡
婦
に
し
て
、
わ
が

夫
は
死
り
。
六
、つ
か
い
め

仕
女
に
二
人
の
子
あ
り
、
倶
に
野
に
争
い
し
が
、
誰
も
か
れ
ら
を

ひ
き排
わ
く
る解

も
の

な
き
に
よ
り
、こ

れ此
遂
に
彼
を
撃
て
殺
せ
り
。
七
、是
に
於
て
視
よ、　全、　家
仕
女
に
逼
り
て
い
う
、其

兄
弟
を
撃
殺
し
た
る
者
を

わ
た付

せ
、
我
ら
か
れ
を
そ
の
殺
し
た
る
兄
弟
の

い
の
ち

生
命
の
為
め
に
殺
さ
ん
。

と
あ
る
に
依
り
て
知
る
こ
と
を
得
べ
し
。

復
讐
の
義
務
は
血
統
に
基
く
も
の
な
る
を
以
て
、
原
始
社
会
に
於
て
母
系
親の
み
を
認
む
る
時
代
母
系
親
の
義
務

に
於
て
は
、
復
讐
義
務
者
ば
同
母
兄
弟
、
母
方
の
従
兄
弟
姉
妹
及
び
母
方
の
兄
弟
姉
妹
の
子
等
な
り
。

復
讐
に
対
す
る
責
任
亦

し
か然

り
。
ア
フ
リ
カ
の
蛮
族
バ
リ
ヤ
人
、
バ
ー
ゼ
ン
人
中
に
は
、
今
尚
お
女
系

親
の
復
讐
義
務
を
存
せ
り
。
父
系
親
時
代
に
移
る
に
及
ん
で
は
、
男
系
の
親
族
代
り
て
復
讐
の
当
事

者
と
な
り
、
外
戚
は
与
ら
ざ
る
に
至
り
た
り
と
雖
も
、
其
経
過
時
代
に
於
て
は
、、　両、　系、　共、　に、　当、　事、　者

た
る
こ
と
あ
る
は
、
往
々
其
例
を
観
る
所
な
り
。（Post,U

rsprung
des

R
echts,S.88.

）

復
讐
の
義
務
及
び
復
讐
に
対
す
る
責
任
は
、族
人
共
同
し
て
之
を
負
う
も
の
と
す
る
を
以
て
、◦

◦

除
族、　せ

、　ら、　れ、　た、　る、　も、　の、　は、　其、　義、　務、　を、　負、　わ、　ず
、、　其、　責、　任、　を、　免、　る、　る、　も、　の、　と、　す、　る、　は
、、　自、　然、　の、　結、　果、　な、　り
。
又

之
と
同
時
に
、
其
除
族
者
の
死
に
対
し
て
、
他
の
血
族
が
義
務
、
責
任
を
負
わ
ざ
る
も
ま
た
当
然
の

事
な
り
と
す
。
例
え
ば
、
ボ
ゴ
ス
人
が
其
族
人
に
対
し
、
槍
に
草
鮭
を
懸
け
、
証
人
の
面
前
に
於
て
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、　離、　族、　式
を
行
う
と
き
は
、
爾
後
其
者
が
人
を
殺
す
も
、
他
の
族
人
は
之
が
為
め
に
復
讐
を
受
く
る
こ

と
無
く
、
人
に
殺
さ
る
る
も
他
の
族
人
は
之
が
為
め
に
復
讐
の
義
務
を
負
う
こ
と
無
き
も
の
と
す
る

が
如
し
。（M

unzinger,Sitten
und

R
echt

der
B

ogos.
S.28.

）

死
に
酬
ゆ
る
に
死
を
以
て
す
る
は
血
報
な
り。（B

lutrache

）ヘ
ル
マ
ン
・
ポ
ス
ト
は
血
報
の
観
念
血
報
制

は
血
族
団
体（B

lutverw
ntschaft

）の
本
質
に
起
因
せ
る
も
の
と
し
、
社
会
の
基
礎
が
血
な
る
と
き
は
、

之
を
害
す
る
行
為
は
血
を
以
て
之
に

む
く酬

い
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
る
に
由
る
も
の
な
り
と
せ
り
。

故
に
血
族
団
体
制
と
血
報と
は
、
其
起
原
廃
絶
を
同
じ
ゅ
う
し
、
社
会
組
織
が
血
族
制
な
る
と
き
は
血
族
団
体
制
と
血
報

と
の
関
係

血
報
制
亦
必
ず
存
し
、
社
会
組
織
が
血
族
制
よ
り
地
域
制
に
進
む
と
き
は
、
血
報
制
は
漸
く
其
の
跡

を
絶
つ
に
至
る
も
の
な
り
と
せ
り
。（Post,B

austeinne.
§41.

）此
論
大
体
に
於
て
当
ら
ざ
る
に
非

ず
と
雖
も
、
而
も
説
い
て
未
だ
精
な
ら
ざ
る
の
憾
み
な
き
能
わ
ず
。
血
族
制
時
代
に
於
て
は
、
社
会

組
織
尚
お
未
だ
整
わ
ず
、
社
会
力
を
以
て
社
会
員
を
保
護
す
る
の
制
度
尚
お
未
だそ

な
わ備ら

ざ
る
を
以
て
、

復
讐
の
個
人
の
存
在
及
び
団
体
の
維
持
に
必
要
な
り
し
は
言
を
俟
た
ず
。
血
族
団
体
の
一
員
殺
害
せ

ら
る
る
と
き
は
、
全
血
族
又
は
近
親
等
の
血
族
が
復
讐
の
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
習
俗
の
広
く
行

わ
る
る
も
、
是
れ
畢
竟
種
族
的
又
は
団
体
的
存
在
競
争
の
一
現
象
た
る
に
外
な
ら
ず
し
て
、
必
ず
し

も
血
族
団
体
な
る
が
故
に
血
を
以
て
其
侵
害
に
返
報
せ
ざ
る
可
ら
ず
と
の
思
想
に
起
因
し
た
る
も
の

に
非
ざ
る
な
り
。
血
族
制
時
代
に
於
て
は
、
当
時
政
治
的
組
織
未
だそ

な
わ備ら

ざ
り
し
が
為
め
に
、
私
力

制
裁
を
恃
む
の
他
に
途
無
か
り
し
も
、
地
域
制
時
代
に
至
り
て
は
、
血
縁
の
如
き
自
然
的
有
機
関
係

に
依
ら
ず
と
も
、
既
に
継
続
的
共
同
生
活
を
為
し
得
る
程
度
に
発
展
し
た
る
も
の
な
る
を
以
て
、
社
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会
の
公
権
力
は
既
に
私
力
制
裁
に
代
わ
る
を
得
る
に
至
り
、
復
讐
は
最
早
種
族
保
存
の
為
め
に
必
要

な
き
に
至
り
、
其
習
俗
漸
く
衰
滅
に
向
う
も
の
な
り
。
是
を
以
て
観
れ
ば
、、　血、　報、　と、　血、　族、　団、　体、　と、　は
、

、　必、　ず、　し、　も、　其

◦
◦

内
容、　に、　於、　て、　相、　関、　聯、　す、　る、　も、　の、　に、　非、　ず、　し、　て
、、　偶、　ま、　其、　存、　在、　の

◦
◦

時
期、　を、　同、　じ、　ゅ、　う、　す、　る

、　も、　の、　た、　る、　に、　過、　ぎ、　ず
。
地
域
制
時
代に
達
し
た
る
社
会
と
雖
も
、
小
地
域
団
体
併
立
す
る
か
、
又
は
地
域
団
体
制
と
復
讐

と
の
関
係

数
個
地
域
団
体
を
統
一
す
べ
き
法
制
無
き
場
合
に
於
て
は
、
復
讐
は
仍
お
自
衛
、
警
戒
の
作
用
を
有

す
る
こ
と
、
毫
も
血
族
制
時
代
と
異
な
る
所
な
き
を
以
て
、
地
域
制
時
代
に
至
れ
ば
復
讐
熄
む
と
概

言
す
る
は
当
れ
り
と
す
可
ら
ず
。
本
邦
に
於
て
、
血
族
制
よ
り
地
域
制
に
移
り
た
る
後
ち
数
百
年
間
、

尚
お
復
讐
の
習
俗
を
存
し
、
明
治
維
新
後
の
法
権
統
一
に
依
り
、
始
め
て
其
跡
を
絶
つ
に
至
り
た
る

を
以
て
観
る
も
、
血
報
と
血
族
制
と
離
る
可
か
ら
ざ
る
因
縁
あ
り
と
す
る
と
同
時
に
地
域
制
に
至
り

て
此
習
俗
熄
む
と
す
る
は
、
血
族
及
び
血
報
な
る
語
に
拘
わ
り
た
る
論
な
り
と
云
わ
ざ
る
可
ら
ず
。

慣
習
、宗
教
、徳
教
、礼
儀
等
の
社
会
統
制
が
漸
次
転
化
し
て
法
律
を
生
ず
る
に
至
り
た
る
法
権
発

生
時
代
と
雖
も
、
其
初
期
に
於
て
は
、
警
察
其
他
法
律
運
用
の
機
関
未
だ
完
備
せ
ざ
る
を
以
て
、、　法

、　権、　の、　及、　ば、　ざ、　る、　所、　は、　各、　個、　人、　の、　自、　力、　救、　済、　に、　依、　り、　て、　其、　生、　存、　を、　完、　う、　せ、　ざ、　る、　可、　ら、　ず
。、　故、　に
、、　法、　権

、　と、　自、　力、　救、　済、　と、　は、　常、　に、　相、　互、　補、　充、　の、　作、　用、　を、　為、　し
、
自
力
の
足
ら
ざ
る
所
、
法
権
を
以
て
之
を
保
護
法
権
と
自
力
救
済

し
、
法
権
の
及
ば
ざ
る
所
、
自
力
を
以
て
之
を
救
済
す
。
故
に
人
文
稍
々
進
み
た
る
後
と
雖
も
、
復

讐
は
往
々
殺
人
律
と
竝
び
行
わ
れ
、「
殺
人
者
死
」は
邦
の
大
法
た
る
に
至
る
も
、之
と
同
時
に「
　殺
レ　

之
而
義
者
　無
レ　
罪
」
と
し
、
一
方
に
於
て
は
、
復
讐
は
「、　義、　殺
」
な
り
と
し
て
之
を
罰
せ
ざ
る
も
の
と

し
、
他
方
に
於
て
は
、
復
讐
を
美
徳
と
し
て
之
を
称
揚
す
る
こ
と
あ
り
。
之
を、　私、　力、　公、　権、　化、　の、　過、　渡
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、　時、　代と
す
。

私
力
公
権
化
の
過
渡

時
代

第
二
節
　
第
二
期
、
復
讐
制
限
時
代

復
讐
を
美
徳
と
し
、
親
戚
、
朋
友
、
族
人
に
報
復
の
義
務
あ
り
と
す
る
は
、
社
会
の
統
制
力
未
だ

発
達
せ
ず
、
社
会
員
各
自
の
生
存
を
其
自
衛
に
委
し
た
る
原
始
的
社
会
状
態
の
遺
習
に
し
て
、
社
会

の
組
織
漸
く
整
備
し
、
社
会
力
を
以
て
個
人
を
統
制
す
る
こ
と
を
得
る
に
及
ん
で
は
、
自
衛
法
の
必

要
漸
く
減
じ
、
こ
れ
と
同
時
に
私
闘
の
公
安
を
害
す
る
を
覚
り、
種
々
の
方
法
を
設
け
て
報
復
、
私
私
闘
の
公
安
を
妨
ぐ

る
を
覚
る

闘
の
弊
害
を
除
か
ん
と
す
る
に
至
る
も
の
と
す
。
然
れ
ど
も
、
原
始
的
社
会
状
態
に
於
て
復
讐
は
存

在
競
争
の
必
要
条
件
た
り
し
が
為
め
に
、
之
を
美
徳
と
す
る
の
観
念
は
深
く
累
世
の
人
心
に
浸
潤
し
、

報
復
自
衛
の
必
要
既
に
久
し
く
去
り
た
る
の
後
と
雖
も
、
其
習
俗
は
仍
お
永
く
遺
存
し
、
一
朝
に
し

て
断
然
之
を
廃
止
す
る
の
難
き
は
素
よ
り
当
然
の
事
な
り
と
す
。
故
に
社
会
の
統
治
者
は
或
は、　復、　讐

、　義、　務、　者、　の、　範、　囲
を
局
限し
、
或
は、　復、　讐、　の、　方、　法
を
限
定
し
、
或
は、　復、　讐、　調、　停、　の、　機、　関
を
設
置
す
る
等
復
讐
の
制
限

の
方
法
に
依
り
、
苟
も
復
讐
の
為
め
に
社
会
の
凝
聚
力
を
弛
べ
ず
、
其
治
安
を
害
せ
ざ
る
程
度
に
於

て
の
み
之
を
公
許
し
、
其
範
囲
を
超
え
、
其
方
法
に
拠
ら
ざ
る
も
の
は
、
之
を

◦
◦

私
闘
と
為
し
て
之
を

禁
じ
、
之
を

◦
◦

擅
殺
と
為
し
て
之
を
罰
す
る
に
至
る
。

◦
◦

◦
◦

◦
こ
れ
私
力
制

◦
◦

◦
◦

◦

裁
に
公
権
の

◦
◦

◦
◦

◦

加
わ
る
の
端

◦
◦

◦

緒
な
り
。

、　文、　化、　低、　級、　の、　社、　会、　に、　於、　け、　る、　復、　讐、　義、　務、　は

◦
◦

◦
◦

◦

団
体
的
連
帯

◦
◦

義
務
に
し
て
、
団
体
の
一
員
殺
害
せ
ら
る

る
と
き
は
、
同
団
体
の
各
員
又
は
全
員
は
被
害
者
の
為
め
に
復
讐
を
為
す
の
義
務
を
負
い
た
る
事
は
、

上
に
述
べ
た
る
が
如
し
。
然
れ
ど
も
、、　此、　連、　帯、　復、　讐、　義、　務、　は
、◦

◦
◦

◦
◦

団
体
生
活
の

◦
◦

◦
◦

◦

拡
張
及
び
社

◦
◦

◦
◦

◦

会
組
織
の
整
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◦

◦
◦

◦
◦

備
に
依
り
て

◦
◦

◦
◦

◦

漸
次
其
範
囲

◦
◦

◦
◦

◦

を
縮
小
す
る◦

◦
◦

◦

も
の
と
す
。

全
族
義
務
縮
小
の
二

原
因

団
体
生
活
の
拡
張
及
び
社
会
組
織
の
整
備
に
因
る
復
讐
の
制
限
は、
社
会
の
統
制
力
の
発
展
に
起
復
讐
制
限
の
種
類

因
す
る
も
の
に
し
て
、
文
化
の
程
度
其
他
の
社
会
状
態
に
依
り
、
各
民
族
必
ず
し
も
其
方
法
を
一
に

せ
ず
と
雖
も
、
其
最
も
普
通
な
る
も
の
を
挙
ぐ
れ
ば
左
の
如
し
。

⑴
◦

◦
◦

◦
◦

復
讐
義
務
者

◦
◦

◦
◦

◦

の
範
囲
を
定

◦
◦

◦
◦

む
る
こ
と
。

義
務
者
の
範
囲
の
限

定

⑵

◦
◦

◦
◦

◦

復
讐
義
務
者

◦
◦

◦
◦

◦

の
順
位
を
定

◦
◦

◦
◦

む
る
こ
と
。

義
務
者
の
順
位
の
制

定

⑶

◦
◦

◦
◦

◦

復
讐
避
難
場

◦
◦

◦
◦

◦

を
設
く
る
こ

◦と
。避
難
場
の
設
定

⑷

◦
◦

◦
◦

◦

復
讐
調
停
の

◦
◦

◦
◦

◦
機
関
を
設
く

◦
◦

◦

る
こ
と
。

調
停
機
関
の
設
定

⑸

◦
◦

◦
◦

◦

復
讐
の
届
出

◦
◦

◦
◦

◦

を
な
さ
し
む

◦
◦

◦

る
こ
と
。

届
出
の
必
要

⑹

◦
◦

◦
◦

◦

復
讐
の
許
可

◦
◦

◦
◦

◦

を
受
け
し
む

◦
◦

◦
る
こ
と
。

許
可

⑺

◦
◦

◦
◦

◦

復
讐
の
賠
償

◦
◦

◦
◦

◦

を
許
す
こ
と
。

賠
償
の
認
許

第
一
款
　
復
讐
義
務
者
の
範
囲

団
体
生
活
の
拡
張
は

◦
◦

◦
◦

外
的
膨
張
に
因
る
こ
と
あ
り、

◦
◦

◦
◦

内
的
膨
張
に
因
る
こ
と
あ
り
。
征
服
、
合
同
団
体
の
拡
張
に
因
る

制
限

に
因
る
も
の
は
前
者
な
り
。
人
口
の
自
然
増
殖
に
因
る
も
の
は
後
者
な
り
。
全
族
義
務
及
び
全
族
責

任
は
、
社
会
が
外
的
原
因
に
依
り
て
膨
張
す
る
場
合
に
於
て
は、
形
式
上
全
族
義
務
た
り
全
族
責
任
タ
イ
的
原
因
に
依
る

拡
張
の
場
合

た
る
性
質
を
失
う
も
の
と
す
。
一
団
体
が
征
服
に
依
り
て
他
の
団
体
に
合
併
せ
ら
れ
、
又
は
数
団
体

が
共
同
の
敵
に
対
抗
す
る
為
め
に
合
同
し
て
新
た
に
一
団
体
を
為
す
が
如
き
場
合
に
於
て
は
、
復
讐
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の
連
帯
義
務
、
連
帯
責
任
は
当
然
其
新
団
体
員
全
部
に
及
ぶ
も
の
に
非
ず
。
復
讐
の
義
務
は
血
族
義

務
な
る
を
以
て
、
一
血
族
が
他
血
族
と
合
同
し
て
一
体
を
為
す
に
至
り
た
る
と
き
に
於
て
、
一
血
族

中
に
復
讐
の
原
因
生
じ
た
る
場
合
に
於
て
も
、
其
義
務
は
新
団
体
中
の
他
の
団
体
員
に
及
ば
ざ
る
は

当
然
の
事
な
り
と
す
。
故
に
復
讐
の
義
務
は
、
其
発
働
的
な
る
と
受
働
的
な
る
と
を
問
わ
ず
、
複
成

団
体
の
形
式
の
為
め
に
其
範
囲
を
拡
む
る
こ
と
な
く、
旧
に
よ
っ
て
同
血
族
員
に
局
限
せ
ら
る
る
も
形
式
上
の
制
限

の
な
る
を
以
て
、
団
体
よ
り
之
を
観
れ
ば
、
宛
も
団
体
全
部
義
務
が
一
部
義
務
と
な
り
た
る
が
如
き

も
の
あ
り
。

加
之
、
其
新
団
体
内
に
於
け
る
甲
血
族
員
が
乙
血
族
員
を
殺
し
た
る
場
合
に
於
て
、
両
血
族
全
体

の
復
讐
義
務
と
復
讐
対
抗
義
務
と
対
立
す
る
と
き
は
、其
結
果
は
族
戦
を
生
じ、内
乱
の
為
め
に
其
団
族
戦
の
弊

体
の
崩
壊
を
招
く
の
虞
無
し
と
す
可
ら
ず
。
族
戦
は
単
成
団
体
の
形
成
時
代
に
於
け
る
自
衛
若
く
は

防
護
作
用
よ
り
生
ず
る
も
の
な
り
と
雖
も
、
若
し
複
成
団
体
内
に
於
て
族
戦
を
生
ず
る
こ
と
を
許
さ

ば
、
其
弊
た
る
や
、
一
人
の
不
幸
又
は
匪
行
の
為
め
に
全
団
体
を
戦
闘
状
態
に
陥
る
る
の
み
な
ら
ず
、

族
戦
一
た
び
始
ま
る
や
、
族
人
の
怨
恨
久
し
く
結
ん
で
釈
け
ず
、
攻
撃
反
撃
交
互
相
踵
い
で
争
乱
熄

む
時
無
く
、
時
と
し
て
は
数
世
代
に
亙
り
て
継
続
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
を
以
て
、
両
族
絶
え
ず
警
戒

す
る
の
要
あ
り
、族
人
其
堵
に
安
ん
じ
て
其
生
業
を
営
む
能
わ
ず
、為
め
に
全
族
衰
頽
に
赴
き
、又
は

滅
亡
跡
な
き
に
至
る
こ
と
あ
り
。
故
に
、
人
類
の
社
会
的
経
験
今
一
層
を
重
ぬ
る
に
及
ん
で
は
、
漸

く
族
戦
の
弊
を
覚
り
て
之
を
制
限
せ
ん
と
す
る
に
至
り
、
漸
次、　族、　戦、　の、　一、　大、　原、　因、　な、　る、　挙、　族、　復、　讐、　義

、　務、　の、　範、　囲、　を、　狭、　め、　て
、、　其、　義、　務、　及、　び、　責、　任、　を

◦
◦

◦
◦

◦

直
接
利
害
関

◦
◦

◦
◦

◦

係
者
の
み
に

◦
◦

限
る、　も、　の、　と、　す、　る、　に、　至、　れ、　り
。
実
質
上
の
制
限
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『
春
秋
』
荘
公
四
年
「
紀
侯
大
　去
二　
其
　国
一　
」
條
の
「
公
羊
伝
」
に
、
是
斉
の
嚢
公
が
九
世
の
遠
祖

の
讐
を
復
し
て
紀
を
滅
し
た
る
を
指
す
も
の
な
り
と
し
、
国
と
君
と
は
一
体
な
る
を
以
て
、
国
君
讐

を
復
す
る
は
「
　◦雖
二　

◦百
　◦世
一　

◦可

◦也
」
と
云
い
、
朱
子
も
「
若
し
夫
れ
天
下
を
有
つ
者
、
累
世
無
無
窮
之

統
を
承
く
れ
ば
、
則
ち
万
世
必
報
の
讐あ
り
」（
戌
午
讜
議
序
）と
云
い
、
其
他
の
学
者
も
、
親
等
に
万
世
必
報
之
讐

よ
り
て
復
讐
を
制
限
す
る
は
庶
民
の
事
な
り
と
し
、
庶
民
に
は
既
に
復
讐
義
務
者
の
等
親
を
制
限
し

た
る
の
ち
に
於
て
も
、
独
り
国
の
讐
を
復
す
る
の
義
務
は
無
限
な
り
と
す
る
が
如
き
は
、
団
体
義
務

の
観
念
の
遺
存
せ
る
も
の
と
い
う
べ
き
な
り
。

血
族
団
体
が
人
口
の
増
殖
に
因
り
て
内
的
膨
張
を
為
す
場
合
に
於
てM

P

内
的
下
人
に
依
る
拡
張

の
場
合
、、　其、　団、　員、　の、　増、　加、　す、　る、　に、　準、　じ、　て
、、　其、　一、　人、　の、　喪、　失、　が、　全、　団、　体、　の、　存、　在、　に、　影、　響、　を、　及、　ぼ、　す、　の

、　程、　度、　を、　逓、　減、　す、　る、　も、　の、　な、　る、　を、　以、　て
、
小
団
体
の
旧
時
に
於
て
存
在
競
争
の
必
要
上
よ
り
生
じ
た
る

全
員
相
互
保
障
の
責
任
は
、大
団
体
の
現
時
に
於
て
は
、却
て
之
が
為
め
に
全
員
を
危
険
に
陥
れ
、団

体
の
治
安
を
害
し
て
其
存
在
を
危
く
す
る
こ
と
あ
る
に
至
る
も
の
あ
り
。
故
に
一
団
体
が
其
団
員
の

増
殖
に
よ
り
内
的
膨
張
を
為
す
と
き
は
、
成
る
べ
く
復
讐
の
範
囲
を
縮
小
し
て
治
安
を
保
維
す
る
の

必
要
を
覚
り
、
其
社
会
的
組
織
の
整
備
す
る
に
随
っ
て
、
之
に
制
限
を
加
う
る
に
至
る
も
の
な
り
。

団
体
員
の
増
殖
に
起
因
す
る

◦
◦

◦
◦

◦

復
讐
義
務
の

◦
◦

制
限
は
、復
讐
義
務
を
有
す
る

◦
◦

◦
◦

◦

親
族
の
範
囲

◦
◦

◦
◦

◦

を
限
定
す
る

、　を、　以、　て、　其、　最、　も、　通、　常、　な、　る、　も、　の、　と、　す
。

親
族
範
囲
の
限
定

全
族
復
讐
義
務
の
習
俗
は
、
元
と
血
族
団
体
に
於
て
生
じ
た
る
も
の
な
る
を
以
て
、
其
団
体
が
膨

張
し
て
多
数
の
団
員
を
生
ず
る
に
至
り
て
は
、
遠
き
血
縁
者
は
勿
論
、
仮
令
い
被
害
者
と
何
ら
の
血
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族
関
係
な
き
者
と
雖
も
、、　血、　族、　復、　讐、　義、　務、　の、　延、　長
に
因
り
、
往
々
に
し
て
他
の
族
員
と
共
に
復
讐
義
血
族
関
係
無
き
者
の

復
讐
義
務

務
を
負
う
こ
と
あ
り
。
例
え
ば
、
支
那
の
古
代
の
礼
制
に
於
て、　交、　友、　の、　讐
を
認
め
、
ま
た
他
の
民
族

中
往
、々　隣、　保、　復、　讐、　の、　義、　務
あ
り
と
す
る
が
如
き
是
な
り
。
只
是
等
の
義
務
は
、
後
に
述
ぶ
る
が
如
く
、

其
義
務
の
順
位
に
於
て
血
縁
者
の
後
に
立
つ
事
あ
る
の
み
。

血
族
の
復
讐
義
務
の
範
囲
を
限
定
す
る
の
程
度
は
、民
族
と
時
代
と
に
依
り
て
異
な
り
と
雖
も
、概

し
て
之
を
言
え
ば
、、　其、　範、　囲、　の、　広、　狭、　は、　文、　化、　の、　程、　級、　に、　準、　じ
、、　社、　会、　組、　織、　整、　備、　し
、、　社、　会、　の、　統、　制、　力
制
限
の
広
狭
は
文
化

の
程
度
に
準
ず

、　の、　発、　達、　す、　る、　に、　随、　っ、　て、　漸、　次、　其、　義、　務、　の、　範、　囲、　を、　縮、　小、　す、　る、　も、　の、　と、　す
。
例
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
の
ボ
ゴ

ス
人
は
同
祖
の

◦
◦

◦
◦

七
世
の
族に
至
る
ま
で
を
血
族
の
範
囲
と
し
、
血
族
は
皆
互
い
に
復
讐
の
義
務
を
負
「
ボ
ゴ
ス
」
同
祖
七

世
の
族

う
も
の
と
し
た
る
を
以
て
、
親
等
の
制
限
あ
り
と
す
る
は
殆
ん
ど
其
名
の
み
に
し
て
、
其
実
血
族
全

体
の
義
務
と
す
る
に
等
し
。（M
unzinger,Sitten

und
R

echt
der

B
ogos,S.79.

）古
代
の
ウ
ェ
ー
ル

ス
人
が
復
讐
義
務
を

◦
◦

◦

九
等
親
に
限
りた
り
と
す
る
が
如
き
は
、
只
親
等
の
制
限
あ
り
と
云
う
は
殆
ど
「
ウ
ェ
ー
ル
ス
」
九

等
親

其
名
の
み
に
し
て
、
其
実
親
族
は
悉
く
義
務
者
な
り
と
云
う
に
異
な
る
こ
と
無
し
。（W

atter,D
as

alte
ales

）然
れ
ど
も
、
之
を
原
始
状
態
に
於
け
る
が
如
く
無
差
別
に
全
族
義
務
を
認
む
る
も
の
に
比

す
れ
ば
、
広
汎
な
が
ら
も
一
定
の
範
囲
を
定
む
る
も
の
な
る
を
以
て
、
之
を、　復、　讐、　義、　務、　制、　限、　の、　端、　緒

と
観
る
こ
と
を
得
べ
き
な
り
。
ア
ラ
ビ
ヤの
古
法
に
於
て
は
、
復
讐
義
務
を、　五、　等、　親
に
限
る
も
の
と
ア
ラ
ビ
ヤ
。
五
等
親

せ
り
。（Post,B

austeine
f.

allg.
R

Etw
.

S.147.

）支
那
に
於
て
も、『
周
礼
』
の
賈
公
彦
の
疏
に
、
支
那

復
讐
者
は

◦
◦

◦
◦

◦

五
世
を
尽
す
べ
き
も
の
と
せ
り
。
朱
子
は
之
を
解
説
し
て
、
五
世
は
高
祖
よ
り
玄
孫
に
至

る
も
の
に
し
て
、
五
世
に
至
っ
て
「、　親、　盡、　き
、、　服、　窮、　す、　る
」
を
以
て
、
其
以
内
に
居
る
者
は
、
猶
お
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「

◦
◦

◦
◦

必
報
の
域
に
在
る
」も
の
な
り
と
せ
り
。
五
世
に
至
っ
て
親
盡
き
服
窮
ま
る
も
の
と
し
、
其
以
内
の
五
世
必
報
の
域

も
の
は
必
報
之
域
に
在
り
と
す
る
は
、
親
族
は
悉
く
義
務
者
な
り
と
い
う
に
等
し
と
雖
も
、
当
時
の

礼
制
に
依
れ
ば
、
道
義
上
復
讐
義
務
を
有
す
る
者
の
範
囲
は
親
族
の
範
囲
よ
り
広
か
り
し
も
の
の
如

し
。「
曲
礼
」に
は

曲
礼

父
の
讐
に
は
与
に
共
に
天
を
戴
か
ず
、
兄
弟
の
讐
に
は
兵
に
反
ら
ず
、、　交、　遊、　の、　讐、　に、　は、　国、　を、　同

、　じ、　ゅ、　う、　せ、　ず
。

と
あ
り
。「
檀
弓
」に
は
、
父
母
、
昆
弟
、
従
父
昆
弟
の
仇
を
報
ず
る
の
道
を
説
け
り
。
而
し
て
父
「
檀
弓
」

母
、
昆
弟
、
従
父
昆
弟
の
讐
は
皆
血
縁
に
基
く
も
の
な
る
を
以
て
「

◦
◦

◦
◦

天
属
の
讐
」
な
り
。
故
に
「
義

を
以
て
之
を
推
せ
ば
」
復
讐
の
義
務
は
血
族
以
外
に
及
ぶ
も
の
と
せ
る
は
、「
周
官
」調
人
の
条
に
、
「
周
官
」

父
の
讐
は
諸
を
海
外
に
避
け
、
兄
弟
の
讐
は
諸
を
千
里
の
外
に
避
け
、
従
父
兄
弟
の
讐
は
国
を

同
じ
ゅ
う
せ
ず
、、　君、　の、　讐、　は、　父、　に、　、　眂
、　え
、、　師、　長、　の、　讐、　は、　兄、　弟、　に、　、　眂、　え
、、　主、　友、　の、　讐、　は、　従、　父、　兄、　弟

、　に、　、　眂、　う
。

と
あ
る
に
依
り
て
之
を
知
る
こ
と
を
得
べ
し
。（『
周
礼
義
疏
』
巻
五
）賈
公
彦
の
註
に
、

此
経
略
言
す
、
其
言
わ
ざ
る
者
は
皆
な
服
を
以
て
之
を
約
す
。

と
あ
る
に
拠
る
も
、
忌
服
を
受
く
る
血
族
は
皆
な
復
讐
義
務
者
た
り
し
を
知
る
べ
き
な
り
。

本
邦
に
於
て
は
、
後
に
述
ぶ
る
如
く
、
中
古
に
私
闘
擅
殺
を
禁
ず
る
の
律
あ
り
。
北
条
氏
の
『
御

成
敗
式
目
』
も
、
殺
害
刃
傷
の
罪
科
に
対
し
厳
重
な
る
制
裁
を
以
て
之
を
禁
止
し
、
仮
令
父
祖
の
敵

を
殺
害
す
る
場
合
と
雖
も
。
個
人
の
私
刑
報
復
を
寛
容
す
る
所
無
く
、
室
町
幕
府
の
法
制
に
於
て
も
、
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大
体
に
於
て
鎌
倉
幕
府
の
遺
制
に
則
り
、
私
闘
擅
殺
を
禁
じ
た
る
も
、
古
来
復
讐
を
美
徳
と
す
る
道

義
的
観
念
は
、武
家
時
代
に
於
て
、勇
武
を
尚
ぶ
の
気
風
と
相
ま
っ
て
、復
讐
は
其
跡
を
絶
た
ず
。
故

に
、
室
町
幕
府
の
威
令
衰
え
、
群
雄
諸
方
に
割
拠
し
て
制
法
を
立
て
た
る
戦
国
時
代
に
於
て
は
、
時

と
し
て
は
、
最
近
親
を
限
り
て
之
を
許
容
し
た
る
も
の
無
き
に
非
ず
。

天
文
五
年
四
月
、
伊
達
稙
宗
の
制
定
し
た
る
伊
達
氏
の
法
典
『
塵
芥
集
』の
私
闘
擅
殺
を
厳
禁
し
塵
芥
集
の
規
定

た
る
は
、
其
模
範
法
た
り
し
『
御
成
敗
式
目
』
の
如
し
と
雖
も
、
親
子
の
場
合
に
於
て
は
、
復
讐
禁

止
の
規
定
に
極
め
て
狭
き
除
外
例
を
設
け
た
り
。
曰
く
、

一
、
お
や
子
き
や
う
だ
い
の
か
た
き
た
り
共
、、　み、　だ、　り、　に、　打、　べ、　か、　ら、　ず
。
た
ゞ
し
、
く
だ
ん
の
刑
餘
の
仇
人
は
之
を

討
つ
こ
と
を
得

て
き
人
、、　成、　敗、　お、　わ、　つ、　て、　後、　は
、、　御、　領、　中、　へ、　は、　い、　く、　わ、　ひ、　の、　時
、
む
て
人
走
合
、、　お、　や、　の、　か

、　た、　き、　と、　云
、、　子、　の、　か、　た、　き、　と、　云
、、　打、　事、　越、　度、　有、　べ、　か、　ら、　ず
。

文
中
不
明
の
辞
句
無
き
に
非
ず
と
雖
も
、
大
体
の
意
は
明
ら
か
な
り
。
即
ち
、
た
と
ひ
親
兄
弟
の

讐
敵
た
り
と
も
、
濫
に
之
を
討
つ
は
国
法
の
厳
禁
す
る
所
な
れ
ど
も
、
該
仇
人
に
し
て
既
に
国
法
の

処
罰
制
裁
を
受
け
た
る
も
、
尚
刑
余
の
身
を
安
ん
じ
て
領
内
を
俳
徊
す
る
に
於
て
は
、
不
倶
戴
天
の

情
に
於
て
忍
ぶ
能
わ
ざ
る
と
こ
る
な
る
べ
け
れ
ば
、
之
を
討
つ
も
敢
え
て
責
む
る
と
こ
ろ
無
し
と
い

う
に
あ
り
。
然
ら
ば
、
此
場
合
に
於
け
る
該
仇
人
の
処
罰
は
、
死
に
対
す
る
死
に
非
ず
し
て
、
流
罪
、

追
放
等
の
死
刑
以
下
の
も
の
な
り
し
こ
と
明
ら
か
に
し
て
、
濫
に
讐
敵
を
戮
殺
す
る
を
禁
ず
る
の
精

神
は
、
法
権
の
確
持
と
、
国
法
の
威
厳
の
保
持
と
の
為
に
在
り
て
、
其
一
旦
国
法
の
処
断
を
経
た
る

者
は
、
英
国
法
に
於
け
る
「
法
外
人
」（O

utlaw

）に
等
し
き
も
の
に
し
て
、
之
に
対
し
て
報
復
を
行
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う
も
、
国
法
の
威
権
を
損
ず
る
も
の
に
非
ず
と
し
た
る
が
如
し
。

其
他
、諸
国
の
国
法
中
、往
々
復
讐
義
務
の
範
囲
を
最
近
卑
属
親
に
限
り
公
認
す
る
も
の
あ
り
。『
長

曾
我
部
元
親
式
目
』に
於
て
は
、

長
曾
我
部
元
親
式
目

一
、、　敵、　打、　事
、、　親、　之、　敵、　を、　子
、、　兄、　の、　敵、　を、　弟、　打
　、　可
レ　、　申
、、　弟、　の、　敵、　を、　兄、　打、　つ、　は、　逆、　也
。、　叔、　父、　甥、　之

、　敵、　打、　事、　者
　、　可
レ　、　無
　、　用
一　、　事
。

と
定
め
、
ま
た
『
甲
陽
軍
鑑
』に
は
、

甲
陽
軍
鑑

敵
討
は
、、　親、　の、　敵、　を、　子、　の、　う、　つ、　は、　順
、、　兄、　の、　を、　弟、　の、　う、　つ、　は、　順
、、　子、　の、　敵
、、　親、　の、　う、　つ、　は、　逆
、、　弟

、　の、　を、　兄、　の、　討、　つ、　は、　逆、　な、　り
。
叔
父
の
敵
を
甥
の
討
つ
も
順
な
れ
共
、、　う、　た、　ざ、　る、　と、　て、　も、　く、　る、　し

、　か、　ら、　ざ、　る、　な、　り
。

と
あ
り
て
、
前
者
の
叔
父
甥
の
敵
打
を
認
め
ざ
り
し
に
比
し
て
、
更
に
之
を
許
容
し
て
、
復
讐
義
務

者
の
範
囲
を
拡
大
せ
し
が
如
き
は
、
時
代
の
思
想
が
漸
次
復
讐
を
是
認
す
る
の
度
を
増
加
す
る
に
至

り
た
る
径
路
を
見
る
上
に
於
て
注
意
す
べ
き
も
の
あ
り
と
謂
わ
ざ
る
可
ら
ず
。

斯
く
て
徳
川
時
代
に
入
り
て
は
、
親
父
の
讐
敵
は
、
前
代
以
来
因
襲
の
道
義
観
念
上
、
必
ず
報
復

せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
せ
り
と
雖
も
、
其
制
限
方
法
は
主
と
し
て、　届、　出
及、　許、　可
に
依
り
た
る

こ
と
後
に
述
ぶ
る
が
如
し
。

第
二
款
　
復
讐
義
務
者
の
順
位

復
讐
は
其
発
働
的
方
面
に
於
て
は
全
族
の
共
同
義
務
に
し
て
、
其
受
働
的
方
面
に
於
て
は
全
族
の
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共
同
責
任
た
り
し
こ
と
上
述
の
如
し
と
雖
も
、
復
讐
の

◦
◦

◦
◦

◦

心
理
的
基
礎、　は、　素、　と、　自、　我、　の、　延、　長、　な、　る、　親、　愛

、　者、　の、　被、　害、　に、　対、　す、　る、　怨、　恨、　に、　出、　ず、　る、　も、　の、　な、　る、　を、　以、　て
、、　共、　同、　義、　務、　者、　中、　に、　も、　其、　親、　疎、　に、　準、　じ、　て、　自

、　ず、　か、　ら、　其、　怨、　恨、　に、　深、　浅、　の、　差、　あ、　り
。、　随、　っ、　て、　報、　復、　を、　思、　う、　の、　念、　に、　も、　強、　弱、　の、　別、　な、　か、　る、　べ、　ら、　ず
。、　受

、　働、　的、　方、　面、　に、　於、　て、　も、　亦、　然、　り
。
殺
害
者
の
同
族
均
し
く
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
も
、
復
讐
者
よ
り

之
を
観
れ
ば
、
殺
害
者
其
人
に
対
す
る
怨
恨
の
情
と
其
族
人
に
対
す
る
感
情
と
は
、
至
大
な
る
差
あ

り
。
た
だ
其
殺
害
者
を
悪
む
の
情
は
、
延
い
て
其
親
愛
者
な
る
同
胞
に
及
び
、
且
つ
共
同
責
任
の
習

俗
あ
る
場
合
に
於
て
は
、
殺
害
者
に
党
し
て
之
を
援
助
す
る
が
為
め
に
餘
憤
を
之
に
及
ぼ
す
に
過
ぎ

ざ
る
の
み
。
茲
に
於
て
、
共
同
義
務
者
、
共
同
責
任
者
中
に
於
て
、、　其、　怨、　恨、　の、　深、　浅、　に、　準、　じ、　て、　始、　め

、　よ、　り

◦
◦

◦
◦

◦

心
理
的
に
其

◦
◦

◦
◦

◦

順
位
の
定
ま

◦
◦

◦
◦

◦

る
も
の
あ
り
。
発
し
て
慣
習
と
な
り
、
礼
制
と
な
り
、
法
規
と
な
り

て
、復
讐
義
務
又
は
復
讐
責
任
の
順
位
を
生
じ
、後
に
至
り
て
は
、義
務
、責
任
共
に
其

◦
◦

◦
◦

◦

最
先
順
位
に

◦
◦

◦
◦

◦

居
る
者
に
止

◦
◦

◦
◦

◦

ま
る
に
至
り

◦
◦

◦

し
な
り
。

支
那
の
礼
制
は
、
族
人
の
共
同
復
讐
義
務
が
同
時
義
務
よ
り
順
次
義
務
に
移
るの
径
路
を
示
す
の
同
時
義
務
よ
り
順
次

義
務
に
移
る

適
例
と
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。「
曲
礼
」
及
び
「
周
官
」
に
依
れ
ば
、
復
讐
は
君
父
、
兄
弟
、
従
兄
弟
、

師
長
、
交
友
の
讐
に
及
ぶ
も
の
と
す
る
も
、
其
間
に
自
ず
か
ら
軽
重
先
後
の
例
あ
り
。
父
の
讐
に
付

て
は「
曲
礼
」に
は「
与
に
共
に
天
を
戴
か
ず
」と
云
い
、「
檀
弓
」に
は
、孔
子
の
子
夏
に
答
う
る
の

語
を
載
せ
て
、「
苦
に
寝
ね
、
干
を
枕
に
し
、
仕
え
ず
、
与
に
天
下
を
共
に
せ
ざ
る
な
り
、
諸
に
市
朝

に
遇
え
ば
、
兵
に
反
え
ら
ず
し
て
闘
う
」
と
云
う
を
以
て
其
義
務
最
も
重
く
、
兄
弟
の
讐
に
つ
き
て

は「
曲
礼
」に
は「
兵
に
反
え
ら
ず
」と
云
い
、「
檀
弓
」に
は「
仕
え
て
与
に
国
を
共
に
せ
ず
、君
命
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を
銜
ん
で
使
す
れ
ば
、
之
に
遇
う
と
雖
も
闘
わ
ず
」
と
云
う
を
以
て
其
義
務
之
に
次
ぎ
、
従
父
昆
弟

の
讐
に
付
て
は
、「
檀
弓
」
に
は
「
魁
と
な
ら
ず
、
主
人
能
く
す
れ
ば
、
則
ち
兵
を
執
て
其
後
え
に
陪

す
」
と
云
い
、
交
遊
の
讐
に
つ
き
て
は
、「
曲
礼
」
に
は
単
に
「
国
を
同
じ
ゅ
う
せ
ず
」
と
云
う
に
過

ぎ
ず
。
こ
れ
皆
報
仇
は
親
戚
交
友
の
義
務
な
り
と
雖
も
、
恩
の
厚
薄
、
義
の
軽
重
に
依
り
て
、
各
其

間
に
差
等
あ
る
を
示
す
も
の
な
り
。
呂
大
臨
、
鄭
康
成
等
の
解
説
に
依
れ
ば
、「
共
に
天
を
戴
か
ず
」
呂
大
臨
、
鄭
康
成
の

説

と
は
、
孝
子
は
仇
と
生
死
を
同
じ
ゅ
う
せ
ざ
る
を
云
い
、「
苫
に
寝
ね
て
仕
え
ず
」
と
は
、
喪
礼
を
以

て
自
ら
処
る
を
い
い
、「
干
を
枕
に
す
」
と
は
、
寝
寐
仇
を
忘
れ
ず
、
恒
に
兵
器
を
舎
て
ざ
る
を
云
い
、

「
仕
え
ず
」
云
々
は
、
身
を
棄
て
仇
讐
を
報
ず
る
義
務
あ
る
が
為
に
官
仕
せ
ざ
る
な
り
、「
諸
に
市
朝

に
遇
え
ば
、
兵
に
反
え
ら
ず
し
て
闘
う
」
と
は
、
市
朝
は
戦
闘
の
処
に
非
ざ
る
も
、
父
母
に
対
す
る

復
讐
の
義
務
の
至
大
な
る
が
為
め
に
、
直
ち
に
之
を
討
つ
を
云
い
、「
仕
え
て
国
を
共
に
せ
ず
」
云
々

と
は
、
兄
弟
の
讐
に
居
る
と
き
は
、
父
の
讐
に
居
る
と
異
な
り
、
官
仕
す
る
こ
と
を
得
べ
し
と
雖
も
、

国
を
同
じ
ゅ
う
す
べ
ら
ず
。
既
に
君
に
仕
う
れ
ば
君
命
を
処
す
可
ら
ず
、
故
に
君
命
を
銜
ん
で
使
す

る
の
途
上
仇
人
に
遇
う
も
、
之
と
闘
う
を
得
ず
。
若
し
負
く
れ
ば
私
の
義
務
の
為
め
に
公
務
を
処
す

る
の
虞
あ
る
を
以
て
な
り
。
従
父
兄
弟
の
仇
に
は
「
魁
と
な
ら
ず
」
云
々
と
は
、
自
ら
主
た
る
討
手

と
な
ら
ず
、
主
人
た
る
子
が
敵
討
を
為
す
時
に
助
太
刀
を
為
す
を
云
い
、（『
礼
記
義
疏
』
巻
五
、
巻
十
）

皆
血
統
の
親
疎
に
依
り
て
報
復
の
義
務
に
軽
重
あ
る
を
示
す
も
の
な
り
。
馬
睎
孟
は
之
を
論
じ
て
、

先
王
恩
を
以
て
情
を
論
じ
、情
を
以
て
義
に
合
す
、其
恩
大
な
る
者
は
其
情
厚
く
、其
情
厚
き
者

は
其
義
隆
し
。
こ
れ
故
に
父
な
り
、
兄
弟
な
り
、
交
友
な
り
、
其
讐
た
る
は
則
ち
一
な
り
。
而
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し
て
、
之
に
報
い
る

ゆ
え
ん

所
以
の
も
の
同
じ
か
ら
ず
。
或
は
共
に
天
を
戴
か
ず
、
之
に
死
せ
ん
と
す
、

而
し
て
こ
。
れ
と
倶
に
生
き
ん
こ
と
を
恥
ず
る
な
り
。
或
は
兵
に
反
ら
ず
、
之
を
執
え
殺
さ
ん

と
す
、
而
し
て
こ
れ
が
備
を
為
す
な
り
。
或
は
国
を
同
じ
ゅ
う
せ
ず
、
之
を
遠
け
ん
と
す
、
而

し
て
其
比
を
悪
む
な
り
。

と
い
え
り
。
ま
た
、
游
桂
が
「
曲
礼
」
に
註
し
て
、

子
之
を
報
じ
て
得
ざ
れ
ば
兄
弟
之
を
報
じ
、
兄
弟
之
を
報
じ
て
得
ざ
れ
ば
交
遊
之
を
報
ず
。

と
い
い
、
湛
若
水
が

、　父、　を、　急、　と、　為、　し
、、　兄、　弟、　之、　に、　次、　ぎ
、、　交、　遊、　ま、　た、　之、　に、　次、　ぐ
。

と
い
え
る
が
如
き
は
、
お
の
ず
か
ら
恩
義
の
厚
薄
に
依
り
て
復
讐
義
務
に
先
後
の
順
位
あ
る
を
示
す

に
足
る
も
の
あ
り
。（『
礼
記
義
疏
』
巻
五
、
巻
十
）

英
国
の
古
法に
於
て
も
復
讐
の
順
次
義
務
を
認
め
た
る
の
跡
あ
り
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
曰
く
、「、　重、　罪
英
国
法

、　の、　私、　告、　訴（appealoffeloy

）、　に、　依、　り、　て、　死、　亡、　者、　の、　為、　め、　に、　復、　讐、　せ、　ん、　こ、　と、　を、　求、　む、　る、　者、　あ、　る、　と、　き、　は
、
誣
告
罪

、　男、　子、　は、　年、　齢、　に、　拘、　ら、　ず、　女、　子、　に、　先、　ん、　じ
、、　最、　近、　親、　族、　は、　他、　の、　親、　戚、　に、　先、　ん、　じ、　て、　之、　を、　行、　う、　こ、　と、　を、　得

、　べ、　し
」
と
。
私
告
訴
に
依
り
て
復
讐
を
為
す
の
意
義
は
、
後
に
説
明
す
る
如
く
、
社
会
力
の
転
化
に

依
り
て
自
力
救
済
の
公
権
制
裁
に
移
る
の
過
渡
期
を
示
す
も
の
な
り
。
而
し
て
、
国
家
が
始
め
て
私

力
救
済
を
収
め
て
公
権
制
裁
と
為
し
た
る
訴
式
に
於
て
、
告
訴
権
利
者
の
順
位
を
定
め
た
る
は
、、　其

、　実、　曩、　に、　復、　讐、　義、　務、　者、　間、　に、　順、　位、　あ、　り、　た、　る、　に、　因、　る、　も、　の、　な、　り
。

各
民
族
に
於
て
、
其
社
会
組
織
の
漸
く
整
備
す
る
に
随
い
て
、
復
讐
の
全
族
義
務
、
全
族
責
任
の
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弊
害
は

つ
と夙

に
認
め
ら
れ
、
立
教
者
又
は
立
法
者
は
之
を

◦
◦

◦
◦

個
人
義
務
・

◦
◦

◦
◦

個
人
責
任、　と、　す、　る◦

◦

教
義、　若、　く、　は
個
人
義
務
・
個
人
責

任
の
発
生

◦
◦

法
規、　を、　設、　く、　る、　に、　至、　れ、　り
。
例
え
ば
、
ユ
デ
ィ
ヤ
人
も
其
始
め
は
対
族
復
讐
の
習
俗
を
有
し
た
る
も

の
な
る
も
、（「
約
書
亜
記
」第
七
章
、第
二
十
四
節
）モ
ー
ゼ
は
之
を
改
め
て

◦
◦

◦
◦

個
人
責
任
と
な
せ
り
。「
申

命
記
」
第
二
十
四
章
第
十
六
節
に
、

父
は
そ
の
子
等
の
故
に
よ
り
て
殺
さ
る
べ
か
ら
ず
、
子
等
は
そ
の
父
の
故
に
よ
り
て
殺
さ
る
べ

ら
ず
、

◦
◦

◦
◦

◦
各
人
お
の
れ

◦
◦

◦
◦

◦

の
罪
に
よ
り

◦
◦

◦
◦

◦

て
殺
さ
る
べ

◦
◦

◦

き
な
り
。

と
あ
り
。
モ
ハ
メ
ッ
ト
も
対
族
復
讐
の
習
俗
を
制
限
せ
ん
と
せ
し
は
『
コ
ー
ラ
ン
』
第
十
七
章「
夜
モ
ハ
メ
ッ
ド
の
法

行
編
」
に
、

正
当
な
る
事
由
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
生
霊
を
殺
す
こ
と
勿
れ
、
是
れ
神
の
汝
等
に
禁
じ
給
い
た
る

所
な
れ
ば
な
り
。

我
等
は
不
正
に
殺
さ
れ
た
る
者
の

◦
◦

嗣
子
に
復
讐
を
要
求
す
る
権
力
を
与
え
た
り
。
然
れ
ど
も
、残

酷
な
る
方
法
を
以
て
其
仇
を
殺
し
、
又
は

◦
◦

◦
◦

◦

殺
害
者
以
外

◦
◦

の
人
に
対
し
て
友
人
の
讐
を
復
す
る
が

如
き
、
適
当
な
る
度
を
超
ゆ
る
行
為
あ
る
可
ら
ず
。

と
い
え
る
を
以
て
之
を
知
る
こ
と
を
得
べ
し
。
現
今
の
回
々
教
国
の
法
は
、右
の
教
義
に
従
い
、復
讐

の
権
利
を
有
す
る
者
は
、被
害
者
の

◦
◦

◦

最
近
親に
限
る
も
の
と
し
、シ
ャ
フ
ィ
ー
ト
派（Schafiit

）、ア
ゼ
最
近
親

ミ
ー
ト
派（A

zem
it

）は
特
に
被
害
者
の

◦
◦

◦

相
続
人に
の
み
之
を
許
す
も
の
と
せ
り
。（Tournauw

,D
as

相
続
人

M
oslenische

R
echit,S.239.

）

ロ
シ
ヤ
に
於
て
も
、古
代
は
全
族
復
讐
の
慣
習
法
行
わ
れ
た
る
が
、
ジ
ャ
ス
ラ
ブ
帝（Jaslav

）の
ロ
シ
ヤ
法
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「
ロ
シ
ヤ
法
典
」（Pravda

rislaja

）は
復
讐
義
務
の
範
囲
を

◦
◦

◦

最
近
親
に
限
定
せ
り
。
其
第
一
条
に
曰
く
、

人
若
し
他
人
を
殺
害
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、兄
弟
は
兄
弟
の
為
め
に
、子
は
父
の
為
め
に
、父
は
子

の
た
め
に
、
又
は
兄
弟
姉
妹
の
子
の
為
め
に
復
讐
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。（Evers,D

as
aelteste

R
echt

der
R

ussen.
S.264

）

又
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
ダ
ニ
エ
ル
第
一
世
王
の
法
典第
三
十
九
条
に
は
、

モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
法

、　復、　讐、　は、　殺、　害、　人、　、　殺
害
者、　一、　人、　に、　対、　し、　て、　の、　み、　之、　を、　為、　す、　こ、　と、　を、　得
、、　之、　を、　其、　親、　戚、　に、　及、　ぼ、　す、　べ

、　ら、　ず
。

と
の
規
定
を
載
せ
た
り
。（Post

A
nfaenge

des
Staats-u.

R
echteslebens.

S.181.

）

チ
ュ
ー
ト
ン
人
種
間
に
於
て
個
人
責
任
の
生
じ
た
る
は
第
六
世
紀
以
後
に
あ
る
が
如
し
。「
ウ
ェ
ス

ト
ゴ
ー
タ
法
」（W

estg
ᾰ ta

lagen.
vi.

1,8.

）に

ウ
ェ
ス
ト
ゴ
ー
タ
法

一
切
の
告
訴
は
、
犯
罪
者
に
対
し
て
の
み
之
を
為
す
べ
き
も
の
と
す
。
父
は
子
の
為
め
に
、
子

は
父
の
為
め
に
、
兄
弟
は
兄
弟
の
為
め
に
訴
追
せ
ら
る
る
こ
と
を
恐
れ
し
む
る
こ
と
勿
れ
。
有

罪
者
と
し
て
告
訴
せ
ら
る
る
者
は
、、　独、　り、　匪、　行、　者、　あ、　る、　の、　み
。

と
あ
り
。
此
法
律
は
文
勢
に
依
り
て
之
を
観
る
も
、
明
ら
か
に
旧
慣
を
改
む
る
の
規
定
な
る
こ
と
を

推
知
し
得
べ
し
。（B

euchet.

参
照
）然
れ
ど
も
、
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
の
記
す
所
に
依
れ
ば
、
チ
ュ
ー
ト

ン
人
種
の
多
数
は
、
第
十
三
世
紀
の
頃
に
至
る
ま
で
共
同
責
任
の
慣
習
を
維
持
し
た
る
も
の
の
如
し
。

（Sutherland,O
rigin

and
G

row
th

ofthe
M

oralInstinct.
ii.

p.
168.

）

上
来
叙
述
せ
る
が
如
く
、
復
讐
者
の
範
囲
が
漸
次
縮
小
し
て
、
全
族
よ
り
個
人
に
移
る
に
至
り
た
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る
は
、
宛
も
公
力
制
裁
が
私
力
制
裁
に
移
り
た
る
が
如
き
観
無
き
に
非
ず
と
雖
も
、
其
実
は、　社、　会、　力

、　が、　漸、　次、　発、　展、　し、　て、　社、　会、　員、　の、　行、　為、　を、　制、　す、　る、　に、　至、　り、　た、　る、　の、　一、　現、　象
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
族
戦

の
存
す
る
は
、
畢
竟
社
会
全
体
の
力
を
以
て
其
一
部
を
制
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
を
以
て
、
其
社
会
に

於
け
る
出
来
事
の
結
果
を
個
人
の
激
情
に
放
任
す
る
に
由
る
も
の
に
し
て
、
同
情
若
く
は
憤
怒
の
結

果
、
全
族
兵
を
執
っ
て
起
つ
に
始
ま
り
、
而
も
単
成
団
体
の
時
代
に
於
て
は
、
団
体
的
存
在
競
争
の

必
要
よ
り
之
を
義
務
と
為
す
に
至
り
た
る
も
の
な
り
。
社
会
が
複
成
団
体
た
る
に
至
れ
ば
、
族
戦
は

内
乱
を
生
じ
、
其
社
会
の
分
裂
破
壊
の
原
因
た
る
こ
と
明
ら
か
な
る
に
至
る
を
以
て
、
族
戦
の
弊
を

除
き
て
治
安
を
維
持
せ
ん
が
為
め
に
、
或
は
社
会
心
の
発
現
た
る
輿
論
、
慣
習
、
宗
規
、
礼
制
等
に

依
り
、
或
は
社
会
心
の
集
中
点
た
る
主
長
の
命
令
等
に
依
り
て
、
社
会
員
の
感
情
を
抑
制
し
、
一
定

の
範
囲
内
に
於
て
の
み
之
を
個
人
に
許
す
も
の
と
せ
り
、
茲
に
於
て
、
族
戦
の
如
き、　一、　般、　的、　私、　力、　制

、　裁、　は、　漸、　く、　禁、　止、　せ、　ら、　れ、　、、　公、　権、　力、　に、　依、　り、　て、　認、　許、　せ、　ら、　れ、　た、　る、　範、　囲、　内、　に、　在、　る、　者、　の、　み、　が、　自、　力、　制、　裁

、　を、　行、　う、　こ、　と、　を、　得、　る、　に、　至、　り、　た、　る、　も、　の、　な、　り、　。

第
三
款
　
復
讐
避
難
場

一
　
避
　
難
　
制

、　社、　会、　続、　制、　力、　発、　展、　の、　初、　期、　に、　於、　て、　往、　々、　観、　る、　所、　の、　避、　難、　場（A
sylum

）、　の、　設、　置、　も
、、　亦、　復、　讐、　血、　報、　の

、　乱、　端、　を、　塞、　ぎ
、、　私、　力、　制、　裁、　を、　収、　め、　て、　公、　権、　力、　に、　移、　す、　の、　一、　方、　法、　た、　り、　し、　な、　り
、
避
難
な
る
語
は
、其
避
難
と
い
う
語

原
始
に
於
て
は
、
主
と
し
て
殺
人
者
が
神
聖
不
可
侵
の
場
所
に
逃
れ
て
復
讐
を
避
く
る
場
合
に
用
い
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ら
れ
た
る
も
の
に
し
て
、
即
ち
タ
ブ
ー
の
効
果
に
外
な
ら
ざ
り
し
も
、
後
に
至
り
て
は
広
く
一
定
の

場
所
又
は
一
定
の
人
の
保
護
の
下
に
走
り
て
、
復
讐
、
刑
罰
、
虐
待
等
を
免
る
る
如
き
場
合
を
總
称

す
る
に
至
れ
り
。

従
来
学
者
は
種
々
に
避
難
の
分
類を
為
し
て
之
を
論
述
し
、
其
範
囲
の
倍
々
広
汎
な
る
に
至
れ
り
。
避
難
の
分
類

第
十
七
世
紀
に
カ
ー
ル
ホ
ル
ム
が『
避
難
論
』（Tractatusde

asylis,U
psala.

1682.

）な
る
書
を
著
わ

し
て
之
を「

◦
◦

◦
◦

物
的
避
難
」（asyla

realia.

）「
人
的
避
難
」（asyla

presonalia

）の
二
種
に
分
類
し
、ヘ
ル
物
的
避
難

人
的
避
難

マ
ン
、ポ
ス
ト
も
此
分
類
を
採
用
し
て「

◦
◦

◦
◦

地
的
避
難
」（O

rtlichesA
syl.

）「

◦
◦

◦
◦

人
的
避
難
」（Persᾰ nliches

A
syl.

）の
二
種
と
し
、（herm

ann
Post,

G
rundlage.

S.
414.

）コ
ー
レ
ル
は
之
に
「

◦
◦

◦
◦

時
的
避
難
」

（Zeitliches
A

syl.

）を
加
え
て
三
種
と
せ
り
。（K

ohler,Lehrbuch
der

R
echtsphilosophie.

S.188.

）

ヘ
ル
ウ
ィ
ヒ
は
避
難
者
を
分
類
の
基
礎
と
し
、「

◦
◦

◦
◦

罪
人
避
難
」等
に
於
て
も
之
を
論
じ
、就
中
ヘ
ル
ウ
ィ
罪
人
避
難K

K
V

er-
brecherasyl

「K
N

N
N

N

外
人

避
難
」（Fem

-
denasyl

）及

び
「

◦
◦

◦
◦

奴
隷
避
難
」

（Sklavenasyl

）

の
三
種
と
せ
り
。

（H
ellw

ig,
D

as
A

sylrecht
der

N
aturvoelker.

S
2.

）
避
難
制
度（A

syl-
recht

）が
私
力
制

裁
よ
り
公
権
制
裁
に

進
む
の
径
路
に
中
り

た
る
は
、
広
く
文
化

低
級
の
諸
民
族
に
行

わ
る
る
習
俗
に
徴
し

て
之
を
知
る
を
得
べ

し
。
近
時
避
難
俗
が

法
律
の
進
化
に
重
要

な
る
関
係
を
認
め
、

之
に
関
す
る
研
究
を

発
表
す
る
者
少
か
ら

ず
。
ヘ
ル
マ
ン
・
ポ

ス
ト（H

erem
ann

Post

）の

G
rund-

lagen
、
コ
ー
レ

ル（J.
K

oholer

）

の

Shakespeare
vor

d.
Forum

der
Jurispru-

denz,
V

rolesunge
über

R
echt-

spj;psophlie

ヒ（A
.hellw

ig

）の
「
自
然
民
族
の
避
難
法
」（A

atkrecht
der

N
aturvoelker

）及
「
大
洋
洲
の
避
難

法
」（A

sylreht
der

O
zeanien.

）は
、
此
問
題
に
関
し
、
最
も
詳
細
な
る
研
究
を
載
す
る
も
の
と
す
。

親
子
兄
弟
の
如
き
近
親
を
殺
さ
れ
た
る
者
の
怨
恨
の
激
情
は
、法
禁
を
以
て
容
易
く
抑
圧
し
得
べ

避
難
場
の
効
用

き
も
の
に
非
ず
。
故
に
社
会
の
秩
序
既
に
整
い
、
国
家
の
法
制
既
に
定
ま
る
の
後
と
雖
も
、
殺
傷
の

如
き
犯
行
に
対
す
る
報
復
は
、動
も
す
れ
ば
反
射
的
に
行
わ
る
る
も
の
な
る
を
以
て
、避
難
市
の
如
き

、　制、　動、　機
あ
り
て
、犯
行
者
を
激
怒
者
の
手
の
届
か
ざ
る
所
に
置
き
、復
讐
者
の
沸
け
る
血
の
稍
々
冷
ゆ

る
を
待
っ
て
賠
償
を
提
供
し
、又
は
裁
判
の
準
備
を
為
す
を
得
し
む
る
と
き
は
、之
に
依
り
て
私
力
制

裁
を
公
権
制
裁
に
導
び
く
こ
と
を
得
べ
き
な
り
。（Frauenstädt,B

lutrache
und

Todtschlagsühne,
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S.67,68.

参
照
）若
し
避
難
権
に
し
て
永
続
的
な
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
れ
法
権
に
対
す
る
一
種
の
反
抗

と
も
看
る
こ
と
を
得
べ
き
も
、
若
し
モ
ー
ゼ
の
如
く
、
ゼ
ル
マ
ン
民
族
法
の
如
く
、
賠
償
を
提
供
し

又
は
裁
判
の
準
備
た
る
一
時
的
の
も
の
な
り
と
す
れ
ば
、
法
権
を
維
持
す
る

ゆ
え
ん

所
以
な
り
と
云
わ
ざ
る

可
ら
ず
。

フ
ル
ド
は
避
難
制
を
以
て
印
度
に
も
存
せ
る
も
の
と
し
、
之
を、　世、　界、　的、　現、　象
と
せ
り。
復
讐
が
社
世
界
的
現
象

会
の
慣
習
た
る
所
に
は
必
ず
其
弊
を
救
わ
ん
が
為
め
に
避
難
制
あ
り
と
結
論
せ
り
。（Fuld.

S.296

）

二
　
避
難
俗
の
起
原
及
び
避
難
場

避
難
俗
は
民
俗
の
文
化
稍
々
上
進
の
途
に
就
か
ん
と
す
る
の
始
に
於
て
、
私
闘
の
治
安
を
紊
り
団

体
の
凝
聚
力
を
弛
ぶ
る
を
自
覚
し
た
る
時
に
於
て
、
復
讐
を
緩
和
す
る
の
手
段
と
し
て
行
わ
る
る
も

の
な
る
を
以
て
、文
化
最
低
級
の
民
族
中
に
は
、未
だ
此
習
俗
を
存
せ
ざ
る
も
の
尠
し
と
せ
ず
。オ
ー
文
化
最
低
旧
の
民
族

に
避
難
俗
無
し

ス
ラ
リ
ヤ
の
土
人
、
ア
フ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
、
ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ
ツ
等
に
は
避
難
俗
を
見
ざ
る
は

是
が
為
め
な
り
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
土
人は
文
化
の
最
低
級
に
在
り
。
彼
ら
の
住
地
は
土
地
痩
せ
て
天
産
物
に
乏
し
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
土

人

く
、少
数
の
人
具
相
聚
り
て
小
民
群（H

orde

）を
為
し
、広
漠
た
る
原
野
に
水
草
を
追
う
て
漂
浪
生
活

を
為
す
を
以
て
、
未
だ
定
住
地
を
占
め
て
組
織
あ
る
社
会
生
活
を
為
す
に
至
ら
ず
。
従
っ
て
各
人
の

身
体
、生
命
、及
び
所
持
物
に
対
す
る
保
障
は
、各
自
の
実
力
防
禦
と
復
讐
の
威
嚇
と
あ
る
の
み
。
故

に
復
讐
を
以
て
各
人
の
義
務
と
し
、未
だ
避
難
、賠
償
等
を
以
て
復
讐
を
緩
和
す
る
に
至
ら
ず
。
殺
人
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は
其
過
誤
殺
な
る
と
謀
殺
な
る
と
を
論
せ
ず
、必
ず
之
が
報
復
を
為
す
べ
き
も
の
と
せ
り
。（H

ellw
ig,

A
sylrechit

der
N

aturvoelker.
S.6.

）

ア
フ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ンも
亦
小
民
群
を
為
し
、
水
草
を
追
い
、
禽
獣
を
狩
り
て
漂
浪
し
、
未
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン

だ
一
定
の
住
地
を
占
め
て
組
織
あ
る
社
会
生
活
を
為
す
に
至
ら
ず
、
随
っ
て
民
群
を
主
宰
し
、
争
議

を
裁
決
す
べ
き
者
無
き
を
以
て
、
各
自
の
生
命
財
産
に
対
す
る
保
障
は
、
実
力
の
自
救
又
は
親
戚
の

復
讐
あ
る
の
み
。

ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ
ツは
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
に
比
し
、
其
文
化
稍
々
進
み
た
る
も
の
あ
る
も
、
罪
人
避
難
ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ
ツ

の
習
俗
あ
る
こ
こ
無
禹
く
、
只
其
中
白
人
に
接
し
て
其
文
化
の
影
響
を
受
け
た
る
種
族
は
、
既
に
避

難
時
代
を
経
過
し
た
る
刑
法
を
有
す
る
も
の
あ
る
も
、
罪
人
避
難
の
習
俗
は
一
般
に
ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ

ツ
人
中
に
行
わ
れ
ざ
る
も
の
の
如
し
。（H

ellw
ig,A

sylrecht
der

naturvoelker,S.25,263

）

◦
◦

◦
◦

◦

避
難
制
は
タ

◦
◦

◦
◦

◦

ブ
ー
の
習
俗

◦
◦

◦
◦

◦

に
起
因
し
た

◦
◦

◦

る
も
の
に
し
て
、神
の
不
可
侵
性
の
信
念
よ
り
霊
場
の
不
避
難
制
は
タ
ブ
ー
に

起
因
す

可
侵
性
と
な
り
、

ひ延
い
て
其
霊
場
内
に
入
る
者
を
不
可
侵
と
す
る
は、　タ、　ブ、　ー、　感、　染
の
常
態
に
し
て
、（
拙

著『
タ
ブ
ー
と
法
律
』
○
法
律
進
化

論第
三
冊
収
載
参
照
）神
殿
、祭
場
、其
他
の
霊
場
に於
て
闘
争
し
血
を
流
す
が
如
き
は
、
霊
場
の
避
難

漬
神
罪
の
最
も
重
き
も
の
に
し
て
、之
を
犯
す
者
は
冥
罰
を
蒙
る
べ
し
と
の
信
念
あ
る
を
以
て
、他
人

の
攻
撃
を
恐
る
る
者
が
身
を
霊
場
に
投
じ
て
難
を
免
る
る
は
、屡
々1

有
り
得
べ
き
事
た
り
。
殊
に
社

会
組
織
未
だ
備
ら
ず
し
て
、生
命
の
保
障
な
き
社
会
に
於
て
は
、霊
場
に
避
難
す
る
は
一
種
の
習
俗
と

し
て
発
達
す
る
こ
と
多
き
に
居
る
も
の
な
り
。
民
族
が
、
神
殿
其
他
の
霊
場
に
於
け
る
タ
ブ
ー
の
不

可
侵
性
が
避
難
の
効
用
あ
る
を
経
験
す
る
こ
と
久
し
き
に
及
ん
で
は
、、　酋、　長
、、　高、　僧
、、　其、　他、　の、　権、　力、　者



　50

、　は、　往、　々、　特、　に、　避、　難、　場、　を、　設、　置、　し、　て
、、　治、　安、　を、　維、　持、　せ、　ん、　と、　す、　る、　も、　の、　有、　る、　に、　至、　る
。
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
避
難
場
の
設
置

チ
島
に
於
け
る
避
難
制
の
如
き
は
、
こ
れ
が
適
例
を
示
す
も
の
の
一
な
り
。

サ
ン
ド
ウ
イ
ッ
チ
島
に
於
て
は
、復
讐
は
遺
族
の
死
者
に
対
す
る
神
聖
な
る
義
務
に
し
て
、之
に
依
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
島

の
避
霊
制

り
て
死
者
の
怨
魂
を
慰
め
ざ
る
と
き
は
死
霊
の
崇
あ
り
と
の
迷
信
行
わ
れ
た
る
を
以
て
、
復
讐
の
習

俗
は
最
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
り
。
加
之
、
死
は
呪
誼
の
結
果
な
り
と
の
迷
信
行
わ
れ
た
る
が
為
め
に
、

復
讐
は
独
り
他
人
の
為
め
に
殺
害
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
行
わ
る
る
の
み
な
ら
ず
、病
死
、変
死
等

の
場
合
と
雖
も
、往
々
之
を
他
人
の
呪
誼
に
帰
し
、呪
誼
者
に
擬
せ
ら
れ
た
る
者
に
対
し
て
復
讐
を
為

す
の
習
慣
な
り
。
是
等
の
迷
信
の
為
め
に
復
讐
は
頻
々
と
行
わ
れ
、
之
が
為
め
に
人
口
激
減
す
る
の

虞
あ
る
を
以
て
、
酋
長
は
此
の
如
き
民
族
を
自
滅
に
導
く
べ
き
弊
習
を
芟
除
す
る
の
必
要
を
感
ず
る

こ
と
最
も
切
な
る
に
至
れ
り
。
故
に
第
十
六
世
紀
の
後
半
に
於
て
、
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
島
に、　五、　箇、　所

、　の、　避、　難、　場（puhonua

）、　設、　立、　せ、　ら、　れ
、之
に
依
り
て
復
讐
に
因
る
治
安
の
紊
乱
と
人
口
の
激
減
と
を
停
プ
ホ
ヌ
ア

む
る
こ
と
を
得
る
に
至
れ
り
。
右
の
五
箇
所
の
避
難
場
中
ハ
ワ
イ
島
中
の
ホ
ナ
ウ
ナ
ウ（H

onaunau

）

に
在
る
も
の
は
、
避
難
場
の
起
原
を
示
す
の
範
例
と
も
称
す
べ
き
も
の
な
り
。
此
地
は

か
つ嘗

て
島
王
の
ホ
ナ
ウ
ナ
ウ
の
避
難

場

首
都
の
あ
り
し
所
に
し
て
、
ケ
ア
ヴ
ェ
王
の、　霊、　廟（H

are
o

K
eave

）、　の、　在、　る、　所
な
る
を
以
て
、
其
境

域
は
其
以
前
よ
り
タ
ブ
ー
に
し
て
神
聖
不
可
侵
の
地
た
り
。
此
地
に
在
る
者
は
神
霊
の
保
護
を
受
け
、

殺
人
者
の
如
き
罪
人
と
雖
も
、
一
た
び
之
に
逃
げ
入
る
と
き
は
、
遺
族
は
之
を
追
躡
し
て
復
讐
を
為

す
能
わ
ざ
る
も
の
と
せ
り
。
ホ
ナ
ウ
ナ
ウ
の
避
難
場
の
面
積
は
、
縦
七
百
五
十
フ
ィ
ー
ト
横
四
百
四

フ
ィ
ー
ト
に
し
て
、
其
中
に
多
数
の
小
屋
を
設
け
て
逃
避
者
の
滞
留
所
と
せ
り
。
逃
避
者
は
一
た
び
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此
避
難
舎
に
入
る
と
き
は
一
定
の
期
間
は
去
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
。
例
え
ば
、
戦
時
の
逃
避
者
は
戦

争
の
熄
む
ま
で
避
難
場
を
去
る
能
わ
ず
、
復
讐
の
避
難
者
は
一
定
の
期
間（
二
日
又
は
三
日
）、
プ
ホ

ヌ
ア
内
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
と
し
、
仮
令
い
復
讐
者
が
赦
免
す
る
場
合
と
雖
も
滞
留
の
義

務
あ
る
も
の
と
せ
り
。（Jerves,H

istory
ofT

he
H

aw
aiian

Islan

―――.
3rd.

ed.
p.

34.

）此
逃
避

期
間
中
、
避
難
者
は
神
に
犠
牲
を
捧
げ
て、　自、　己、　の、　罪、　を、　祓、　浄、　し
、
且
つ
神
の
保
護
を
奉
謝
せ
ざ
る
べ

か
ら
ず
。
此
滞
在
祈
祷
を
了
わ
る
と
き
は
、
避
難
者
の
身
体
は
、
タ
ブ
ー
と
な
り
て
不
可
侵
性
を
享

く
る
も
の
な
る
を
以
て
、
期
限
経
過
後
避
難
場
を
去
る
も
、
神
の
保
護
あ
る
も
の
と
せ
り
。
然
れ
ど

も
、
一
た
び
避
難
場
に
逃
れ
た
る
者
は
、
或
は
報
恩
の
為
め
、
或
は
出
場
後
復
讐
の
危
険
あ
る
を
恐

れ
、
生
涯
其
所
に
止
り
て
神
に
奉
仕
す
る
者
多
し
と
云
う
。

ト
ン
ガ
島（Tonga

Islan

―――
）の
避
難
俗
も
頗
る
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
島
に
類
似
し
、、　死、　者、　を、　祭、　る
ト
ン
ガ
島

、　霊、　場
を
避
難
場
と
す
。（H
ellw

ig,D
as

A
sylrecht

der
N

aturvoelker.
S.15.

）

ニ
ュ
ー
・
ギ
ニ
アに
於
て
は
、、　神、　殿
は
タ
ブ
ー
に
し
て
不
可
侵
の
霊
場
な
る
を
以
て
、
其
霊
場
内
ニ
ュ
ー
・
ギ
ニ
ア

に
於
て
人
を
殺
す
が
如
き
は
至
大
な
る
漬
神
罪
と
し
、
之
を
犯
す
者
は
神
罰
に
よ
り
手
足
萎
縮
し
て

激
し
き
痛
み
を
感
じ
、
其
苦
患
を
免
れ
ん
が
為
め
に
死
を
欲
す
る
に
至
る
も
の
と
す
。
故
に
神
殿
は

最
も
安
全
な
る
逃
避
場
に
し
て
、
人
を
殺
し
た
る
者
、
一
た
び
霊
場
に
逃
る
る
と
き
は
、
復
讐
者
の

追
賑
を
免
る
る
も
の
と
す
。
又
過
っ
て
人
を
殺
し
た
る
者
は
、
被
害
者
の
遺
族
に
賠
償
金
を
払
い
た

る
後
ち
他
所
に
避
く
べ
き
も
の
と
す
。（H

ellw
ig,D

as
A

sylrechit
der

naturvoelker.
S.7.

）

避
難
制
は
タ
ブ
ー
に
起
因
す
る
を
以
て
、

◦
◦

◦
◦

◦

神
殿
其
他
の

◦
◦

霊
場、　は、　一、　般、　に、　避、　難、　性、　を、　有、　す、　る、　も、　の、　と
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、　す。
ア
ビ
シ
ニ
ヤ（A

byssinia

）に
於
て
は
、、　大、　寺、　院
は
皆
避
難
場
な
り。
又、　寺、　院、　近、　傍、　の、　家、　屋
も
等
霊
場
は
一
般
に
避
難

性
を
有
す

寺
院
の
避
難
性

し
く
避
難
性
を
有
す
る
も
の
と
す
。
又
高
僧
は
避
難
場
の
範
囲
を
拡
張
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
。

第
十
九
世
紀
の
始
に
、
マ
ド
ハ
ナ
・
ア
ラ
ム（B

ishop
ofM

adhana
A

lam

）が
其
の
管
区
全
部
を
一

切
の
犯
罪
人
の
避
難
場
な
り
と
宣
言
し
た
る
が
如
し
。
是
等
の
家
は
、
多
く
は
貴
族
の
住
家
と
為
り
、

貴
族
等
は
往
々
僧
侶
と
結
託’

し
、
其
避
難
性
を
利
用
し
て
国
王
の
権
力
に
対
抗
す
る
も
の
の
如
し
。

又
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ヤ
に
於
て
は
、
大
僧
正
の
管
轄
に
属
せ
ざ
る、　独、　立、　寺、　院
も
均
し
く
避
難
性
を
有

し
、其
他、　教、　会、　本、　院、　の、　所、　在、　地
な
る
ア
ク
ス
ム（A

xum

）を
始
め
と
し
、イ
ス
ー
ム（Isum

）、キ
ラ
ー

ツ
ァ|K

K
K

iratza

の
如
き
市
、ア
ビ
シ
ニ
ヤ
の
首
府
ゴ
ン
ダ
ー（G

ondar

）の
市
外
エ
ッ
チ
ェ
ゲ
ベ
ッ

ド（Etscheghebed

）も
不
可
侵
の
避
難
場
た
る
性
質
を
有
せ
り
。
人
口
多
き
都
市
の
近
傍
に
避
難
場

あ
る
と
き
は
、
之
が
為
め
に
刑
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
尠
か
ら
ず
と
雖
も
、
ア
ビ
シ
ニ
ヤ
に
於
て

は
、
復
讐
義
務
の
観
念
は
既
に
薄
ら
ぎ
た
り
と
は
い
え
、
未
だ
刑
罰
を
以
て
復
讐
に
代
う
る
に
至
ら

ざ
る
を
以
て
、
仇
人
が
復
讐
者
に
賠
償
を
提
供
し
て
和
難
を
講
ぜ
ん
と
す
る
に
は
、
一
旦
避
難
場
に

入
り
て
、
徐
ろ
に
交
渉
を
為
す
の
要
あ
る
も
の
と
す
。
若
し
復
讐
者
が
賠
償
を
受
く
る
こ
と
を
拒
み

た
る
場
合
に
於
て
は
、
後
に
も
述
ぶ
る
如
く
、
仇
人
は
避
難
の
権
を
失
い
、
復
讐
者
に
引
渡
さ
る
る

も
の
と
す
。（H

ellw
ig,D

as
A

sylrecht
der

N
aturvoelker,S.53.

）

ア
フ
リ
カ
の
カ
フ
フ
ァ
ー
人（kaffi

rs

）も
既
に
賠
償
時
代
に
達
せ
る
を
以
て
、之
に
対
応
し
て
避
難
カ
フ
フ
ァ
ー
人

制
一
般
に
行
わ
れ
、、　總、　酋、　長（IN

kosi

）、　の、　住、　家、　及、　び、　墳、　墓
竝
び
に、　墓、　守の
家
は
不
可
侵
に
し
て
、
總
酋
長
の
家
、
墳
墓

酋
長
自
身
に
対
す
る
罪
を
犯
し
た
る
者
の
外
は
、
一
切
の
犯
罪
に
対
す
る
避
難
場
た
る
を
以
て
、
人



53　第三章　復讐の沿革

を
殺
し
復
讐
を
恐
る
る
者
は
、
之
に
逃
れ
て
難
を
避
く
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
。

ヘ
ル
ウ
ィ
ヒ
は
、
總
酋
長
の
墓
及
び
墓
守
が
避
難
性
を
有
す
る
原
因
を
、
同
族
人
の

◦
◦

◦
◦

霊
魂
不
滅
及

◦
◦

◦
◦

霊
魂
移
転
の
信
念
に
帰
し
、生
前
に
於
て
神
性
を
有
し
た
る
イ
ン
コ
ー
ジ
の
霊
魂
は
、其
墓
地
に
移
り

又
墓
地
の
番
兵
に
移
る
も
の
な
り
。
故
に
其
墓
地
に
入
り
、又
は
番
兵
の
衛
舎
に
入
り
た
る
者
は
、其

霊
魂
の
保
護
を
受
く
る
も
の
な
り
と
せ
り
。（helw

ig,D
asA

sylrechtderN
aturvoelker,SS.31–32.

）

酋
長
の
身
体
は
一
般
に
タ
ブ
ー
な
り
。
随
っ
て
其、　住、　所も
タ
ブ
ー
に
し
て
、
不
可
侵
性
を
有
す
る
酋
長
の
住
所

を
常
と
す
。
ニ
ュ
ー
・
カ
レ
ド
ニ
ヤ
、
イ
ン
ド
人
の
タ
ク
リ
族（Taculli

）に
於
て
は
、
若
し
殺
人
者

其
他
の
犯
罪
人
が
酋
長
の
住
舎
又
は
天
幕
中
に
逃
れ
入
り
、
酋
長
之
を
拒
ま
ざ
る
と
き
は
、
復
讐
の

難
を
避
く
る
こ
と
を
得
る
も
の
ど
す
。
此
避
難
権
は
、
素
と
酋
長
の
タ
ブ
ー
よ
り
生
ず
る
も
の
な
る

を
以
て
、
犯
人
一
た
び
酋
長
の
居
所
外
に
出
ず
る
と
き
は
、
忽
ち
避
難
権
を
失
う
も
の
と
す
。
然
れ

ど
も
、
若
し
酋
長
が
其
住
所
以
外
に
於
て
保
護
を
継
続
せ
ん
と
す
る
と
き
は
、
之
に
其
衣
服
を
与
え

て
之
を
着
せ
し
む
れ
ば
、
酋
長
の
タ
ブ
ー
は
感
染
性
に
依
り
て
其
衣
服
に
も
附
着
す
る
を
以
て
、（
拙

著
『
タ
ブ
ー
と
法
律
』
○
法
律
進
化
論

第
三
冊
収
載

参
照
）復
讐
者
は
仇
人
を
攻
撃
し
、
血
を
以
て
之
を
汚
す
こ
と
を
得

ざ
る
も
の
と
す
。

マ
イ
ク
ロ
ネ
シ
ヤ
群
島に
於
て
は
、
一
般
に
避
難
の
習
俗
存
し
、
避
難
場
は
他
の
地
方
に
於
け
る
マ
イ
ク
ロ
ネ
シ
ヤ
群

島

如
く
主
と
し
て
霊
場
な
る
も
、
同
群
島
に
於
て
は
、
神
殿
と
称
す
べ
き
も
も
の
殆
ん
ど
無
き
を
以
て
、

復
讐
の
難
を
免
れ
ん
と
す
る
者
は
、、　酋、　長、　の、　墓に
逃
る
る
を
以
て
通
常
と
す
。
殺
人
者
一
た
び
酋
長
酋
長
の
墓

の
墓
に
逃
る
る
と
き
は
、
復
讐
者
は
追
躡
し
て
其
霊
場
に
入
る
こ
と
を
得
ず
。
若
し
其
所
に
於
て
復
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讐
を
為
し
、霊
場
を
涜
す
と
き
は
、其
墓
に
埋
め
ら
れ
た
る
死
者
の
霊
の
祟
り
を
受
く
べ
き
も
の
な
り

と
す
。
是
群
島
一
般
の
通
習
な
り
と
雖
も
各
島
に
於
て
特
殊
の
習
俗
あ
る
は
言
を
侯
た
ざ
る
所
な
り
。

パ
ラ
ウ
島（Palau

）は
現
今
既
に
復
讐
時
代
を
経
過
し
て
、刑
罰
に
関
す
る
法
慣
習
あ
る
の
時
期
に

達
し
た
り
と
雖
も
、ヘ
ル
ウ
ィ
ヒ
の
解
説
に
依
れ
ば
、同
島
の
人
民
が
此
の
如
く
比
較
的
進
歩
し
た
る

法
律
生
活
を
為
す
に
至
り
た
る
主
因
は
、、　避、　難、　俗、　の、　広、　く、　行、　わ、　れ、　た、　る、　に、　因、　る
も
の
に
し
て
、
同
島

に
於
て
は
、、　各、　人、　の、　家、　は、　不、　可、　侵、　な、　る、　避、　難、　場
な
る
を
以
て
、
人
を
殺
し
た
る
者
が
他
人
の
家
に
逃
各
人
の
住
家

れ
入
り
た
る
と
き
は
、
其
の
家
に
留
る
間
は
復
讐
者
は
之
を
攻
撃
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
も
の
と
せ
り
。

故
に
、同
島
に
於
て
は
到
る
所
に
避
難
場
あ
り
。
就
中、　酋、　長
、、　大、　酋、　長
、、　僧、　侶、　等、　の、　家
は
、其
保
護
神

の
特
別
の
庇
護
の
下
に
立
つ
も
の
と
す
る
が
故
に
、
之
に
避
難
す
る
者
多
か
り
し
が
如
し
。
各
人
の

家
が
避
難
場
た
り
し
原
因
は
、
主
と
し
て
次
の
二
事
に
あ
り
。
其
一
は
、
復
讐
者
が
他
人
の
家
に
在

る
者
を
殺
し
て
其
家
を
汚
す
と
き
は
、、　其、　家、　の、　守、　護、　神（K

alits

）、　の、　罰、　を、　蒙、　る、　こ、　と、　を、　恐、　る、　る、　に、　あ

、　り
。
他
の
一
は
、其
家
の
主
人
が
若
し
其
避
難
者
の
滞
留
を
拒
み
、之
を
放
逐
す
る
と
き
は
、之
が
為

め
に
復
讐
を
受
け
た
る
者
の
怨
霊
の
崇
を
恐
る
る
に
在
り
。
同
島
に
於
て
は
、
此
の
如
く
避
難
俗
の

普
及
せ
る
為
め
に
、
復
讐
俗
は
民
族
文
化
の
低
度
な
る
に
拘
ら
ず
比
較
的
早
く
其
跡
を
絶
ち
、
刑
法

発
達
の
端
緒
を
見
る
に
至
り
し
な
り
。（H

ellw
ig,D

as
A

sylrechit
der

naturvoelker.
SS.17–23.

）

、　避、　難、　制、　は、　通、　常
、、　血、　族、　共、　同、　責、　任、　の、　習、　俗、　既、　に、　衰、　え
、、　個、　人、　責、　任、　、　避
難
制
と
個
人
責
任、　の、　観、　念、　の

、　生、　じ、　た、　る、　後、　に、　於、　て、　大、　に、　発、　達、　す、　る、　も、　の、　と、　す
。
殺
人
に
対
し
、
殺
害
者
の
親
族
連
帯
し
て
責
任
を

負
う
場
合
に
於
て
は
、
多
数
が
之
に
遁
れ
て
永
く
滞
留
し
得
べ
き
避
難
場
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
其
目
的
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を
達
す
る
能
わ
ざ
る
を
以
て
、
復
讐
を
恐
れ
て
其
難
を
避
け
ん
と
す
る
と
き
は
、
同
族
相
率
い
て
他

郷
に
奔
る
の
外
に
途
あ
る
こ
と
無
し
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
・
イ
ン
ド
人（C

alifornians

）中
に
於
て
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
・

イ
ン
ド
人

殺
人
に
対
し
、
親
族
連
帯
責
任
あ
る
も
の
と
す
る
を
以
て
、
若
し
殺
人
者
が
霊
場
に
避
難
す
る
と
き

は
、
彼
は
危
難
を
親
族
に
嫁
し
て
自
ら
安
全
の
位
地
に
就
く
卑
怯
の
行
を
為
す
も
の
な
り
。
故
に
礼

拝
場
は
避
難
性
を
有
す
る
も
の
と
す
る
も
之
に
遁
れ
て
復
讐
を
避
く
る
者
は
極
め
て
少
し
と
云
う
。

避
難
俗
に

◦
◦

◦
◦

遁
入
避
難
と

◦
◦

◦
◦

逃
出
避
難の
二
種
あ
り
。
前
者
は
タ
ブ
ー
の
場
所
其
他
特
設
の
避
難
場
の
遁
入
避
難
と
逃
出
避

難

如
き、　不、　可、　侵、　境、　内、　に、　遁、　入、　し、　て、　報、　復、　の、　危、　難、　を、　免、　る、　る、　も、　の
に
し
て
、
後
者
は
復
讐
者
所
在
地
よ
り

、　遠、　隔、　の、　地、　に、　逃、　走、　し、　て、　報、　復、　の、　危、　険、　に、　遠、　ざ、　か、　る、　も、　の
な
り
。
前
者
は
復
讐
を、　不、　可、　能
と
す
る
も
の

な
る
を
以
て
、
避
難
の
効
果
確
実
な
る
も
、
後
者
は
復
讐
を、　困、　難
な
ら
し
む
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
な

る
を
以
て
、
避
難
の
効
果
確
実
な
る
も
の
に
非
ず
。『
周
礼
』の
君
父
の
讐
を
海
外
に
避
け
し
め
、
師
『
周
礼
』
辟
讐
の
法

長
、
兄
弟
の
讐
を
千
里
の
外
に
避
け
し
め
、
兄
弟
交
遊
の
讐
を
国
外
に
避
け
し
む
る
が
如
き
は
、
逃

出
避
難
の
制
な
り
。
後
に
掲
ぐ
る
本
邦
中
古
律
に
於
け
る
移
郷
の
制
も
亦
其
一
例
な
り
。
サ
モ
ア
群

島に
於
て
は
、各
部
落
に
通
ず
る
統
一
的
権
力
無
く
、各
部
落
民
族
は
互
い
に
外
国
人
又
は
敵
人
の
如
サ
モ
ア
群
島
の
逸
出

避
難

き
関
係
に
立
つ
を
以
て
、
人
を
殺
し
て
復
讐
を
恐
る
る
者
は
他
の
部
落
民
族
に
投
じ
て
難
を
避
く
る

を
常
と
し
、
其
部
落
に
於
て
は
其
境
内
の
治
安
を
維
持
せ
ん
が
為
め
に
亡
命
者
を
庇
護
し
て
、
復
讐

者
が
追
躡
し
て
其
境
に
入
る
事
を
許
さ
ざ
る
を
例
と
す
。
故
に
サ
モ
ア
群
島
の
避
難
俗
は
ヘ
ル
ウ
ィ

ヒ
の
い
わ
ゆ
る
罪
人
避
難
と
同
時
に
外
人
避
難
の
性
質
を
兼
ぬ
る
も
の
な
り
。
而
し
て
此
避
難
俗
は
、

彼
の
霊
地
に
逃
る
る
も
の
と
異
な
り
、
単
に
民
族
対
立
の
形
勢
に
よ
り
、
他
民
族
が
境
内
に
入
り
て
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闘
争
を
な
す
を
禁
ず
る
に
出
ず
る
も
の
な
る
を
以
て
、
若
し
亡
命
者
が
故
郷
に
復
帰
す
る
事
あ
る
と

き
は
、
復
讐
を
受
く
る
の
虞
有
り
。
故
に
一
度
他
郷
に
走
り
た
る
者
は
、
生
涯
其
地
に
止
ま
る
を
常

と
す
。
又
亡
命
者
の
故
郷
に
於
て
は
、
彼
の
家
を
焼
き
、
財
産
を
没
収
し
、
且
つ
生
涯
帰
郷
を
禁
ず

る
も
の
と
す
。
原
始
的
民
族
に
於
て
は
、
人
口
の
増
加
は
即
ち
其
部
落
の
戦
闘
力
を
増
す
も
の
な
る

を
以
て
、
サ
モ
ア
に
於
て
も
、
逃
避
者
の
入
境
を
拒
ま
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
之
を
歓
迎
し
て
其
部
落

に
永
住
す
る
こ
と
を
許
す
も
の
と
す
。
但
し
此
の
如
き
逃
避
者
が
部
落
民
と
同
等
の
権
利
を
有
す
る

能
わ
ざ
る
は
勿
論
に
し
て
、
劣
等
民
級
た
る
位
地
を
占
む
る
の
み
な
ら
ず
、
往
々
奴
隷
と
な
る
こ
と

あ
る
も
の
と
す
。（H

ellw
ig,D

as
A

sylrecht
der

N
aturvoelker.

S.14,18.

）

異
郷
避
難

復
讐
を
血
族
の
義
務
と
な
し
、
被
害
者
の
全
親
族
は
殺
害
者
の
全
族
に
対
し
て
報
讐
を
為
す
も
の

と
し
、其
間
に
順
位
を
設
け
ざ
る
習
俗
あ
る
民
族
に
於
て
は
、復
讐
は
即
ち、　親、　族、　戦
な
る
を
以
て
、若

し
復
讐
を
避
け
ん
と
な
ら
ば、　殺、　害、　者、　は、　全、　族、　を、　率、　い、　て、　避、　難、　せ、　ざ、　る、　べ、　か、　ら、　ず
。
然
る
に
、
自
郷
内

に
於
て
一
時
に
多
数
の
逃
避
者
を
容
れ
て
永
く
滞
留
せ
し
む
べ
き
避
難
場
の
設
あ
る
も
の
は
極
め
て

稀
な
る
を
以
て
、
一
族
を
挙
げ
て
避
難
せ
ん
と
な
ら
ば
、
勢
い
他
郷
に
逃
れ
ざ
る
を
得
ず
。
ア
フ
リ

カ
の
セ
ネ
ガ
ム
ビ
ヤの
フ
ー
ル
ー
プ
族（Fulup
）に
於
て
は
、
全
親
族
の
全
親
族
に
対
す
る
復
讐
行
わ
セ
ネ
ガ
ム
ビ
ヤ

る
る
を
以
て
、
人
を
殺
し
て
復
讐
を
免
れ
ん
と
す
る
者
は
、
親
族
を
率
い
て、　他、　郷、　に、　逃、　れ
、、　復、　讐、　者

、　の、　憤、　怨、　の、　冷、　却、　す、　る、　を、　待、　つ、　べ、　き、　も、　の、　と、　す
。
此
逃
避
期
間
は
、
慣
習
法
上
五
年
に
し
て
、
此
期
間

を
経
過
す
る
と
き
は
殺
害
者
及
び
其
親
族
は
故
郷
に
帰
り
、
被
害
者
の
遺
族
に
対
し
、
牛
一
頭
を
償

い
て
和
を
購
ず
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
。（H

ellw
ig.

S.80.

）け
だ蓋

し
此
避
難
制
も
バ
レ
ア
及
び
ク
ナ
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マ
に
於
け
る
が
如
く
、
半
ば

◦
◦

流
謫
の
意
を
含
む
も
の
な
る
を
以
て
、
之
が
為
め
に
遺
族
の
憤
怨
を
和

ら
げ
、
社
会
の
正
義
観
念
を
満
足
せ
し
め
、
比
較
的
軽
微
な
る
賠
償
を
以
て
和
解
す
る
こ
と
を
得
る

も
の
な
る
が
如
し
。

チ
ェ
ロ
キ
ー
・
イ
ン
ド
人（C

erokees

）中
に
は
、第
十
八
世
紀
の
始
の
頃
よ
り、　避、　難、　市
あ
り
て
、其
チ
ェ
ロ
キ
ー
の
避
難

市

市
内
に
於
て
は
血
を
流
す
こ
と
を
厳
禁
し
、
今
に
至
る
ま
で
謀
殺
者
と
雖
も
其
市
内
に
遁
れ
入
る
と

き
は
復
讐
を
免
る
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
。
然
れ
ど
も
、
犯
人
避
難
市
に
逃
れ
入
り
て
神
の
冥
護

を
得
た
る
後
ち
、
其
危
険
の
去
る
に
及
ん
で
擅
に
之
を
去
る
は
、
神
威
を
弄
ぶ
に
等
し
き
も
の
な
り

と
し
、、　一、　た、　び、　避、　難、　市、　に、　逃、　れ、　入、　り、　た、　る、　者、　は、　生、　涯、　場、　外、　に、　出、　で、　て、　郷、　里、　に、　帰、　る、　こ、　と、　を、　許、　さ、　ざ、　る

、　も、　の、　と、　す
。、　故、　に、　避、　難、　市、　に、　逃、　る、　る、　は
、、　自、　ら、　終、　身、　流、　謫、　の、　刑、　を、　受、　く、　る、　に、　等、　し、　き、　も、　の、　な、　り
。

ア
フ
リ
カ
の
バ
レ
ア
及
び
ク
ナ
マ
に
於
て
は
、被
殺
者
の
近
親
に
私
力
制
裁
を
許
し
、復
讐
者
が
自
バ
レ
ア
及
ク
ナ
マ
の

避
難
舎

力
を
以
て
制
裁
を
行
う
能
わ
ざ
る
場
合
に
於
て
、始
め
て
公
力
制
裁
を
行
う
も
の
と
し
、復
讐
期
よ
将

に
刑
罰
期
に
入
ら
ん
と
す
る
の
間
境
に
在
る
も
の
な
る
こ
と
、
下
に
述
ぶ
る
が
如
し
と
雖
も
、
之
と

同
時
に
罪
人
逃
避
権
が
全
族
の
治
安
維
持
に
極
め
て
緊
要
な
る
を
認
め
、
復
讐
者
と
仇
敵
と
を
離
隔

し
て
、
成
る
べ
く
私
闘
流
血
の
惨
な
か
ら
し
め
ん
と
せ
り
。
バ
レ
ア
及
び
ク
ナ
マ
に
於
け
る
各
州
は
、

各
法
権
を
異
に
す
る
こ
と
、宛
か
も
我
封
建
時
代
に
於
け
る
が
如
く
な
り
し
を
以
て
、一
州
に
於
て
人

を
殺
し
た
る
者
が
他
州
に
奔
り
た
る
と
き
は
、
復
讐
者
は
之
を
追
躡
し
て
他
州
内
に
於
て
敵
討
を
為

す
こ
と
を
許
さ
ず
、
又
犯
罪
地
の
州
よ
り
逃
避
地
の
州
に
対
し
て
罪
人
引
渡
の
要
求
を
為
す
こ
と
能

わ
ざ
る
も
の
と
せ
り
。
同
州
内
に
於
て
は
法
律
上
避
難
権
無
き
も
の
と
す
る
も
、
若
し
殺
人
者
が
他
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人
の
家
に
逃
れ
入
る
と
き
は
、其
家
主
は
名
誉
事
件
と
し
て
之
を
庇
護
し
、仮
令
い
復
讐
者
が
追
躡
し

て
其
引
渡
を
請
求
す
る
こ
と
あ
る
も
之
を
拒
み
、護
衛
者
を
附
し
、州
境
ま
で
送
り
出
し
て
他
州
に
逃

れ
し
む
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
。
此
場
合
に
於
て
、
殺
人
者
の
逃
れ
た
る
家
は、　中、　間、　的、　逃、　避、　場、　た
中
間
逃
避
場

、　る、　に、　過、　ぎ、　ざ、　る、　も、　の、　に、　し、　て
、、　境、　を、　越、　え
、、　他、　州、　に、　入、　り、　て、　後、　始、　め、　て、　安、　全、　な、　る、　こ、　と、　を、　得、　る、　も、　の

、　と、　す
。
法
律
が
此
の
如
き
家
主
の
行
為
を
認
容
し
て
之
を
罪
人
隠
匿
の
罪
と
為
さ
ざ
る

ゆ
え
ん

所
以
の
も
の

は
、
之
に
依
り
て
州
内
に
於
け
る
私
闘
騒
擾
を
止
め
て、　治、　安、　を、　維、　持、　す、　る、　こ、　と、　を、　得
る
の
み
な
ら
ず
、

犯
罪
者
を
逃
出
せし
む
る
は
、
之
を
郷
里
よ
り
追
放
す
る
に
等
し
き
も
の
な
る
を
以
て
、
之
が
為
め
避
難
と
追
放

に
幾
分
か
遺
族
の、　憤、　怨、　を、　慰、　む
る
に
足
り
、
又、　社、　会、　の、　正、　義、　心、　の、　要、　求、　を、　も、　満、　足、　せ、　し、　む
る
に
足
る

も
の
あ
る
が
為
な
り
。
後
に
述
ぶ
る
如
く
、
犯
罪
者
が
他
郷
に
謫
居
す
る
こ
と
数
年
の
後
ち
は
、
長

老
の
調
停
に
よ
り
、
被
害
者
の
遺
族
に
賠
償
を
為
し
て
帰
還
し
、
被
害
者
の
家
族
の
一
員
と
す
る
こ

と
あ
る
も
の
と
す
。

避
難
制
は
タ
ブ
ー
に
起
因
し
た
る
も
の
に
し
て
、
タ
ブ
ー
の
不
可
侵
性
の
為
め
に
報
復の
難
を
免
特
設
非
難
場

る
る
も
の
あ
り
、
之
に
依
り
て
私
闘
を
熄
め
て
治
安
を
維
持
し
、
又
は
奴
隷
の
虐
使
を
止
め
て
自
由

を
保
護
す
る
等
の
効
あ
る
を
観
て
、
立
法
者
は
往
、々　固、　有、　の、　タ、　ブ、　ー、　性、　を、　有、　す、　る、　場、　所、　以、　外、　に
、、　特

、　に、　避、　難、　場、　を、　創、　設、　し
、
之
に
不
可
侵
性
を
賦
し
て
、
治
安
の
維
持
圧
虐
の
救
済
等
の
目
的
に
充
つ
る

こ
と
あ
り
。
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
島
に
於
て
は
、
従
来
タ
ブ
ー
に
基
き
た
る
避
難
俗
存
せ
る
も
、
後
に

至
り
、
宗
教
的
酋
長
が
五
箇
所
の
避
難
場
を
創
設
し
た
る
は
前
に
述
べ
た
る
が
如
し
。
モ
ー
ゼ
の
六

避
難
市
の
如
き
も
、

け
だ蓋

し
其
創
設
以
前
よ
り
存
せ
る、　タ、　ブ、　ー、　の、　習、　俗、　に、　基、　き、　て、　考、　案、　し、　た、　る、　も、　の
に
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し
て
、
之
に
神
聖
性
を
与
え
ん
が
為
め
に
、「

の
が
れ
の
ま
ち

逃
遁
邑
六
を
与
う
べ
し
」（「
民
数
紀
略
」
第
三
十
五
章
、

第
六
節
）な
る
、
エ
ホ
バ
の
言
に
依
り
て
之
を
設
け
た
る
も
の
と
せ
り
。

此
の
如
く
、
特
に
設
け
た
る
避
難
場
は
人
文
進
化
の
程
級
に
於
て
一
階
を
進
め
た
る
も
の
に
し
て
、

、　其、　設、　置、　の、　目、　的、　に、　従、　い
、、　逃、　避、　者、　の、　行、　為、　の、　徳、　義、　性
、、　其、　他、　の、　事、　由、　に、　よ、　り、　て
、、　其、　庇、　護、　の、　程、　度、　を

、　異、　に、　す、　る、　こ、　と、　あ、　る、　も、　の、　と、　す
。
モ
ー
ゼ
の
六
逃
避
邑
に
於
て
、
過
誤
殺
に
対
し
て
は
完
全
な
る
保

護
を
与
う
る
も
、
謀
殺
者
に
対
し
て
は
審
判
の
準
備
と
し
て
一
時
的
庇
護
を
与
う
る
に
止
ま
る
も
の

と
す
る
が
如
き
は
、
其
適
例
の
一
な
り
。

故
に
逃
避
者
の
保
護
に
関
し
て、　避、　難、　場、　に

◦
◦

二
種、　あ、　り
。単
に
タ
ブ
ー
な
る
が
為
め
に
逃
避
者
を
保
二
種
の
逃
避
場

護
す
る
も
の
は
、其

◦
◦

場
所
の
神
聖
に
し
て
不
可
侵
な
る
が
為
め
に
保
護
を
与
う
る
も
の
に
し
て
、其
逃
タ
ブ
ー
に
依
る
逃
避

場

避
者
の
性
質
如
何
は
毫
も
関
す
る
所
に
非
ざ
る
を
以
て
、
其
謀
殺
者
た
る
と
誤
殺
者
た
る
と
義
殺
者

た
る
と
は
素
よ
り
問
う
所
に
非
ず
。
只
其
境
内
に
於
て
闘
争
を
為
し
又
は
血
を
流
し
て
之
を
涜
す
等

の
事
を
禁
じ
た
る
が
為
め
に
、
逃
避
者
を
不
可
侵
な
ら
し
む
る
の
効
果
あ
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
立

法
者
の
特
設
す
る
避
難
場
は之
に
反
し
、
其
設
置
の
目
的
に
依
り
て
其
避
難
の
効
果
を
異
に
し
、
多
立
法
者
の
特
設
に
依

る
避
難
場

く
は
之
に
依
り
て
治
安
を
維
持
し
、又
は
圧
虐
を
防
止
せ
ん
が
為
め
に
、其
不
可
侵
期
間
を
仲
裁
、賠

償
、
審
判
等
に
充
つ
る
も
の
に
し
て
、、　之、　に、　依、　り、　て、　自、　力、　救、　済、　を、　公、　権、　力、　に、　収、　む、　る、　の、　一、　手、　段、　と、　す

、　る、　も、　の、　な、　り
。

ユ
ダ
ヤ

猶
太
人
中
に
は

◦
◦

◦
◦

◦

対
当
報
復
の

◦法（lex
talionis

）行
わ
れ
、
如
何
な
る
場
合
と
雖
も
、
死
は
死
を
以
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
対
等
報

復
の
法

報
ゆ
る
も
の
と
せ
る
も
、
モ
ー
ゼ
の
時
に
至
り
て
、

◦
◦

◦

避
難
場、　を、　設、　け、　て、　過、　誤、　殺、　者、　を、　復、　讐、　の、　難、　よ、　り
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、　救、　い
、、　之、　と、　同、　時、　に、　總、　て、　の、　殺、　人、　の、　場、　合、　を、　会、　衆、　の、　裁、　判、　権、　内、　に、　収、　め、　ん、　と、　せ、　り
。
モ
ー
ゼ
が
こ
れ

ら
の
革
新
を
神
託
に
帰
し
た
る
は
例
の
如
し
。「
民
数
紀
略
」
第
三
十
五
章
に
於
て
エ
ホ
バ
の
モ
ー
ゼ

に
告
げ
た
る
言
と
し
て
、

六
の
が
れ
の
ま
ち

逃
遁
邑
六
を
与
う
べ
し
、是
は
人
を
殺
せ
る
者
の
其
処
に
逃
る
べ
き
た
め
の
者
な
り
。
十
イ

ス
ラ
エ
ル
の

ひ
と
び
と

子
孫
に
告
て
こ
れ
に
言
え
、汝
ら
ヨ
ル
ダ
ン
を
済
り
て
カ
ナ
ン
の
地
に
入
ば
、十
一
汝

ら
の
た
め
に

ま
ち邑

を
設
け
て
逃
遁
邑
と
為
し
、、　誤、　り、　て、　人、　を、　殺、　せ、　る、　者、　を、　し、　て、　其、　処、　に、　逃、　る、　べ、　か

、　ら、　し、　む、　べ、　し
。
十
二
其
は
汝
ら
が
仇
討
す
る
者
を
避
て
逃
る
べ
き
邑
な
り
、
是
あ
る
は、　人、　を、　殺

、　せ、　る、　者、　が、　未、　だ、　会、　衆、　の、　前、　に、　た、　ち、　て、　さば審、　き判、　を、　う、　け、　ざ、　る、　先、　に、　殺、　さ、　る、　る、　こ、　と、　無、　ら、　ん、　た、　め、　な、　り
。

十
三
汝
ら
が

あ
た豫

う
る

ま
ち
ま
ち

邑
々
の
中、　六、　を、　も、　て、　逃、　遁、　邑、　と、　す、　べ、　し
。
十
四
す
な
わ
ち
、
汝
ら
ヨ
ル
ダ

ン
の

こ
な
た

此
旁
に
お
い
て
三
の
邑
を
豫
え
、
カ
ナ
ン
の
地
に
於
て
三
の
邑
を
豫
え
て
逃
遁
邑
と
な
す

べ
し
。
十
五
こ
の
六
の
邑
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
孫
と
他
国
人
及
び
そ
の

う
ち中

に
や
ど
れ

寄
寓
る
者
の
逃
遁

場
た
る
べ
し
。、　凡、　て、　誤、　り、　て、　人、　を、　殺、　せ、　る、　者、　は、　其、　処、　に、　逃、　る、　る、　こ、　と、　を、　得、　べ、　し
。

と
云
え
り
。「
出

エ
ジ
プ
ト

埃
及
記
」
第
二
十
一
章
に
も
、

十
二
人
を
撃
ち
て
死
し
め
た
る
者
は
必
ず
殺
さ
る
べ
し
。
十
三
、　もし若、　人、　み、　ず、　か、　ら、　たく画、　む策、　こ、　と、　な、　き

、　に
、
神
人
を
そ
の
手
に
か
か
ら
し
め
た
ま
う
こ
と
あ
る
時
は
我
難
事
の
た
め
に

ひ
と
つ

一
個
の
処
を
設

く
れ
ば
、
そ
の
人
其
処
に
逃
る
べ
し
。

「
申
命
記
」
第
十
九
章
に
も
、

四
人
を
殺
せ
る
者
の
彼
処
に
逃
れ
て
生
命
を
全
う
す
べ
き
そ
の
事
は
是
の
ご
と
し
、
即
ち
凡
て
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、　素、　よ、　り、　悪、　む、　こ、　と、　も、　無、　く
、、　知、　ら、　ず、　し、　て、　其、　隣、　人、　を、　殺、　せ、　る、　者
、
五
例
え
ば
人
木
を
伐
ん
と
て
、

そ
の
隣
人
と
と
も
に
林
に
入
り
、
手
に
斧
を
執
て
、
木
を
伐
ん
と
撃
お
ろ
す
時
に
、
そ
の
頭
の

鉄
え柯

よ
り

ぬ
け脱

て
、
そ
の
隣
人
に
あ
た
り
て
、
之
を
死
し
め
た
る
が
如
き
是
な
り
。
斯
る
人
は
是

等
の
邑
の
一
に
逃
れ
て
生
命
を
全
う
す
べ
し
。
六
恐
ら
く
は
復
仇
す
る
者
、
心
熱
し
て
そ
の
殺

人
者
を
追
か
け
、
道
路
長
き
に
お
い
て
は
、
遂
に
追
し
き
て
之
を
殺
さ
ん
。
然
る
に、　そ、　の、　人、　は

、　素、　よ、　り、　之、　を、　悪、　み、　た、　る、　者、　に、　あ、　ら、　ざ、　れ、　ば、　殺、　さ、　る、　べ、　き、　理、　あ、　ら、　ざ、　る、　な、　り
。

「
ヨ
シ
ュ
ア

約
書
亜
記
」
第
二
十
章
に
も
、

一
茲
に
エ
ホ
バ
、ヨ
シ
ュ
ア
に
告
て
言
た
ま
い
け
る
は
、
二
汝
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
孫
に
告
げ
て

言
え
、
汝
等
モ
ー
ゼ
に
よ
り
て
我
が
汝
ら
に
語
り
お
き
し
逃
遁
の
邑
を
択
び
定
め
、
三
、　誤、　り、　て

、　知、　ず、　に、　人、　を、　殺、　せ、　る、　者
を
其
処
に
逃
れ
し
め
よ
。
是
は
汝
ら
が
仇
討
す
る
者
を
避
て
逃
る
べ
き

処
な
り
。
九
是
す
な
わ
ち
イ
ス
ラ
エ
ル
の
一
切
の
子
孫
、
お
よ
び
之
が
中
に
寄
寓
お
る
他
国
人

の
た
め
に
設
け
た
る
邑
々
に
し
て
、
凡
て、　人、　を、　誤、　ま、　り、　殺、　せ、　る、　者、　を、　此、　に、　逃、　れ、　し、　め、　其、　会、　衆、　の

、　前、　に、　立、　ざ、　る、　中、　に、　仇、　討、　の、　手、　に、　死、　ぬ、　る、　が、　ご、　と、　き、　こ、　と、　な、　か、　ら、　し、　め、　ん、　た、　め、　な、　り
。

と
云
え
り
。
此
逃
遁
邑
な
る
も
の
は
殺
人
者
の
避
難
市
に
し
て
、
其
場
内
に
於
て
復
讐
を
禁
止
せ
る

も
の
な
り
。
然
る
に
此
避
難
市
の
保
護
を
受
く
る
こ
と
を
得
る
者
は
、、　過、　っ、　て、　人、　を、　殺、　し、　た、　る、　者、　に

、　限、　り
た
る
を
以
て
、
避
難
市
に
入
り
て
復
讐
を
免
れ
ん
と
す
る
者
あ
る
毎
に
、、　其、　者、　の、　避、　難、　権、　の、　有
避
難
権

、　無、　に、　関、　し、　審、　判、　を、　為、　す、　の、　必、　要、　を、　生、　ず、　る、　に、　至、　れ、　り
。

避
難
権
は
避
難
場
に
入
り
て
後
ち
始
め
て
生
ず
る
も
の
と
せ
る
を
以
て
、
復
讐
者
は
仮
令
い
殺
人
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者
が
避
難
市
に
走
る
と
き
と
雖
も
、
之
を
追
躡
し
、
途
中
に
於
て
其
仇
を
撃
つ
を
得
る
も
の
と
せ
り
。

「
約
書
亜
記
」
第
二
十
章
に
記
す
所
に
依
れ
ば
、
避
難
市
に
投
ぜ
ん
と
す
る
者
走
っ
て
市
門
に
達
す
る

と
き
は
、「
門
の
入
口
に
立
て
、
そ
の

ま
ち邑

の
と
し
よ
り
た
ち

長
老
等
の
耳
に

こ
と
わ
け

事
情を
述
」
べ
て
入
市
の
許
可
を
請
わ
ざ
避
難
権
の
有
無
に
関

す
る
長
老
の
審
判
権

る
可
ら
ず
。
長
老
は
其
陳
述
を
聴
き
、
其、　過、　誤、　殺
な
る
こ
と
を
認
む
る
と
き
は
、
入
市
を
許
し
て
市

内
に
住
居
せ
し
め
、
血
報
者
の
追
躡
復
讐
を
免
れ
し
む
る
も
の
と
せ
り
。（Joshua

xx.
4,6.

）「
民

数
紀
略
」
第
三
十
五
章
に
曰
く
、

二
二
さ
れ然

ど
、も
し

あ
だ敵

の
心
な
く
し
て
思
わ
ず
人
を
推
し
、又
は
意
な
く
し
て
人
に
物
を
擲
ち
、ま

た
は
人
あ
る
を
見
ず
し
て
人
を
殺
す
ほ
ど
の
石
を
之
に
投
げ
つ
け
て
死
し
む
る
こ
と
有
ん
に
、そ

の
人
こ
れ
が
敵
に
も
あ
ら
ず
、ま
た
之
を
害
せ
ん
と
せ
し
に
も
あ
ら
ざ
る
時
は
、、　会、　衆、　こ、　の、　おき律
、　て法

、　に、　よ、　り、　て、　そ、　の、　人、　を、　殺、　せ、　る、　者、　と、　仇、　討、　す、　る、　者、　と、　に、　さば審、　き判、　を、　言、　わ、　た、　す、　べ、　し
。
二
五
即
ち
会
衆

は
そ
の
人
を
殺
せ
る
者
を
仇
討
す
る
者
の
手
よ
り
救
い
出
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
逃
れ
ゆ
き
た
る

の
が
れ
の
ま
ち

逃
遁
邑
に
還
す
べ
し
、
そ
の
者
は

き
よ
き
あ
ぶ
ら

聖
膏
を
灌
れ
た
る、　祭、　司、　の、　おさ長、　の、　死、　る、　ま、　で、　其、　処、　に、　居、　べ、　し
。

然
れ
ど
も
、
避
難
権
は、　地、　域、　の、　権、　利に
し
て、　随、　身、　的、　権、　利
に
非
ざ
る
を
以
て
、
殺
人
者
は
逃
避
場
避
難
権
は
地
域
の
権

利

以
外
於
て
之
を
有
す
る
こ
と
な
き
は
、
同
章
に
、

二
六
然
ど
、
人
を
殺
し
し
者
、
其
逃
れ
し、　逃、　遁、　邑、　の、　境、　を、　出、　で、　た、　ら、　ん、　に
、
二
七
仇
討
す
る
者
、

そ
の、　逃、　遁、　邑、　の、　境、　の、　外
に
て
こ
れ
に
遭
こ
と
あ
り
て
、
仇
討
す
る
者
、
す
な
わ
ち、　そ、　の、　人、　を、　殺

、　し、　し、　者、　を、　殺、　す、　こ、　と、　あ、　り、　と、　も
、、　血、　を、　な、　が、　せ、　る、　罪、　あ、　ら、　じ
。
二
八
、　其、　は、　彼、　は、　祭、　司、　の、　長、　の、　死

、　る、　ま、　で
、、　そ、　の、　逃、　遁、　邑、　に、　居、　る、　べ、　き、　者、　な、　れ、　ば、　な、　り
。
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と
あ
る
に
依
り
て
之
を
知
る
こ
と
を
得
べ
し
。
又
同
節
に
、逃
遁
邑
の
祭
司
の
死
後
は
、逃
避
者
は
逃

遁
邑
を
出
で
て
産
業
の
地
に
帰
る
こ
と
を
得
べ
き
も
の
と
す
る
も
、
此
場
合
に
於
て
血
報
者
は
仍
お

復
讐
を
為
し
得
べ
き
や
否
や
は
明
ら
か
な
ら
ず
。
然
れ
ど
も
、
前
文
に
逃
避
権
を
有
す
る
者
が
逃
避

場
外
に
出
た
る
場
合
に
復
讐
を
為
し
た
る
者
を
流
血
罪
に
問
わ
ざ
る
理
由
と
し
て
、「、　そ、　は、　彼（
逃
避

者
）、　は、　祭、　司、　の、　長、　の、　死、　る、　ま、　で、　そ、　の、　逃、　遁、　邑、　に、　居、　べ、　き、　も、　の、　な、　れ、　ば、　な、　り
」と
あ
る
よ
り
推
せ
ば
、逃

避
者
が
一
た
び
逃
避
期
間
を
経
過
し
た
る
と
き
は
、
爾
後
其
場
外
に
於
て
も
復
讐
を
免
れ
、
血
報
者

は
之
に
対
し
て
復
讐
権
を
失
う
も
の
の
如
し
。

殺
人
者
が
逃
遁
邑
に
入
り
た
る
後
、若
し
血
報
者
が、　其、　逃、　避、　者、　は、　謀、　殺、　者、　に、　し、　て
、不
実
の
陳
述
に
逃
避
者
が
謀
殺
者
な

る
場
合

依
り
て
入
場
し
た
る
も
の
な
り
と
し
て
其
原
住
地
の
長
老
に
訴
う
る
こ
と
あ
る
と
き
は
、
長
老
は
逃

遁
邑
の
長
老
に
請
求
し
て
其
殺
人
者
の
引
渡
を
受
け
、、　之、　を、　原、　住、　地、　の、　会、　衆、　の、　審、　判、　に、　付、　し
、
若
し

過
誤
殺
な
る
と
き
は
、
之
を
逃
遁
邑
に
送
還
し
て
其
邑
の
祭
司
の
長
の
死
す
る
ま
で
留
ま
る
べ
き
も

の
と
し
、、　若、　し、　謀、　殺、　な、　る、　と、　き、　は、　之、　を、　血、　報、　者、　に、　引、　渡、　し、　て、　復、　讐、　を、　為、　さ、　し、　む、　る、　も、　の、　と、　せ、　り
。「
申

命
記
」
第
十
九
章
に

十
一
さ
れ然

ど
、
も
し
人
そ
のと

な
り
び
と

隣
人
を
悪
み
て
之
を

つ
け
ね
ら

附
覘
い
、

た
ち起

か
か
り
撃
て
そ
の
生
命
を
傷
い
て

之
を
死
し
め
、
而
し
て
こ
の
邑
の
一
に
逃
れ
た
る
事
あ
ら
ば
、
十
二
そ
の
邑
の
長
老
等
人
を

や
り遣

て
之
を
其
処
よ
り
曳
き
来
た
ら
し
め
、

あ
だ
う
つ
も
の

復
仇
者
の
手
に
之
を

わ
た付

し
て
殺
さ
し
む
べ
し
。

と
せ
り
。
是
等
ら
の
聖
律
に
依
れ
ば
、◦

◦
◦

◦
◦

避
難
市
の
設

◦
◦

◦
◦

◦

置
と
共
に
避

◦
◦

◦
◦

◦
難
権
の
有
無

◦
◦

◦
◦

◦

に
関
す
る
裁

◦
◦

◦
◦

◦

判
権
を
生
じ

◦
◦

◦
◦

◦

た
る
の
み
な
ら
ず
、、　避、　難、　権、　と、　復、　讐、　権、　と、　は、　両、　々、　対、　立、　し
、
前
者
有
る
と
き
は
後
者
無
く
、
後
者
有
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る
と
き
は
前
者
無
き
を
以
て
、、　避、　難、　権、　の、　有、　無、　を、　審、　判、　す、　る、　と、　き、　は、　之、　と、　同、　時、　に、　復、　讐、　権、　の、　有、　無、　を

、　も、　判、　決、　す、　る、　の、　結、　果、　を、　生、　じ
、、　漸、　く、　私、　制、　裁、　が、　公、　権、　力、　に、　吸、　収、　せ、　ら、　る、　る、　の、　端、　緒、　を、　啓、　く、　に、　至、　れ、　り
。
私
制
裁
公
権
力
に
吸

収
せ
ら
る

避
難
市
の
一
た
び
設
け
ら
る
る
や
、
殺
人
者
は
其
故
意
に
出
で
た
る
と
過
誤
に
出
で
た
る
と
を
問

わ
ず
、
避
難
市
に
走
っ
て
復
讐
を
免
れ
ん
と
す
る
者
多
き
に
居
り
、
血
報
者
が
仇
人
の
避
難
市
に
達

す
る
前
に
追
及
し
て
之
を
殺
し
た
る
場
合
を
除
く
外
は
、
必
ず
其
引
渡
を
求
む
る
に
至
る
べ
き
を
以

て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
中
に
於
て
は
、
殺
人
犯
の
場
合
に
於
け
る
長
老
の
審
判
は
恒
例
と
為
り
、
謀
殺

の
場
合
に
於
て
原
住
地
の
長
老
に
引
渡
さ
れ
、
復
仇
者
の
手
に
付
せ
ら
る
る
と
き
と
雖
も
、
こ
れ、　私

、　制、　裁、　に、　非、　ず、　し、　て、　裁、　判、　に、　依、　り、　て、　認、　許、　せ、　ら、　れ、　た、　る、　も、　の、　な、　る、　を、　以、　て
、、　公、　権、　力、　に、　基、　く、　制、　裁、　な、　り

、　と、　云、　わ、　ざ、　る、　可、　ら、　ず
。
殊
に
同
人
種
間
に
行
わ
れ
た
る
対
当
報
復
の
法
は
怨
恨
を
釈
く
に
最
も
適
切

な
る
行
刑
方
法
な
り
し
を
以
て
、
私
制
裁
の
慣
習
の
同
人
種
間
に
跡
を
絶
つ
に
至
り
し
は
比
較
的
に

速
か
な
り
し
も
の
の
如
し
。

此
点
に
関
し、　セ、　ミ、　チ、　ッ、　ク、　人、　種、　の、　法、　は、　ア、　リ、　ヤ、　ン、　人、　種、　の、　法、　と、　私、　力、　公、　権、　化、　の、　径、　路、　を、　異、　に、　し、　た

、　る、　も、　の、　の、　如、　し
。
前
者
は
復
讐
に
代
う
る
に
賠
償
を
以
て
す
る
こ
と
を
禁
じ
、（N

um
b.

xxxv.
31.

）

避
難
市
を
設
け
て
私
制
裁
を
制
限
せ
ん
と
し
た
る
を
以
て
、、　避、　難、　権、　の、　有、　無、　に、　関、　し、　て、　裁、　判、　権、　を、　生

、　ず、　る、　に、　至、　り
、
後
者
は
賠
償
を
奨
励
し
て
私
闘
に
代
え
ん
と
し
た
る
を
以
て
、、　賠、　償、　金、　額、　の、　裁、　定、　に

、　付、　て、　公、　力、　の、　干、　渉、　を、　要、　す、　る、　に、　至、　り、　し、　な、　り
。

―――
―――
―――
―――
―――

ロ
ー
マ
に
於
て
は
、古
代
パ
ラ
チ
ヌ
ス
丘（M

onsPalatinus

）を
避
難
場
と
し
、又、　神、　殿、　、、　祭、　壇
、其
他
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の、　霊、　場
を
も
避
難
場
と
せ
り
。ロ
ー
マ
市
民
の
家
も
家
神
の
祭
壇
な
る
を
以
て
不
可
侵
性
を
有
し
、之
ロ
ー
マ
の
避
難
場

に
逃
避
し
た
る
者
を

み
だ濫

り
に
攻
撃
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
せ
り
。
又
帝
政
時
代
に
於
て
は
、、　皇、　帝、　の、　肖

、　像
は
、其
所
在
地
を
避
難
性
を
有
す
る
霊
場
と
せ
る
は
屡
々
法
文
に
明
記
す
る
所
な
り
。（§ult.

i.
de

his
quisuivelalienijuris.

1,6L.17/
D

.§12
de

aedilicio
edicto

21,1L
5.

D
.de

eztraurdinarii

crim
m

inibus
47,11,L.28.

§7.
D

.de
poenis

48.
19

L.D
.de

injuris
47,16.

）此
の
如
く
帝
王
の

像
に
避
難
性
を
認
め
た
る
例
は
エ
ジ
プ
トの
ア
ッ
シ
ロ
フ
ァ
メ
ス
王（A

syropham
es

）、
ア
ッ
シ
リ
エ
ジ
プ
ト

ヤの
ベ
ロ
ス（B

elos
）等
を
始
め
と
し
、
諸
民
族
に
往
々
観
る
所
に
し
て
、
是
れ
王
の
タ
ブ
ー
な
る
不
ア
ッ
シ
リ
ヤ

可
侵
性
を
其
肖
像
に
及
ぼ
し
た
る
も
の
な
り
。

欧
洲
の
中
世
に
於
て
は
、
教
会
の
権
力
は
国
家
の
権
力
を
凌
駕
し
、、　寺、　院、　の、　境、　内
は
勿
論
、、　僧、　正

、　の、　住、　家
を
も
避
難
場
と
し
、国
法
を
逃
れ
て
之
に
遁
入
す
る
者
の
避
難
権
を
認
め
た
り
。
教
会
の
避
欧
洲
中
世
の
寺
院
の

境
内
僧
正
の
住
家

難
場
を
設
け
た
る

ゆ
え
ん

所
以
は、　罪、　業、　を、　固、　有、　す、　る、　人、　類、　を、　救、　済、　す、　る、　を、　目、　的、　と、　す、　る、　も、　の、　に、　し、　て
、
素
と

逃
避
者
な
る
個
人
を
保
護
す
る
の
趣
旨
に
出
で
、
公
衆
の
為
め
に
治
安
を
維
持
せ
ん
と
す
る
も
の
に

非
ざ
る
を
以
て
、
ロ
ー
マ
法
王
の
権
力
の
盛
な
り
し
時
代
に
於
て
は
、
国
家
の
法
律
を
犯
し
た
る
者

が
寺
院
又
は
僧
正
の
家
に
走
っ
て
庇
護
を
乞
う
と
き
は
、教
会
は
国
家
の
権
力
に
対
抗
し
、国
家
の
官
教
会
の
対
抗

吏
よ
り
犯
罪
者
引
受
の
請
求
を
受
く
る
も
、
其
逃
避
者
の
生
命
。
身
体
を
害
す
る
こ
と
無
く
、
単
に

霊
的
懲
戒
に
止
む
る
の
盟
式
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
、
之
に
応
ぜ
ざ
る
も
の
と
せ
り
。
後
ち
国
家
の
権
力

の
発
展
す
る
に
随
い
て
、
教
会
が
国
法
に
対
抗
し
て
逃
避
者
を
庇
護
す
る
の
権
は
漸
く
其
力
を
失
い
、

僧
正
等
は
逃
避
者
の
為
め
に
居
中
調
停
す
る
に
止
ま
り
し
も
、
後
に
至
り
て
却
て
国
法
が
寺
院
の
避
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難
場
た
る
を
認
む
る
に
至
れ
り
。（L.16

de
his

quiad
ecclesiam

conf.
12.

IL.13
C

.T
heod.

de

his
quiad

ecclesiam
L.2,3,6

C
.12,iN

ascella,17.
C

.71.

）

―――
―――
―――
―――
―――

ゼ
ル
マ
ン
民
族
も
古
代
よ
り
、、　聖、　林
、、　祭、　壇
、、　僧、　院
等
を
以
て
避
難
場
と
せ
り
。是
れ
中
世
ク
リ
ゼ
ル
マ
ン
民
族

聖
林
、
祭
壇
、
僧
院

ス
ト
教
の
行
わ
る
る
に
至
り
て
も
、
ロ
ー
マ
教
会
の
避
難
に
関
す
る
教
旨
が
、
ゼ
ル
マ
ン
民
族
間
に

容
易
く
行
わ
れ
、
ゼ
ル
マ
ン
王
は
法
律
を
以
て
教
会
の
避
難
制
度
を
認
む
る
に
至
り
た
る

ゆ
え
ん

所
以
な
り
。

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
家
の
王
は
、
一
般
に
教
会
の
避
難
制
度
を
認
め
、
ロ
タ
ー
ル
第
二
世
王（Lothar

II

）

は
盗
賊
を、　寺、　院
よ
り
拘
引
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
カ
ー
ル
大
王（K

arlder
G

rosse

）も、　寺、　院
に
遁
れ
入

り
た
る
罪
人
を
拘
引
し
て
之
を
死
刑
其
他
の
刑
罰
に
処
す
る
は
涜
神
の
行
為
な
り
と
し
て
之
を
厳
禁

せ
り
。
ま
た
ウ
ェ
ス
ト
ゴ
ー
タ
法
典
、
オ
ス
ト
ゴ
ー
タ
法
典
も
共
に
寺
院
の
避
難
者
庇
護
の
権
を
認

め
た
り
。

ゼ
ル
マ
ン
民
族
に
於
け
る
避
難
制
の
復
讐
制
限
に
関
係
あ
り
し
は
、
之
を、　激、　情、　又、　は、　懈、　怠、　等、　に、　因

、　る

◦
◦

◦
◦

◦

過
誤
殺
の
場

◦合
に
主
と
し
て
之
を
認
め
た
る
に
依
り
て
之
を
知
る
こ
と
を
得
べ
し
。
同
民
族
の
法

律
観
念
に
依
れ
ば
、、　殺、　人、　は、　一、　家、　若、　く、　は、　一、　族、　に、　関、　す、　る、　私、　犯、　に、　し、　て、　国、　家、　又、　は、　全、　民、　族、　の、　公、　事、　に

、　非、　ず
。
殺
人
の
場
合
に
於
て
身
位
金（W

rgild

）を
払
う
義
務
又
は
之
を
受
く
る
の
権
利
あ
る
者
は
親

族
な
り
。
是
れ
殺
人
は
王
の
治
安（K

oenigsfieden

）を
紊
乱
す
る
も
の
に
非
ず
し
て
、被
害
者
の
親
族

に
対
す
る
犯
行
な
る
が
為
め
な
り
と
せ
り
。
故
に
殺
人
に
対
す
る
第
一
次
的
の
制
裁
は
賠
償
金
に
し

て
、同
種
報
復（Talion

）な
る
復
讐
は
、為
害
者
が
賠
償
金
を
払
わ
ざ
る
時
に
於
て
始
め
て
行
わ
る
る
賠
償
は
第
一
次
的
制

裁
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も
の
と
せ
り
。
故
に
、
中
世
に
於
け
る
ゼ
ル
マ
ン
民
族
の
法
に
依
れ
ば
、、　復、　讐、　は、　既、　に

◦
◦

◦
◦

◦

第
二
次
的
制

◦裁、　た、　る、　に、　至、　れ、　り
。又
殺
人
訴
訟
の
如
き
も
、
官
吏
が
職
権
を
以
て
之
を
提
起
す
る
も
の
に
非
ず
し
復
讐
は
第
二
次
的
制

裁

て
、
被
害
者
の
起
訴
に
依
る
も
の
と
し
、
刑
罰
の
執
行
者
も
国
家
又
は
公
共
体
の
吏
員
に
非
ず
し
て

被
害
者
の
親
戚
た
り
し
な
り
。

中
世
に
於
け
る
家
の
避
難
性
は
、司
法
権
に
対
し
て
其
効
力
を
有
す
る
も
の
に
非
ず
し
て
、
単
に
家
の
避
難
性

復
讐
者
の
リ
ン
チ
に
対
す
る
も
の
な
り
。
故
に
「
各
人
の
家
は
其
城
郭
な
り
」
と
の
法
諺
は
も
と
よ

り
法
律
に
対
し
犯
罪
者
を
曲
庇
す
る
の
意
義
に
非
ず
し
て
、
私
闘
を
禁
じ
、
公
安
を
維
持
す
る
の
趣

旨
に
外
な
ら
ず
。
故
に
此
法
規
も
亦
安
寧
秩
序
の
維
持
の
為
め
に
古
代
の
制
裁
と
法
律
の
制
裁
と
の

間
に
於
け
る
推
移
過
渡
現
現
象
の
一
た
り
し
な
り
。

―――
―――
―――
―――
―――

英
国

英
国
に
於
て
も
エ
ド
ワ
ル
ド
繊
悔
王
の
法
及
び
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
戦
勝
王
の
法
に
依
り
て
ビ
シ
ョ
ッ
プ

の、　住、　家
を
避
難
場
と
せ
り
。

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
法
に
依
れ
ば
、王
及
び
王
族
の、　宮、　殿
は
避
難
性
を
有
し
、
ま
た、　王、　の、　身
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ

ン
法

、　辺
も
不
可
侵
性
を
有
せ
り
。（G

rim
m

,R
echitsalterthuem

er
vi.

S.7.

）

三
　
避
難
制
の
効
果

ア
フ
リ
カ
の
カ
ビ
ー
ル
人（K

abyle

）中
に
行
わ
る
る
ア
ナ
イ
ア（A

naya,A
naïa.

）と
称
す
る
習
俗

は
、復
讐
が、　分、　岐、　し、　て
、、　其、　原、　因、　た、　る、　殺、　人、　犯、　の、　情、　状、　に、　依、　り、　其、　軽、　き、　も、　の、　は、　賠、　償、　と、　な、　り
、、　其、　重、　き
カ
ビ
ー
ル
人
の
ア
ナ

イ
ア



　68

、　も、　の、　は、　刑、　罰、　と、　な、　る、　の、　径、　路、　を、　示、　す、　も、　の、　な、　り
。
ア
ナ
イ
ア
な
る
語
は
、
如
何
な
る
原
義
を
有
す
る

や
を
知
ら
ず
と
雖
も
、「
避
難
」
よ
り
は
稍
々
広
き
意
義
を
有
す
る
こ
と
は
、
ア
ノ
ト
ー
が
「
治
安
の

ア
ナ
イ
ア
」（A

aïa
de

aix

）と
仏
訳
せ
る
慣
習
に
依
り
て
之
を
知
る
こ
と
を
得
べ
し
。
此
慣
習
法
規

に
依
れ
ば
、
二
人
闘
争
を
為
す
場
所
に
現
在
す
る
者
は
、
必
ず
之
を
制
止
す
る
義
務
を
有
す
る
も
の

と
し
、
若
し
之
を
傍
観
し
て
止
め
ざ
る
と
き
は
罰
金
を
科
せ
ら
る
る
も
の
と
す
。
故
に
通
常
之
を
避

難
と
訳
す
る
も
、
寧
ろ
保
護
者
の
側
よ
り
之
を
解
し
て

◦
◦

和
難
と
訳
す
る
を
当
れ
り
と
す
べ
き
が
如
し
。

カ
ピ
ー
ル
に
於
て
は
、小
部
落
独
立
併
存
し
て
宛
も
小
列
国
の
如
く
、人
民
は
標
桿
に
し
て
戦
を
好
む

を
以
て
、
回
々
教
の
伝
播
せ
る
に
拘
ら
ず
、
殺
人
犯
に
対
し
て
は
必
ず
血
報
を
励
行
す
べ
き
も
の
と

し
、
過
誤
殺
人
又
は
狂
者
殺
人
の
如
き
場
合
に
非
ざ
れ
ば
、
賠
償
に
よ
る
和
難
を
許
さ
ざ
る
も
の
と

す
。
故
に
若
し
カ
ビ
ー
ル
人
の
如
き
好
戦
人
種
中
に
ア
ナ
イ
ア
俗
あ
り
て
平
和
を
維
持
す
る
に
非
ざ

れ
ば
、闘
争
熄
む
時
無
く
、竟
に
族
滅
を
招
く
に
至
る
べ
き
を
以
て
、カ
ビ
ー
ル
人
の
文
化
程
度
に
於

て
は
ア
ナ
イ
ア
は、　其、　人、　種、　的、　存、　在、　の、　要、　件
と
も
称
す
べ
き
な
り
。
こ
れ
「
ア
ナ
イ
ア
」
は
カ
ビ
ー
ル

文
化
の
花
な
り
」（L’anaïa

est
“la

fleur
de

la
civilization

K
abyle.”

G
affarel,L’A

lgereip.
273.

）

と
称
せ
ら
る
る

ゆ
え
ん

所
以
に
し
て
、
カ
ビ
ー
ル
人
も
自
ら
此
習
俗
の
価
値
を
知
り
、
如
何
に
之
を
重
ん
ず

る
か
は
、
同
人
種
間
に
行
わ
る
る
左
の
狸
諺
に
依
り
て
之
を
知
る
こ
と
を
得
べ
し
。

ア
ナ
イ
ア
は
カ
ビ
ー
ル
の
ス
ル
タ
ン
な
り
。天
下
之
に
比
す
べ
き
他
の
王
あ
る
こ
と
無
し
。
彼
ア
ナ
イ
ア
は
カ
ビ
ー

ル
の
ス
ル
タ
ン
な
り
。

は
仁
恵
を
施
す
も
、
租
税
を
取
る
こ
と
な
し
。

L’anaya
est

le
sultan

des
kabyles;aucum

sultan
au

m
onde

ne
peut

lui|’etre
com

-
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fautke
bueb

etbe
or|7el‘eve

pasd’im
pôt.-Farine,K

abylesetK
roum

irs.
(1882)

p.
170.

ア
ナ
イ
ア
に

◦
◦

◦

任
意
的
な
る
も
の
と

◦
◦

◦

強
制
的
な
る
も
の
と
の
二
種
あ
り
。
任
意
的
ア
ナ
イ
ア
は
、設
定

権
を
有
す
る
者
が
逃
避
者
よ
り
保
護
の
請
求
を
受
け
た
る
と
き
に
必
ず
し
も
之
を
受
諾
す
る
の
義
務

な
き
も
の
を
云
い
、強
制
的
ア
ナ
イ
ア
は
、設
定
権
利
者
が
避
難
の
請
求
を
受
け
た
る
と
き
之
を
拒
む

こ
と
能
わ
ざ
る
も
の
を
云
う
。（H

anoteau
etLetourtneau,La

K
abylie

et
les

contum
es

kabyles.

）
任
意
的
ア
ナ
イ
ア
と

強
制
的
ア
ナ
イ
ア

任
意
的
ア
ナ
イ
ア
の
場
合
に
於
て
は
、
逃
避
者
は
其
保
護
を
求
む
る
に
当
り
、
苟
も
其
保
護
者
に
累

を
及
ぼ
す
べ
き
一
切
の
事
情
は
、
總
て
之
を
打
明
け
て
之
を
告
白
せ
ざ
る
可
ら
ず
。
例
え
ば
、
殺
人

犯
に
因
る
逃
避
の
場
合
に
於
て
は
、
其
殺
害
の
原
因
、
復
讐
の
危
険
、
其
他
一
切
の
事
情
を
告
白
し

て
保
護
を
乞
う
べ
き
も
の
と
す
。
若
し
設
定
権
者
が
之
を
受
諾
し
て
、
其
請
求
者
の
為
め
に
ア
ナ
イ

ア
を
設
定
す
る
と
き
は
、
逃
避
者
は
其
保
護
者
に
累
を
及
ぼ
す
べ
き
一
切
の
行
為
を
避
く
る
義
務
を

負
う
も
の
と
し
、
若
し
之
に
違
う
と
き
は
ア
ナ
イ
ア
を
喪
失
す
る
も
の
と
す
。
是
れ
設
定
権
者
が
一

た
び
ア
ナ
イ
ア
を
設
完
し
て
保
護
者
と
為
る
と
き
は
、
其
ア
ナ
イ
ア
の
強
制
的
な
る
と
任
意
的
な
る

と
を
問
わ
ず
、
名
誉
上
仮
令
自
己
又
は
其
家
族
の
生
命
財
産
を
賭
し
て
も
其
逃
避
者
を
保
護
す
べ
き

も
の
と
す
る
を
以
て
、
任
意
的
な
る
場
合
に
於
て
は
上
述
の
如
き
保
障
あ
る
に
非
ざ
れ
ば
、
容
易
に

其
保
護
を
引
受
け
て
危
険
な
る
責
任
を
負
う
者
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

ア
ナ
イ
ア
の
設
定
権
は
、僧
侶
其
他
の、　個、　人
に
属
す
る
こ
と
あ
り
、
部
落
其
他
の、　団、　体
に
属
す
る
設
定
権
者

こ
と
あ
り
。
個
人
に
ょ
り
て
設
定
せ
ら
れ
た
る
ア
ナ
イ
ア
の
侵
犯
に
対
す
る
制
裁
は
、
其
設
定
者
が
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自
己
及
び
家
族
の
生
命
財
産
を
賭
し
て
も
之
を
行
う
こ
と
前
述
の
如
し
。
部
落
又
は
部
落
よ
り
大
な

る
団
体
の
設
定
せ
る
ア
ナ
イ
ア
は
、
其
部
落
員
又
は
団
体
員
の
之
を
厳
守
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
言

を
待
た
ざ
る
所
に
し
て
、
若
し
之
を
侵
犯
す
る
者
あ
る
と
き
は
、
其
者
は
財
産
を
没
収
せ
ら
れ
た
る

上
死
刑
に
処
せ
ら
る
る
も
の
と
す
。
又
個
人
の
設
定
せ
る
ア
ナ
イ
ア
と
雖
も
、
其
違
反
に
対
す
る
制

裁
は、　順、　位、　的、　保、　障
に
依
り
て
行
わ
れ
、
第
一
次
に
保
護
者
は
侵
犯
者
に
対
し
て
報
復
を
な
し
、
若
し

保
護
者
之
を
行
う
能
わ
ざ
る
と
き
は
、
其
親
族
、
部
落
、
宗
族
順
次
に
之
を
行
い
、
最
後
に、　全、　族
之

を
行
う
も
の
と
す
。
故
に
カ
ビ
ー
ル
に
於
て
、
過
誤
殺
人
又
は
狂
者
殺
人
の
如
き
場
合
は
賠
償
和
難

を
認
め
、
其
他
の
場
合
に
於
て
は
、
極
め
て
厳
重
な
る
避
難
制
あ
り
て
、
之
を
犯
す
者
は、　全、　族、　の、　制

、　裁
を
受
け
、
死
刑
に
処
せ
ら
る
る
に
至
る
を
以
て
、、　避、　難、　制、　は、　刑、　罰、　法、　の、　直、　接、　の、　原、　因、　と、　な、　る、　も、　の

、　な、　り
。

カ
ビ
ー
ル
族
に
於
け
る
ア
ナ
イ
ア
は
、極
端
な
る
相
互
扶
助
作
用
を
表
示
す
る
も
の
な
り
。
ア
ナ
ア
ナ
イ
ア
と
相
互
扶

助

イ
ア
は
其
強
制
的
な
る
と
任
意
的
な
る
と
を
問
わ
ず
、
一
た
び
他
人
の
為
め
に
之
を
設
定
す
る
と
き

は
、
其
設
定
者
は
自
己
の
名
誉
に
懸
け
て
其
逃
避
者
の
保
護
に
任
じ
、
仮
令
ひ
自
己
の
生
命
身
体
を

犠
牲
と
す
る
も
、
其
保
護
を
全
う
す
る
を
以
て
義
務
と
す
る
を
以
て
、
被
害
者
の
親
戚
は
此
制
度
に

違
反
し
て
復
讐
を
行
う
能
わ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
其
保
護
義
務
の
神
聖
な
る
を
知
る
が
為
め
に
、
復

讐
者
が
之
を
思
い
止
ま
る
も
良
心
に
恥
ず
る
所
無
く
、
社
会
も
亦
之
を
知
る
が
為
め
に
復
讐
義
務
を

果
さ
ざ
る
者
を
擯
斥
す
る
こ
と
な
し
。
之
に
依
り
て
治
安
を
維
持
し
、
全
族
衰
滅
の
不
幸
を
免
る
る

こ
と
を
得
る
も
の
と
す
。
ア
ノ
ト
ー
曰
く
、「
何
人
と
雖
も
ア
ナ
イ
ア
の
制
度
が
真
に
偉
大
な
る
性
質
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を
有
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
ア
ナ
イ
ア
は
相
互
扶
助
の
原
始
状
態
を
自
我
否
認
の
極

端
に
ま
で
表
し
た
る
も
の
に
し
て
、
其
義
勇
的
行
為
た
る
や
、
カ
ビ
ー
ル
人
に
至
大
な
る
名
誉
を
与

う
る
も
の
と
云
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
只
不
幸
に
し
て
、
此
の
如
き
犠
牲
の
必
要
あ
る
は
文
化
低
級
の

状
態
の
表
徴
に
し
て
、、　個、　人、　に、　負、　わ、　し、　む、　る、　に、　身、　を、　以、　て、　法、　に、　代、　り、　て、　人、　を、　保、　護、　す、　る、　の、　義、　務、　を、　以

、　て、　し、　た、　る、　も、　の、　な、　り
と
。（H

anoteau
et

Letourneau,La
kahylie

et
les

coutum
es

kabyles.
II.p.

83.

）ア
フ
リ
カ
に
於
け
る
諸
民
族
の
法
律
進
化
の
程
級
は
、概
し
て
犯
罪
賠
償
時
代
に
在
る
を
以
て
、文
ア
フ
リ
カ

化
最
低
級
な
る
蛮
族
を
除
く
外
は
、避
難
制
は
広
く
行
わ
る
る
も
、之
を
以
て

◦
◦

◦
◦

◦

媾
和
賠
償
の

◦
◦

前
提、　と、　為

、　す、　も、　の、　多、　き、　に、　居、　る
が
如
し
。ポ
ス
ト
の
『
ア
フ
リ
カ
法
論
』（Post,A

frikanische
Jurisprudenz.

賠
償
の
前
提

II.20.

）に
依
れ
ば
、
人
を
殺
し
た
る
者
は
、
其
故
意
に
出
ず
る
と
過
誤
に
因
る
と
に
拘
ら
ず
、
一
旦

避
難
場
に
逃
れ
て
、
遺
族
の
追
躡
復
讐
を
免
れ
、
徐
ろ
に
賠
償
を
議
す
る
を
通
常
と
す
。

ア
フ
リ
カ
の
ウ
サ
ム
バ
ラ（U

asm
bara

）に
於
て
は
、
避
難
制
は
最
も
完
全
に
行
わ
れ
、ヘ
ル
ゥ
ィ
ウ
サ
ム
バ
ラ
の
避
難

制

ヒ
の
謂
わ
ゆ
る、　罪、　人、　避、　難
、、　外、　人、　避、　難
、、　奴、　隷、　避、　難
の
三
種
、
及
び、　人、　的、　避、　難
、、　地、　的、　避、　難
併
び
存

す
る
も
の
の
如
し
。
ウ
サ
ム
バ
ラ
の
王
は
、
人
民
よ
り
神
性
を
有
す
る
者
な
り
と
し
て
尊
崇
せ
ら
れ
、

後
宮
に
三
百
の
妃
妾
あ
り
て
、絶
大
の
権
力
を
有
し
、其
下
に
僧
侶
貴
族
あ
り
、貴
族
の
住
す
る
フ
ガ
、

マ
ン
ガ
、
キ
ル
レ
イ
、
シ
エ
リ
の
四、　霊、　場
は
避
難
場
た
る
性
質を
有
し
、
人
を
殺
し
て
敵
を
持
つ
者
霊
場

逃
れ
て
之
に
入
る
と
き
は
、
神
の
保
護
を
受
け
て
復
讐
の
難
を
免
る
る
も
の
と
し
、
若
し
被
殺
者
の

遺
族
が
其
霊
場
内
に
入
り
た
る
者
を
殺
す
と
き
は
、
神
罰
を
受
く
る
も
の
と
す
。
こ
れ
ら
の
霊
場
に
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入
り
た
る
者
は
、
独
り
復
讐
を
免
る
る
の
み
な
ら
ず
、
一
切
の
刑
罰
を
も
免
る
る
も
の
と
す
。
是
れ

君
主
又
は
聖
僧
族
の
住
地
は
神
の
保
護
あ
る
霊
地
な
る
を
以
て
、
其
権
威
は
慣
習
に
依
る
刑
法
の
上

に
在
る
も
の
と
す
る
が
為
な
り
。
然
れ
ど
も
、
避
難
制
度
は
法
権
と
両
立
し
得
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な

る
を
以
て
、
若
し
単
に
霊
場
に
入
り
て
刑
罰
を
免
る
る
こ
と
を
得
る
も
の
な
り
と
す
る
と
き
は
、
凶

漢
を
保
護
し
、
犯
罪
を
奨
励
す
る
の
悪
影
響
を
生
ず
べ
き
を
以
て
、
君
権
の
発
達
す
る
に
従
い
、
避

難
場
の
弊
を
矯
む
る
が
為
め
に
、、　避、　難、　者、　は、　一、　定、　の、　期、　間、　其、　保、　護、　者、　た、　る、　君、　主、　又、　は、　高、　僧、　の、　隷、　属、　者
難
難
の
対
価

、　と、　し、　て、　服、　従、　せ、　ざ、　る、　べ、　か、　ら、　ざ、　る、　も、　の、　と、　せ、　り
。
此
習
俗
は
、
避
難
者
を
し
て
賠
償
せ
し
む
る
習
俗

と
対
比
し
て
興
味
あ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
可
ら
ず
。
避
難
者
服
従
の
習
俗
は
、酋
長
、
君
主
等
の
権
避
難
者
服
従
の
習
俗

力
稍
々
発
展
し
た
る
時
に
於
て
、
避
難
を
権
力
者
い
ｈ
の
タ
ブ
ー
又
は
特
権
の
結
果
と
す
る
に
出
ず

る
も
の
な
る
を
以
て
、
保
護
者
は
其
報
酬
と
し
て
避
難
者
の
労
役
を
得
、
且
つ
之
に
依
り
て
旁
ら
法

権
の
弛
ぶ
の
弊
を
防
ぐ
の
方
法
と
し
た
る
も
の
の
如
し
。
今
よ
り
し
て
之
を
観
れ
ば
、
避
難
制
は
怨

恨
の
目
的
た
る
仇
人
を
復
讐
者
の
手
の
届
か
ざ
る
所
に
拉
し
去
る
も
の
な
る
を
以
て
、
此
制
度
は
悪

行
を
保
護
し
、
神
聖
な
る
義
務
の
実
行
を
妨
ぐ
る
も
の
に
し
て
、
孝
子
の
心
を
害
し
、
社
会
の
徳
義

を
萎
靡
せ
し
む
る
の
み
な
ら
ず
、
怨
恨
を
抑
圧
す
る
の
結
果
、
民
人
の
不
平
を
増
し
、
社
会
の
団
結

を
弛
ぶ
る
の
原
因
た
る
も
の
の
如
し
。
然
れ
ど
も
、
避
難
制
は
タ
ブ
ー
の
信
念
に
基
く
も
の
多
き
に

居
り
、
宗
教
的
基
礎
あ
る
が
為
め
に
、
タ
ブ
ー
不
可
侵
の
信
念
の
下
に
、
一
た
び
此
保
護
の
圏
内
に

入
り
た
る
者
に
対
す
る
復
讐
は
、
不
可
能
事
な
り
と
し
て
諦
め
、
且
つ
復
讐
者
は
酋
長
、
高
僧
ら
の

特
権
に
対
し
て
は
常
に
絶
対
服
従
の
心
的
状
態
あ
る
が
為
め
に
、
恰
も
仇
人
の
死
せ
る
場
合
の
如
く
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敵
討
の
相
手
の
無
く
な
り
た
る
場
合
と
し
、
父
兄
等
の
怨
恨
を
釈
く
の
義
務
も
消
滅
し
、
其
霊
に
対

し
良
心
の
咎
む
る
所
な
く
、
復
讐
を
断
念
す
る
も
の
の
如
し
。

然
れ
ど
も
、
一
方
に
於
て
社
会
の
政
治
的
組
織
漸
く
備
わ
り
、
他
方
に
於
て
は
タ
ブ
ー
の
信
念
漸

く
薄
ら
ぐ
に
及
ん
で
は
、
単
に
殺
人
者
を
避
難
せ
し
む
る
の
み
に
て
は
、
社
会
的
良
心
を
満
足
せ
し

む
る
能
わ
ざ
る
に
至
る
を
以
て
、
或
は
避
難
者
に
労
役
を
課
し
、
或
は
之
を
奴
隷
と
し
、
復
讐
義
務

者
を
し
て、　避、　難、　者、　は、　単、　に、　犯、　罪、　の、　責、　任、　を、　無、　償、　に、　て、　免、　る、　る、　も、　の、　に、　非、　ず、　と、　の、　観、　念
に
依
り
て
聊
か

慰
む
る
所
あ
ら
し
め
、尚
進
ん
で
は
、避
難
を
以
て
賠
償
、媾
和
の
前
提
と
為
す
に
至
る
も
の
と
す
。
賠
償
、
媾
和
の
前
提

ア
フ
リ
カ
の
ゴ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ス
ト
の
民
族
法
は
、、　避、　難、　制、　よ、　り、　賠、　償、　制、　に、　移、　る、　径、　路
を示
す
の
避
難
制
よ
り
賠
償
制

に

一
例
な
り
。
ゴ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ス
ト
は
既
に
賠
償
時
代
に
達
し
、
復
讐
は
第
二
次
制
裁
と
し
て
の
み

存
す
る
も
の
な
る
を
以
て
、
避
難
の
問
題
は
加
害
者
が
賠
償
を
為
さ
ず
、
又
は
賠
償
を
為
す
能
わ
ざ

る
場
合
に
於
て
始
め
て
生
ず
る
も
の
と
す
。

第
十
七
世
紀
の
下
半
に
至
る
ま
で
は
、
最
高
僧
は
絶
対
的
容
隠
権
を
有
し
、
其
家
に
遁
れ
入
り
た

る
者
は
、
仮
令
い
殺
人
の
如
き
重
犯
者
に
し
て
死
罪
に
該
る
者
と
雖
も
、
之
に
完
全
な
る
逃
避
権
を

与
う
る
こ
と
を
得
た
る
も
の
の
如
し
。
第
十
九
世
紀
の
頃
に
至
り
て
は
、
偶
像
神
祠
も
ま
た
避
難
場

と
し
て
認
め
ら
る
る
に
至
り
、
一
方
に
於
て
は
避
難
制
度
拡
張
せ
ら
れ
た
る
が
如
く
な
る
も
、
之
と

同
時
に
他
方
に
於
て
は
隠
容
す
べ
き
行
為
の
範
囲
は
漸
次
縮
小
せ
ら
る
る
に
至
れ
り
。
僧
侶
は
従
来

の
如
く
広
汎
な
る
容
隠
権
を
有
せ
ず
、
就
中
同
郷
人
を
殺
し
た
る
者
に
対
し
て
は
、
遺
族
の
請
求
あ

る
と
き
は
、
其
引
渡
を
拒
む
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
と
す
る
に
至
れ
り
。
此
の
如
く
殺
人
犯
者
が
避
難
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権
を
失
う
に
至
り
し
原
因
は
、
僧
侶
の
絶
対
的
容
隠
権
は
、
極
め
て
慎
重
に
之
を
行
使
す
る
に
非
ざ

れ
ば
、

や
や動

も
す
れ
ば
被
害
者
一
族
の
怨
を
買
い
、
又
は
公
衆
の
正
義
の
観
念
を
害
し
、
其
結
果
僧
侶

の
徳
望
を
損
じ
、
権
力
を
墜
す
に
至
る
べ
き
を
以
て
、
時
の
進
む
に
随
い
、
特
に
酌
量
す
べ
き
情
状

有
る
者
に
限
り
之
を
庇
護
し
、
然
ら
ざ
る
者
は
容
隠
を
拒
む
か
、
又
は
遺
族
の
請
求
に
応
じ
て
之
を

引
渡
す
に
至
り
た
る
も
の
な
り
。
此
の
如
く
、
殺
人
の
場
合
に
於
け
る
僧
侶
の
容
隠
権
縮
小
す
る
に

至
れ
ば
、
仇
人
は
復
讐
を
受
く
る
危
険
あ
る
を
以
て
、
竟
に
賠
償
を
以
て
復
讐
に
代
う
る
の
制
度
を

生
ず
る
に
至
り
し
な
り
。（H

ellw
ig,SS,84-96.

）

ア
メ
リ
カ
の
イ
ロ
ク
ォ
イ
人（Iroquois

）中
に
於
て
は
、
他
人
よ
り
甚
し
き
侮
辱
を
受
け
、
怒
に
乗
イ
ロ
ク
ォ
イ
人

じ
て
之
を
殺
し
た
る
如
き、　酌、　量、　す、　べ、　き、　事、　情、　あ、　る、　場、　合、　に、　限、　り
、
酋
長
は
避
難
権
を
認
め
、
被
害
者

の
遺
族
に
対
し
て
賠
償
を
為
す
機
会
を
与
う
る
も
の
と
す
。（H

ellw
ig,S.112.

）

東
ア
フ
リ
カ
の
マ
ジ
ャ
ッ
ガ（M

adschagga

）も
既
に
賠
償
時
代
に
達
し
、
犯
罪
賠
償
を
強
制
し
得
マ
ジ
ャ
ッ
ガ

べ
き
も
の
と
す
。
又
酋
長
の
家
は
避
難
性
あ
る
も
の
と
す
る
を
以
て
、
酋
長
は
其
家
の
避
難
性
を
利

用
し
て
、犯
行
者
に
賠
償
の
能
力
な
き
が
為
め
に
復
讐
実
行
せ
ら
れ
、之
が
為
め
に
治
安
を
紊
乱
す
る

こ
と
を
防
が
ん
が
為
め
に
、、　賠、　償、　不、　能、　の、　場、　合
に
は
避
難
を
許
し
、又
殺
人
者
の
親
族
が
賠
償
の
共
同

責
任
を
免
れ
ん
が
為
に
其
殺
人
者
を
殺
さ
ん
と
す
る
場
合
、
身
体
傷
害
の
場
合
に
於
て

タ
リ
オ
ン

同
態
報
復
を

受
け
ん
と
す
る
場
合
、及
盗
罪
の
場
合
に
於
て
賠
償
を
為
す
能
力
無
き
が
為
め
に
奴
隷
と
せ
ら
れ
ん
と

す
る
場
合
に
於
て
の
み
避
難
を
許
す
も
の
と
す
。
又
大
祭
の
期
間
も
復
讐
を
禁
止
せ
り
。（H

ellw
ig,

A
.d.

nat.
S.43,44.

）



75　第三章　復讐の沿革

マ
ニ
ア
ム
ウ
ェ
ー
シ（m

aniam
w

esi

）に
於
て
も
、犯
罪
は
賠
償
し
得
べ
き
も
の
な
り
と
す
る
も
、マ
マ
ニ
ァ
ム
ウ
ェ
ー
シ

ジ
ャ
ッ
ガ
の
如
く
、
被
害
者
に
賠
償
を
受
く
る
の
義
務
あ
る
も
の
と
は
せ
ざ
る
も
の
の
如
し
。
マ
ニ

ア
ム
ウ
ニ
ー
シ
に
於
て
も
、
酋
長
の
家
は
避
難
所
と
し
、
之
に
逃
れ
入
る
も
の
は
、
酋
長
の
保
護
に

依
り
て
難
を
免
る
る
代
り
に
、
其

◦
◦

奴
隷
と
な
る
も
の
と
し
、
之
に
依
り
て
一
方
に
は
被
害
者
を
慰
め
、

他
方
に
は
避
難
所
の
濫
用
を
防
ぐ
も
の
と
す
。（H

ellw
ig,S.44.

）

マ
ー
シ
ャ
ル
群
島
に
て
は
復
讐
俗
仍
お
行
わ
る
る
も
、酋
長
の
権
力
の
発
達
す
る
に
従
い
、復
讐
を
マ
ー
シ
ャ
ル
群
島

神
聖
な
り
と
す
る
の
観
念
は
漸
く
薄
ら
ぎ
、
賠
償
を
以
て
之
に
代
う
る
こ
と
を
許
す
に
至
れ
り
。
加

之
、
酋
長
は
僧
侶
又
は
神
裔
な
り
と
す
る
も
の
な
る
を
以
て
、
酋
長
の
家
は
神
聖
に
し
て
侵
す
べ
か

ら
ざ
る
避
難
所
に
し
て
、
之
に
投
ず
る
者
は
、
独
り
酋
長
の
権
力
に
依
り
て
庇
護
さ
る
る
の
み
な
ら

ず
、
家
神
の
保
護
を
受
く
る
も
の
と
す
。
酋
長
の
墓
地
も
亦

し
か然

り
。

マ
ー
シ
ャ
ル
群
島
に
於
て
は
、
逃
避
者
一
た
び
酋
長
の
家
に
走
り
て
其
保
護
の
下
に
立
つ
と
き
は
、

一
方
に
於
て
は
復
讐
の
難
を
免
る
る
代
り
に
、
他
方
に
於
て
は
其
保
護
主
に
対
し
て
奴
隷
に
等
し
き

従
属
関
係
を
生
じ
、其
身
体
及
び
財
産
を
挙
げ
て
之
に
捧
げ
た
る
も
の
と
す
る
を
以
て
、
他
の
地
方
避
難
者
を
奴
隷
と
す

に
於
け
る
如
き
逃
避
者
の
利
大
な
ら
ず
、
自
己
の
自
由
を
犠
牲
と
し
て
生
命
の
危
険
を
免
か
る
る
も

の
と
い
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
此
の
如
き
例
は
、
南
洋
に
於
て
は
本
島
と
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
島
の
み
な

り
と
云
う
。
ア
フ
リ
カ
及
ア
メ
リ
カ
に
於
て
は
屡
々
見
る
所
な
り
。
避
難
者
を
奴
隷
と
す
る
は
、
単

に
犯
罪
者
を
庇
護
す
る
に
非
ず
し
て
、
之
に
責
罰
を
蒙
ら
し
む
る
も
の
な
り
。
故
に
、
一
方
に
於
て

は
、
之
に
依
り
て
復
讐
者
の
怨
恨
の
情
を
柔
ら
げ
、
他
方
に
於
て
は
、
之
に
依
り
て
殺
害
者
の
自
由
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を
剥
奪
す
る
も
の
に
し
て
、
之
を
酋
長
が
復
讐
に
代
り
て
報
復
を
為
す
も
の
と
も
観
る
べ
く
、
又
一

面
に
於
て
は
、
之
を
刑
罰
と
も
観
る
こ
と
を
得
べ
き
を
以
て
、
此
の
如
き
避
難
俗
は
個
体
力
の
公
権

力
に
転
化
す
る
の
媒
と
も
観
る
こ
と
を
得
べ
き
な
り
。（A

.d.
N

.SS
23,24.

）

、　仇、　人、　が、　自、　ら、　自、　由、　人、　格、　を、　抛、　棄、　し、　て、　復、　讐、　を、　免、　る、　る、　の、　習、　俗、　に

◦
◦

二
種、　あ、　り
。◦

◦

其
一、　は
、◦

◦
◦

◦
◦

第
三
者
の
奴
身
償
避
難
の
二
種

◦隷、　と、　為、　り
、、　其、　庇、　護、　に、　よ、　り、　て

◦
◦

避
難、　す、　る、　も、　の、　な、　り
。

◦
◦

◦

他
の
一、　は
、

◦
◦

◦
◦

被
害
者
の

◦
◦

◦
◦

◦

遺
族
の
奴
隷、　と、　為、　り
、

、　身、　を、　以、　て

◦
◦

賠
償、　す、　る、　も、　の、　な、　り
。

ア
フ
リ
カ
の
キ
ム
ブ
ン
ダ
・
ラ
ン
ド（K

Im
bunda-Lander

）は
第
一
種
の
適
例
を
示
す
も
の
な
り
。
キ
ム
ブ
ン
ダ
・
ラ
ン

ド

キ
ム
ブ
ン
ダ
・
ラ
ン
ド
は
既
に、　賠、　償、　時、　代
に
達
し
、
妖
術
等
の
如
ぎ
宗
教
犯
、
叛
逆
の
如
き
国
事
犯

を
除
く
外
は
、
一
切
の
犯
罪
は
賠
償
を
許
す
を
通
則
と
す
る
も
、
自
由
民
の
殺
害
に
対
し
て
は
復
讐

を
為
す
の
慣
習
存
す
る
を
以
て
、
避
難
の
必
要
尚
お
存
す
る
も
の
と
す
。
而
し
て
、
其
避
難
は
加
害

者
委
棄（naxae

datio

）の
如
き
身
償
の
方
法
に
依
る
も
の
に
し
て
、
殺
害
者
は
他
人
の
庇
護
の
下
に

復
讐
の
難
を
避
く
る
為
め
に
其
庇
護
を
仰
が
ん
と
す
る
人
の
財
産
に
対
し
て
、こ

と
さ故ら

に
損
害
を
加
え
、

之
に
対
し
、
身
を
以
て
賠
償
を
為
す
為
め
に
、
自
ら
進
ん
で
其
者
の
奴
隷
と
な
る
も
の
と
す
。
此
場

合
に
於
て
、
殺
害
者
は
自
ら
自
由
人
格
を
抛
棄
し
て
、
其
損
害
を
受
け
た
る
者
の
財
産
と
な
る
も
の

な
る
を
以
て
、
宛
も
ロ
ー
マ
法
のC

apitis
dem

inutio
m

axim
a.

の
如
く
、
法
律
上
死
者
と
同
視
せ

ら
る
る
の
み
な
ら
ず
、
若
し
被
殺
者
の
遺
族
が
復
讐
を
為
さ
ん
と
す
る
と
き
は
、
第
三
者
の
財
産
に

対
し
て
損
害
を
与
う
べ
き
を
以
て
、
殺
害
者
は
人
的
避
難
権
を
有
す
る
に
等
し
き
結
果
を
生
ず
る
も

の
と
す
。
殊
に
殺
害
者
が
勢
力
あ
る
主
人
の
奴
隷
と
な
り
た
る
場
合
に
於
て

し
か然

り
と
す
。
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四
　
避
難
制
の
衰
滅

罪
人
避
難
の
制
度
は
刑
法
の
存
在
と
は
両
立
せ
ざ
る
も
の
の
如
し
と
雖
も
、此
制
度
は
其
始
に
於
避
難
制
の
衰
退

て
私
力
制
裁
な
る
復
讐
の
習
俗
を
緩
和
し
、
或
は、　賠、　償
を
以
て
之
に
代
う
る
の
交
渉
を
為
す
の
機
会

を
与
え
、
或
は
之
を
以
て、　追、　放、　刑
又
は、　流、　刑
を
兼
ね
し
む
る
等
の
作
用
に
依
り
て
、
治
安
を
維
持
し
、

社
会
の
発
達
を
促
し
た
る
も
の
な
る
を
以
て
、
凡
て
慣
習
が
其
起
因
た
る
実
用
既
に
去
り
た
る
後
に

惰
力
に
依
り
て
存
続
す
る
が
如
く
、過
去
に
於
け
る
顕
著
な
る
効
用
は
、仍
お
永
く
此
制
度
を
持
続
し
、

往
々
刑
法
既
に
確
立
し
た
る
後
に
遺
存
し
て
、
刑
罰
の
緩
和
作
用
に
供
せ
ら
る
る
こ
と
あ
り
。
加
之
、

神
の
威
力
及
専
制
的
首
長
の
権
力
は
、通
常
の
法
律
の
上
に
あ
る
も
の
と
す
る
を
以
て
、寺
院
、礼
拝

揚
、首
長
の
居
所
、首
長
の
墓
地
等
の
避
難
性
も
、刑
法
の
確
立
に
拘
ら
ず
、仍
お
久
し
く
継
続
す
る
逃
避
性
と
赦
免
権

こ
と
あ
る
も
の
と
す
。
此
遺
習
も
時
の
進
み
と
共
に
竟
に
公
権
化
し
て
、
後
に
は
首
長
の

◦
◦

◦

特
赦
権
と

な
り
、

◦
◦

◦
◦

◦

僧
侶
の
特
赦

◦
◦

◦

請
求
権
と
な
り
た
る
も
の
な
り
。
ア
フ
リ
カ
の
バ
ム
バ
ラ
ス（B

am
baras

）
の

如
き
は
、
首
長
は
専
制
君
主
た
り
、
刑
法
も
既
に
確
立
し
て
私
力
擅
殺
を
厳
禁
す
る
に
拘
ら
ず
、
君

主
に
限
り
罪
人
容
隠
権
を
有
す
る
も
の
と
す
る
は
、
之
が
為
め
な
り
。（H

ellw
ig,A

.d.
N

at.
S.80,

81.

）欧
洲
中
世
に
於
け
る
ロ
ー
マ
教
会
の
逃
避
者
庇
護
権
は
、宗
教
改
革
と
近
世
国
家
の
勃興
と
に
因
り
宗
教
改
革
及
近
世
国

家
の
勃
興

て
大
其
勢
力
を
失
い
た
り
。
新
教
国
の
君
主
は、　国、　権、　の、　発、　展
と
共
に、　教、　会、　の、　認、　む、　る、　避、　難、　構、　を、　以、　て

、　国、　権、　に、　対、　す、　る、　侵、　略、　な、　り、　と、　看、　倣、　す、　に、　至、　り
、
教
会
に
於
て
も
避
難
制
の
弊
害
に
顧
る
所
あ
り
。
前
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に
述
べ
た
る
如
く
、
避
難
場
の
範
囲
の
拡
ま
る
と
同
時
に
、
教
会
は
避
難
者
の
範
囲
を
制
限
し
、
且

つ
避
難
者
の
避
難
場
に
入
る
に
は
、
必
ず
先
ず
武
装
を
解
除
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
せ
り
。
国

家
が
法
律
を
以
て
教
会
の
避
難
制
を
認
む
る
に
及
ん
で
も
、
避
難
権
を
有
す
る
も
の
に
種
々
の
除
外

例
を
設
け
た
り
。例
え
ば
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
於
て
は
、
財
政
上
の
理
由
に
よ
り
、、　租、　税、　怠、　納、　者、　其、　他
除
外
例

、　国、　に、　対、　す、　る、　債、　務、　者
の
避
難
権
を
認
め
ず
、
若
し
僧
正
が
此
の
如
き
国
の
債
務
者
に
避
難
を
許
す
こ

と
あ
る
と
き
は
、
僧
正
自
ら
其
責
に
任
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
せ
り
。
負
債
又
は
犯
罪
の
為
め

に
訴
追
さ
れ
た
る、　猶、　太、　人
は
、
豫
め
其
債
務
を
弁
済
し
た
る
こ
と
又
は
無
罪
を
証
明
す
る
に
非
ざ
れ

ば
、
避
難
場
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
ざ
る
も
の
と
せ
り
。（L.3.

c.
T

heod.

）後
に
至
り
、
国
の
債
務

者
を
除
外
す
る
の
法
は
廃
せ
ら
れ
、、　謀、　殺、　者
、、　姦、　通、　者
、、　女、　子、　誘、　拐、　者
を
除
列
す
る
に
至
れ
り
。
法

王
イ
ン
ノ
ー
セ
ン
ス
第
三
世
及
び
グ
レ
ゴ
リ
ー
第
九
世
の
法
王
令
に
依
り
て
、、　追、　剥
及、　夜、　間、　の、　畑、　荒

、　し
、、　寺、　院、　の、　境、　内、　に、　於、　け、　る、　殺、　傷、　罪
を
除
外
せ
り
。

避
難
場
は、　公、　権、　力、　の、　発、　達、　に、　依、　り
、、　又、　時、　と、　し、　て、　は、　其、　霊、　性、　の、　信、　念、　の、　薄、　ら、　ぎ、　た、　る、　為、　め、　に、　其、　避

、　難、　性、　を、　失、　う、　事、　あ、　り
。現
時
文
化
中
級
以
上
の
諸
国
に
於
て
避
難
場
の
旧
址
を
観
る
こ
と
の
多
き
は
避
難
性
喪
失

之
が
為
め
な
り
。
ア
デ
ー
ル
の
『
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
ド
人
史
』（A

dair,
T

he
H

istry
of

A
m

erican

Indians,p.
159.

）に
依
れ
ば
、イ
ン
ド
人
の
各
種
族
中
に
は「
古
市
」（O

ld
tow

n

）「
古
愛
市
」（old

beloved
tow

n

）「
聖
市
」（H

oly
tow

n

）「
白
市
」（W

hite
tow

n
）等
の
名
称
あ
る
「
平
和
市
」
あ
り

て
、
其
境
内
に
於
て
は
古
来
血
を
流
す
こ
と
無
く
、
殺
人
犯
者
が
其
境
内
に
隠
る
る
こ
と
あ
る
と
き

は
、
復
讐
者
は
之
を
其
市
域
外
に
拉
し
去
り
て
復
讐
を
為
す
も
の
と
す
。
ア
デ
ー
ル
は
是
等
の
平
和
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市
は
避
難
市
の
遺
址
な
る
べ
し
と
せ
り
。
此
の
如
き
場
所
は
、、　猶、　お、　其、　不、　可、　侵、　性、　を、　存、　す、　る、　も
、、　既

、　に、　避、　難、　性、　を、　失、　い、　た、　る、　も、　の
と
云
う
べ
き
な
り
。

◦
◦

◦
◦

◦
避
難
権
の
濫

◦用、　は、　其、　衰、　滅、　を、　招、　く、　の、　一、　因、　た、　り、　し、　な、　り
。、　避、　難、　場、　の、　存、　在、　は
、、　宛、　も、　国、　内、　に、　治、　外
避
難
権
の
濫
用

、　法、　権、　あ、　る、　が、　如、　き、　も、　の
な
る
を
以
て
、
国
家
の
司
法
権
確
立
す
る
に
及
ん
で
は
、
主
権
者
は
往
々
避

難
権
は
法
権
と
相
容
れ
ざ
る
も
の
と
し
て
之
に
制
限
を
加
え
、
又
は
之
を
廃
止
せ
ん
と
す
る
に
至
る

も
の
な
り
。
ア
ビ
シ
ニ
ヤ
に
於
て
、
僧
侶
は
往
々
避
難
所
の
区
域
を
拡
張
し
、
貴
族
と
結
託
し
て
国

王
の
権
力
に
反
抗
し
た
る
事
あ
る
は
、
前
に
述
べ
た
る
が
如
し
。
故
に
英
邁
な
る
国
王
は
往
々
之
に

憤
慨
し
、
避
難
所
の
治
外
法
権
を
破
り
て
司
法
権
を
確
立
せ
ん
こ
と
を
図
り
し
者
あ
り
。
テ
オ
ド
ー

ル（T
heodor

）が
謀
叛
人
を
避
難
所
よ
り
引
出
し
て
之
を
死
刑
に
処
せ
し
が
如
き
は
其
一
例
な
り
。

避
難
権
制
に
は
人
的
避
難
あ
り
、
地
的
避
難
あ
る
は
、
前
に
述
べ
た
る
が
如
し
。
罪
人
避
難
は
も

と
刑
罰
権
の
確
立
と
併
存
し
得
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
る
を
以
て
、
公
権
力
の
発
達
す
る
に
随
い
、
其

範
囲
は
漸
く
狭
ま
り
、
竟
に
其
跡
を
絶
つ
に
至
る
も
の
と
す
。
而
し
て
其
廃
絶
の
順
序
は
、通
常
の
避
難
性
廃
止
の
順
序

場
合
に
於
て
は
、、　私、　人、　の、　容、　隠、　権
又
は、　私、　人、　の、　避、　難、　設、　定、　権
は
、
素
と
公
権
力
に
対
抗
す
る
力
無
き

も
の
な
る
を
以
て
、
最
初
に
廃
せ
ら
れ
、、　公、　設、　避、　難、　場
又
は、　公、　人、　の、　避、　難、　設、　定、　権
も
、
其
下
級
権
力

者
の
設
定
に
係
る
も
の
よ
り
順
次
に
廃
止
せ
ら
れ
、、　法、　権、　確、　定、　の、　後、　は
、、　僅、　に、　最、　高、　権、　者、　な、　る、　国、　王

、　又、　は、　高、　僧、　の、　権、　力、　に、　依、　り、　て、　支、　持、　せ、　ら、　れ
、
最
後
に

◦
◦

◦
◦

◦

特
赦
の
大
権
と
し
、
或
は

◦
◦

◦
◦

◦

恩
赦
請
求
権
と
し
て

其
跡
を
存
す
る
に
至
る
も
の
な
り
。
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第
四
款
　
復
讐
調
停
機
関

社
会
力
を
以
て
社
会
の
構
成
員
を
保
護
す
る
組
織
の
整
う
に
随
っ
て
、
自
力
救
済
の
要
漸
く
減
じ
、

私
闘
の
治
安
を
紊
乱
し
て
社
会
の
凝
聚
力
を
弛
ぶ
る
も
の
な
る
こ
と
を
覚
る
に
至
る
と
雖
も
、
旧
来
私
闘
の
弊
害
に
対
す

る
自
覚

因
襲
の
道
義
的
観
念
は
仍
お
其
惰
性
を
存
し
て
社
会
の
変
遷
と
共
に
推
移
せ
ず
、
復
讐
を
美
徳
な
り

と
し
、
臣
子
兄
弟
の
義
務
な
り
と
し
、
遽
に
之
を
禁
絶
す
る
能
わ
ざ
る
を
以
て
、
為
政
者
は
種
々
の

方
法
を
設
け
て
其
弊
を
除
か
ん
と
せ
り
。
支
那
周
代
に
於
け
る

◦
◦

和
難
の
制
の
如
き
は
其
一
な
り
。

和
難
の
制

『
し
ゅ
ら
い

周
礼
』
に

◦
◦

調
人
な
る
官
あ
り
、「、　万、　民、　の、　難、　を、　司、　っ、　て、　之、　を、　諧、　和、　す、　る、　こ、　と、　を、　掌、　る
」
も
の
と
周
礼
の

し
、
復
讐
に
関
し
て
は
、
仇
人
を
し
て
之
に
対
す
る
復
讐
の
義
務
の
軽
重
に
従
い
て、　遠、　隔、　の、　地、　に、　避

、　け、　し、　め
、、　報、　復、　者、　と、　仇、　人、　と、　を、　離、　隔、　し、　て、　私、　闘、　の、　機、　会、　を、　減、　少、　し
、、　若、　し、　避、　け、　ざ、　る、　と、　き、　は、　之、　を、　執

、　え、　て、　王、　命、　に、　従、　わ、　ざ、　る、　の、　罪、　を、　治、　む、　る、　も、　の、　と、　せ、　り
。
同
所
に
調
人
の
職
掌
を
記
し
て
曰
く
、

凡
そ
難
を
和
す
る
は
、、　父、　の、　讐、　は、　諸、　を、　海、　外、　に、　辟、　け
、、　兄、　弟、　の、　讐、　は、　諸、　を、　千、　里、　の、　外、　に、　辟
、、　父

、　兄、　弟、　の、　讐、　は、　国、　を

◦
◦

◦
◦

同
う
せ
ず
、、　君、　の、　讐、　は、　父、　に、　眂、　い
、、　師、　長、　の、　讐、　は、　兄、　弟、　に、　眂、　い
、、　主、　友、　の、　讐

、　は、　従、　父、　兄、　弟、　に、　眂
ふ
。

◦
◦

◦
◦

◦

辟
け
ざ
れ
ば

◦
◦

◦
◦

◦

即
ち
之
に
瑞

◦
◦

◦
◦

◦

節
を
与
え
て

◦
◦

◦
◦

◦

以
て
之
を
執

◦
◦

◦

え
し
む
。

こ
れ
を
「
曲
礼
」
に
「
父
の
讐
に
は
与
に
共
に
天
を
戴
か
ず
、
兄
弟
の
讐
に
は
兵
に
反
ら
ず
」
と
あ

る
に
対
比
す
れ
ば
、、　和、　難、　の、　礼、　制、　は、　私、　制、　裁、　時、　代、　よ、　り、　法、　治、　時、　代、　に、　移、　る、　過、　渡、　的、　現、　象、　た、　る、　を、　知、　る

、　こ、　と、　を、　得、　べ、　し
。け

だ蓋
し
「
曲
礼
」
の
文
は
、
復
讐
に
関
す
る
支
那
古
来
の
伝
説
的
道
義
観
念
を
表
示
私
制
裁
時
代
よ
り
法

治
時
代
へ
の
過
渡
的

現
象

し
た
る
も
の
に
し
て
、「
父
の
讐
に
は
与
に
、
共
に
天
を
戴
か
ず
」
と
云
う
が
如
き
は
、
或
は
周
代
以
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前
よ
り
存
し
た
る
成
語
な
り
し
や
も
知
る
可
ら
ず
。
周
の
時
、
文
物
制
度
大
い
に
備
わ
る
に
及
ん
で
、

復
讐
私
闘
の
治
安
に
害
あ
る
こ
と
倍
々
顕
著
な
る
に
至
り
し
も
、
一
方
に
於
て
は
、
古
来
因
襲
の
道

義
的
観
念
存
せ
る
を
以
て
、
遽
に
法
を
以
て
之
を
禁
止
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
此
を
以
て
、
治
安
維
持

の
必
要
上
よ
り
、
特
に
之
が
為
め
に
有
司
を
置
き
、◦

◦

朝
士
を
し
て、　復、　讐、　の、　申、　告
を
受
け
て
其
取
締
を
朝
士

為
す
事
を
掌
ら
し
め
、、　調、　人
を
し
て、　辟、　讐、　和、　難
の
事
を
掌
ら
し
め
、
之
に
依
り
て、　旧、　き、　道、　義、　観、　念、　と

、　新、　し、　き、　社、　会、　状、　態、　と、　を、　調、　和、　せ、　ん、　と、　し、　た、　る、　も、　の、　の、　如、　し
。王
応
田
が
調
人
の
官
を
設
置
す
る
理
由
旧
道
義
観
念
と
新
社

会
状
態
と
を
調
和

を
説
明
し
て
、

其
怨
讐
の
情
に
順
え
ば
、
王
法
為
め
に
行
わ
れ
ず
、
治
む
る
に
報
復
の
罪
を
以
て
す
れ
ば
、
人

情
未
だ
盡
さ
ざ
る
あ
り
。
故
に、　辟、　讐、　の、　法、　を、　為、　り
、、　両、　つ、　な、　が、　ら、　全、　う、　し、　て、　害
無
か
ら
し
む
る

は
、
和
難
の
司
あ
る

ゆ
え
ん

所
以
な
り
。

と
云
い
、
鄭
伯
熊
が

先
王
人
情
に
縁
り
て
辟
讐
の
法
を
立
つ
、報
ず
る
を
得
て
報
ぜ
ざ
れ
ば
臣
子
に
非
ざ
る
な
り
。
海

外
に
在
り
、
千
里
の
外
に
在
り
、
異
国
に
在
れ
ば
、
報
ず
る
を
得
ず
と
雖
も
、
亦
以
て
少
し
く

其
志
を
慰
む
る
に
足
ら
ん
。（『
周
礼
義
疏
』
巻
十
三
）

と
い
え
る
が
如
き
は
、
共
に
此
辟
讐
の
法
は
革
新
的
制
度
に
し
て
、
其
目
的
の
旧
思
想
と
新
社
会
と

を
調
和
す
る
に
あ
り
た
る
を
説
き
た
る
も
の
と
解
す
べ
き
な
り
。

―――
―――
―――
―――
―――

本
邦
中
世
の
律
に
於
け
る

◦
◦

◦
◦

移
郷
の
制、　は
、、　周、　制、　辟、　讐、　之、　法、　と、　其、　趣、　旨、　を、　同、　じ、　ゅ、　う、　す、　る、　も、　の、　な、　り
。
移
郷
の
制
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律
は
「
　ス
モ
ノ
ハ

殺
レ
　
人
　応
シ　
　ス死　
」
の
原
則
の
下
に
人
を
殺
す
者
は
之
を
死
罪
に
処
す
る
こ
と
と
定
め
た
る
が
、

若
し
該
死
刑
者
に
し
て
「、　赦、　に、　会、　い
」
或
は
「、　特、　に、　勅、　免、　せ、　ら、　れ
」
て
死
を
宥
さ
る
る
場
合
あ
ら
ば

如
何
。
之
に
関
し
て
は
、
律
は
移
郷
の
制
を
立
て
て
、
該
宥
免
者
は
之
を
其
犯
罪
地
よ
り
遠
隔
せ
る

他
郷
に
移
住
せ
し
む
る
こ
と
と
な
せ
り
。「
賊
盗
律
」
に

賊
盗
律

凡
　殺
レ　
人
　応
レ　
死
、　、　会
レ　、　赦、　免、　者、　移、　郷
。
若
群
党
共
殺
、止
　移
二　
下
手
者
及
頭
首
之
　
。
人
一　
、　若、　死、　家

　、　無
二　

、　父、　子、　祖、　孫、　伯、　叔、　兄
　
、
、　弟

一　
（
中
略
）　、　不
レ　
　、　在
ニ　、　移
　
。
、　限

一　
　
違
者
徒
一
年
。

と
あ
り
て
、
疏
に

　殺
レ　
人
　応
レ　
死
、而
　会
レ　
赦
　免
レ　
罪
、而、　死、　家
　、　有
二　、　父、　子、　祖、　孫、　倍、　叔、　兄
　、　弟
一　、　者
、　◦移
レ　

◦郷
　◦為
レ　

◦戸
。
其
　有
二　

特
勅
　免
レ　
死
　
、
者
一　
亦
　依
二　
　会
レ　
赦
　例
一　
　、　移
レ　、　郷
。

と
い
え
り
。（『
律
疏
残
編
』
賊
盗
律
、
第
十
八
条
）移
郷
の
制
は
、
一
見
後
世
の、　追、　放
に
似
た
り
と
雖
も
、

其
性
質
大
に
異
な
り
て
、
立
法
の
趣
旨
は
全
く
辟
讐
に
あ
り
。『
法
曹
至
要
抄
』
に
も

法
曹
至
要
抄

　案
レ　
之
、
死
家
　有
二　
親
　戚
一　
之
時
、
　依
二　
　与
レ　
彼
　為
レ　
讐
　移
レ　
郷
。

と
あ
る
如
く
、
自
家
の
親
属
に
対
し
て
不
倶
戴
天
の
怨
恨
を
与
え
た
る
敵
人
の
、
殺
人
応
死
の
原
則

の
下
に
国
家
の
公
権
力
に
依
り
て
報
復
せ
ら
る
べ
か
り
し
者
が
、
一
朝
宥
赦
特
免
せ
ら
れ
て
其
郷
里

に
悠
々
生
を
完
う
す
る
を
見
て
は
、
被
害
者
の
遺
族
近
親
た
る
者
、
誰
か
憤
懣
敵
愾
の
心
を
起
し
て
、

雪
怨
の
一
刀
を
彼
が
首
に
加
う
る
を
想
わ
ざ
る
者
あ
ら
ん
や
。
是
に
於
て
か
擅
殺
起
り
、
私
闘
生
じ
、

曩
に
官
司
の
宥
免
せ
し
者
は
、
今
や
一
個
人
の
怨
敵
と
し
て
私
人
の
制
裁
を
被
る
に
至
る
。
是
実
に

公
権
の
浸
濫
、
国
法
解
頽
の
端
緒
な
り
。
移
郷
の
制
は
即
ち
此
弊
禍
を
豫
防
せ
ん
が
為
め
に
生
じ
た
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る
も
の
な
り
。移
郷
は
死
家（
被
害
者
の
家
）に
父
子
、
祖
孫
、
伯
叔
、
兄
弟
等
の
存
す
る
場
合
に
於
擅
殺
私
闘
の
弊
禍
を

禦
ぐ
に
在
り

て
の
み
之
を
行
う
も
の
と
し
、
其
こ
れ
な
き
場
合
に
於
て
は
「
　不
レ　
　在
二　
移
　限
一　
」
と
謂
え
る
は
是
が
為

め
に
外
な
ら
ず
。

―――
―――
―――
―――
―――

和
難
及
び
移
郷
の
制
は
、其
趣
旨
は
避
難
場
の
設
置
に
同
じ
く
復
讐
者
と
仇
人
と
を
離
隔
し
て
相
和
難
、
移
郷
の
制
と

避
難
場
と
の
異
同

闘
わ
し
め
ざ
る
に
あ
り
。
只
仇
人
の
避
難
す
べ
き
地
域
に
付
き
て
は
、
二
制
相
反
し
、
一
は
仇
人
の

、　居、　る、　べ、　き、　地
を
区
劃
し
、
他
は
仇
人
の、　居、　る、　べ、　か、　ら、　ざ、　る、　地
の
範
囲
を
定
め
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。

和
難
は
過
っ
て
人
を
殺
し
た
る
場
合
に
於
け
る
辟
讐
の
法
な
り
。
社
会
の
原
始
状
態
に
於
て
は
「
人

を
殺
す
者
は
死
す
る
」
を
以
て
通
法
と
し
、（『
大
学
衍
義
補
』
巻
一
百
十
）其
殺
意
の
如
何
を
問
わ
ざ
り

し
を
以
て
、
敢
て
其
殺
害
行
為
の
謀
殺
な
り
し
と
過
誤
殺
な
り
し
と
義
殺
な
り
し
と
を
問
わ
ず
、
被

殺
者
の
子
弟
、
親
戚
、
朋
友
等
は
必
ず
之
に
対
し
て
復
讐
す
べ
き
も
の
と
せ
る
も
、
其
殺
害
が
悪
意

の
豫
謀
に
出
で
た
る
と
、
偶
発
の
忿
争
に
出
で
た
る
と
、
全
然
過
誤
に
出
で
た
る
と
の
間
に
於
て
は
、

其
被
害
者
の
遺
族
、遺
友
等
の
怨
恨
の
情
に
於
てお

の
ず自か

ら
逕
庭
あ
る
を
以
て
、社
会
の
統
制
力
稍
発
展

す
る
に
至
れ
ば
、
先
ず
謀
殺
と
過
誤
殺
と
の
間
に
於
け
る
差
別
を
認
め
、
過
誤
殺
の
場
合
に
於
け
る

復
讐
私
闘
を
制
止
し
て
、
漸
次
之
を
公
権
力
の
範
囲
内
に
収
め
ん
と
す
る
に
至
る
も
の
な
り
。
猶
太

人
間
に
於
て
、
逃
避
市
の
設
置
に
よ
り
辟
讐
を
許
し
た
る
は
、
過
誤
殺
の
場
合
に
限
り
た
る
は
前
に

述
べ
た
る
が
如
し
。
支
那
に
於
て
調
人
の
官
を
置
き
て
和
難
辟
讐
せ
し
め
た
る
も
亦
過
誤
殺
の
場
合

に
限
れ
り
。
各
民
族
に
於
て
殺
人
に
賠
償
を
許
す
に
至
り
た
る
の
始
め
も
亦

し
か然

り
。是
を
以
て
観
れ
私
力
公
権
化
は
心
的

抵
抗
力
少
き
も
の
よ

り
始
ま
る
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ば
、
此
場
合
に
於
て

◦
◦

◦
◦

◦

私
力
の
公
権

◦
◦

◦
◦

◦

力
に
転
化
す

◦
◦

◦
◦

◦

る
の
径
路
は

◦
◦

◦
◦

◦

其
私
力
の
基

◦
◦

◦
◦

◦

礎
た
る
心
的

◦
◦

◦
◦

◦

状
態
の
抵
抗

◦
◦

◦
◦

◦

力
の
少
な
き

◦
◦

◦
◦

◦

も
の
よ
り
始

◦
◦

◦
◦

◦

ま
る
も
の
な

◦

り
と
云
う
こ

◦
◦

◦
◦

◦

と
を
得
べ
し
。

第
五
款
　
復
讐
届
出

、　復、　讐、　者、　に
◦

◦
◦

◦
◦

申
告
の
義
務、　を、　負、　わ、　し、　む、　る、　は、　私、　力、　救、　済、　を、　公、　権、　制、　裁、　に、　吸、　収、　す、　る、　の、　端、　緒、　な、　り
。私
私
力
救
済
を
公
権
制

裁
に
吸
収
す
る
の
端

緒

闘
は
社
会
の
治
安
を
害
し
、秩
序
を

み
だ紊

り
、社
会
構
成
員
の
凝
聚
力
を
弛
む
る
も
の
な
る
を
以
て
、社

会
組
織
整
備
し
、
其
統
制
力
の
発
達
す
る
に
随
い
て
、
社
会
員
間
に
於
け
る
紛
争
を
禁
圧
し
、
治
安

を
保
維
す
る
を
以
て
政
治
の
要
義
と
す
る
に
至
る
も
、
旧
来
因
襲
の
道
義
観
念
は
社
会
状
態
の
変
遷

に
拘
ら
ず
、
思
想
の
惰
力
に
依
り
、
仍
お
復
讐
を
臣
子
の
最
大
義
務
な
り
と
し
、
之
を
美
徳
な
り
と

し
て
称
讃
せ
ら
る
る
を
以
て
、
遽
に
之
を
禁
止
す
る
と
き
は
、
甚
し
く
人
民
の
道
義
観
念
を
刺
戟
し

て
、
却
っ
て
動
乱
を
醸
す
の
虞
無
し
と
す
可
か
ら
ず
。
故
に
此
過
渡
時
代
に
於
て
、
治
安
の
維
持
と

道
義
の
要
求
と
を
調
和
せ
ん
と
な
ら
ば
、
徐
ろ
に
公
権
干
渉
の
端
を
啓
き
て
私
闘
に
対
す
る
適
当
な

る

◦
◦

取
締
を
為
さ
ざ
る可
か
ら
ず
、、　復、　讐、　を、　官、　憲、　に

◦
◦

届
出、　で、　し、　め、　又、　は、　其

◦
◦

許
可、　を、　受、　け、　し、　む、　る、　が、　如、　き
私
闘
に
対
す
る
取
締

、　は
、、　其、　方、　策、　中、　最、　も、　重、　要、　な、　る、　も、　の、　に、　し、　て
、、　実、　に

◦
◦

◦
◦

◦

後
世
復
讐
を

◦
◦

◦
◦

◦

厳
禁
す
る
の

◦
◦

前
提、　た、　り、　し、　な、　り
。
復
讐
禁
止
の
前
提

復
讐
申
告

復
讐
の
申
告
に
は

◦
◦

◦
◦

事
前
申
告
の
義
務
あ
り
と
す
る
も
の
あ
り
、◦

◦
◦

◦
◦

事
後
申
告
の
義
務
あ
り
と
す
る
も

の
あ
り
。通
常
の
場
合
に
於
て
は
、
報
復
者
は
其
名
を
匿
し
、
其
姿
を
変
じ
て
仇
人
を
附
覘
い
、
不
事
後
申
告

意
に
仇
人
に
逼
っ
て
之
を
撃
つ
も
の
な
る
を
以
て
、
事
前
に
之
を
官
に
届
出
で
し
む
る
は
、
之
を
事

後
に
届
出
で
し
む
る
比
し
、
義
臣
孝
子
に
求
む
る
に
人
情
の
難
き
を
以
て
す
る
も
の
と
云
わ
ざ
る
べ

ら
ず
、
故
に
事
前
申
告
は
、
国
権
大
い
に
張
り
、
官
に
告
げ
ず
し
て
讐
を
復
す
る
者
を
擅
殺
の
罪
に
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問
い
、
之
を
重
刑
に
処
す
る
の
法
あ
り
て
後
ち
始
め
て
行
わ
る
べ
き
も
の
と
す
。
是
を
以
て
、
事
前

に
之
を
届
出
ず
る
者
は
『
周
礼
』
に
「
　殺
レ　
之
　無
レ　
罪
」
と
あ
る
如
く
、
正
当
な
る
復
讐
の
理
由
あ
る

と
き
は
、
之
を
罪
と
し
問
わ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
大
い
に
其
義
挙
を
賞
揚
す
る
こ
と
あ
る
も
、
事
後

に
届
出
ず
る
場
合
は
必
ず
し
も
之
を
罪
無
し
と
せ
ず
、
有
司
之
を
議
し
て
、
然
る
後
始
め
て
其
刑
若

く
は
宥
赦
が
定
ま
る
こ
と
、
後
に
挙
ぐ
る
陳
子
、
柳
宗
元
、
韓
退
之
ら
が
復
讐
を
論
じ
た
る
場
合
の

如
き
を
常
と
す
。
故
に
進
化
の
常
態
よ
り
論
ず
れ
ば
、
事
後
申
告
の
事
例
は
事
前
申
告
の
義
務
に
先

だ
っ
て
生
ず
る
も
の
な
る
も
、
報
復
者
が
官
に
詣
り
て
申
告
す
る
場
合
は
、
有
司
に
罪
を
請
う
も
の

な
る
を
以
て
、
法
令
を
以
て
復
讐
を
禁
ず
る
の
後
に
於
て
も
仍
お
存
す
る
も
の
と
す
。

―――
―――
―――
―――
―――

支
那
に
於
て
も
、
周
代
礼
制
大
に
備
わ
る
に
及
ん
で、　復、　讐、　を、　官、　司、　に、　申、　告、　せ、　し、　む、　る、　の、　制、　あ、　り
。
周
礼

『
周
礼
』
朝
士
に
、

周
礼

凡
そ
仇
讐
を
報
ゆ
る
者
、

◦
◦

◦
◦

◦

士
に
書
す
れ

◦ば
、◦

◦
◦

◦
◦

之
を
殺
す
も

◦
◦

◦

罪
無
し
。

士
に
書
す

と
あ
り
。
丘
濬
の
註
解
に
依
れ
ば
、
茲
謂
わ
ゆ
る
「
士
」
は
郷
士
、
県
士
、
方
士
を
指
す
も
の
に
し
士
に
書
す

て
、（『
大
学
衍
義
補
』
巻
一
百
十
）讐
を
復
せ
ん
と
す
る
者
を
し
て
、
豫
め
是
等
の
地
方
吏
に
申
告
せ

し
め
、
地
方
吏
よ
り
秋
官
司
冠
の
属
た
る、　朝、　士
に
上
申
す
べ
き
も
の
と
せ
り
。
若
し、　豫、　め、　官、　に、　占、　げ

、　ず、　し、　て、　仇、　人、　を、　殺、　す、　者、　は
、◦

◦

擅
殺、　を、　以、　て、　論、　じ
、、　刑、　に、　処、　せ、　ら、　れ、　る、　べ、　き、　も、　の、　と、　す
。（『
無
刑
録
』巻
告
げ
ざ
る
者
は
擅
殺

を
以
て
論
ず

十
三
、
六
）「
曲
礼
」
に
は

父
の
讐
に
は
与
に
共
に
天
を
戴
か
ず
、
兄
弟
の
讐
に
は
兵
に
反
ら
ず
。
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と
あ
り
。「
曲
礼
」
の
文
に
依
れ
ば
、復
讐
は
子
弟
の
大
義
な
る
を
以
て
、
仇
に
逢
え
ば
直
ち
に
之
を
曲
礼

殺
す
こ
と
を
得
べ
く
、
敢
て
豫
め
有
司
に
告
ぐ
る
を
待
た
ざ
る
は
、
呂
大
臨
の
註
に
、「
遇
え
ば
則
ち

之
を
殺
し
、
有
司
に
告
ぐ
る
に
暇
あ
ら
ざ
る
也
」（『
大
学
衍
義
補
』
巻
一
百
十
）と
あ
る
に
依
り
て
之

を
知
る
こ
と
を
得
べ
く
、
之
に
反
し
て
、「
朝
士
」
の
文
に
ょ
れ
ば
、
先
ず
官
司
に
申
告
す
る
こ
と
を

要
す
る
が
如
く
、
一
見
二
者
矛
盾
の
観
な
き
に
非
ず
。
惟
う
に
、
此
二
者
は
、、　異、　な、　れ、　る、　二、　時、　代、　の

、　思、　想、　を、　代、　表、　す、　る、　も、　の
に
し
て
、「
曲
礼
」
の
文
は
古
来
の
道
義
心
に
基
き
た
る
礼
制
の
原
始
状
態
を

示
し
、「
朝
士
」
の
文
は
後
世
周
の
礼
制
大
い
に
備
わ
り
、
朝
士
を
置
き
て
復
讐
の
申
告
を
受
け
し
め
、

調
人
を
置
き
て
和
難
の
事
を
掌
ら
し
め
た
る
過
渡
期
の
状
態
を
示
し
た
る
も
の
な
る
が
如
し
。

―――
―――
―――
―――
―――

明
時
代
に
於
け
る
法
律
家
の
説
は
、「、　士、　に、　書、　す
」、　の、　礼、　制、　よ、　り、　法、　を、　以、　て、　復、　讐、　を、　厳、　禁、　す、　る、　に、　至

、　る、　の、　径、　路、　を、　示、　す
に
足
る
も
の
あ
り
。
丘
濬
は
曰
く
、
凡
そ
人
を
殺
す
者
あ
る
と
き
は
、
親
属
隣
保

は
其
被
害
者
の
子
若
く
は
孫
及
び
凡
て
報
復
す
応
き
の
人
を
護
持
し
て
、、　官、　に、　赴、　き、　て、　告、　げ、　愬、　え、　し

、　む
。
若
し
地
方
の
官
司
之
を
聴
か
ざ
る
こ
と
あ
る
と
き
は
、
朝
廷
に
赴
き
訴
う
る
も
之
を
越
訴
と
為

さ
ず
。
若
し
官
司
が
私
に

し
た
が狥

い
、
勢
を
畏
れ
て
歳
月
を
遷
延
し
、
其
人
を
拘
繋
せ
ざ
る
が
為
め
に
、

子
孫
、
兄
弟
ら
が
其
仇
を
報
殺
す
る
こ
と
あ
る
と
き
は
、
上
聞
審
理
し
、
官
司
を
罰
し
て、　其、　報、　殺、　者

、　を、　罪、　せ、　ず
。
若
し
官
司
拘
逮
を
行
う
も
正
当
の
事
故
あ
り
て
遷
延
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、、　擅、　に、　有

、　罪、　者、　を、　殺、　す、　の、　罪、　を、　以、　て、　其、　報、　殺、　者、　を、　罰、　す、　る、　も
、、　死、　に、　至、　ら、　ず
。
若
し、　官、　に、　告、　げ、　ざ、　る、　も、　即、　日、　に

、　報、　殺、　し、　た、　る、　者、　は、　罪、　無、　く
、
官
に
告
げ
ず
且
つ
其
日
を、　過、　ぎ、　て、　報、　殺、　し、　た、　る、　と、　き、　は
、
其
親
属r

鄰
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保
を
坐
す
る
に
情
を
知
っ
て
故
ら
に
縦
つ
の
罪
を
以
て
し
、、　其、　報、　殺、　者、　は、　擅、　殺、　の、　罪、　に、　坐、　し
、、　死、　に

、　処、　す
。
但
し
其
殺
す
所
の
仇
果
し
て
殺
す
べ
き
者
な
る
と
き
は
、
其
情
を
酌
量
し
て
其
死
を
免
す
こ

と
あ
る
も
の
と
せ
り
。（『
大
学
衍
義
補
』
巻
一
百
十
）

英
国
の
古
法
に
於
て
も
、他
の
欧
洲
北
方
の
諸
民
族
に
於
け
る
が
如
く
、
自
力
救
済
の
法
行
わ
れ
、
英
国
の
古
法

生
命
。
財
産
に
対
す
る
侵
害
は
被
害
者
又
は
其
親
戚
の
復
讐
、
差
押
、 ̯i6780

物
奪
還
等
の
制
裁
あ
る

に
止
ま
れ
り
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
が
鋭
意
治
安
を
図
り
、
賠
償
を
以
て
復
讐
に
代
え
ん
と
し
た
る
事

あ
る
は
、
後
に
述
ぶ
る
が
如
し
。
ノ
ル
マ
ン
戦
捷
以
来
、
王
権
漸
く
確
立
し
て
、
裁
判
所
の
設
定
あ

る
に
及
ん
で
、
国
権
を
以
て
私
闘
を
禁
ず
る
の
端
緒
を
啓
き
、
当
時
復
讐
は
仍
お
正
当
な
り
と
し
て

公
認
せ
ら
れ
た
る
も
、
之
に
対
し
て
鍾
々
の
制
隈
を
加
う
る
に
至
れ
り
。
而
し
て
、
其
始
め
は
、
復

讐
及
び
自[

己
防
衛
の
場
合
に
於
て
は
、◦

◦

事
後、　に、　其、　殺、　害、　行、　為、　の、　通、　常、　の、　私、　闘、　に、　非、　ざ、　り、　し、　こ、　と、　を、　疏

、　明、　す、　る、　の、　責、　任、　を、　負、　わ、　し、　め、　た、　る、　も、　の、　の、　如、　し
。ヘ
ン
リ
ー
第
一
世
の
法
第
八
十
三
号
に
、

事
後
説
明
の
セ
金

ヘ
ン
リ
ー
第
一
世
の

法

復
讐
又
は
自
己
防
衛
の
為
め
に
人
を
殺
し
た
る
者
は
、
其
死
者
の
乗
馬
、
兜
、
剣
、
金
銭
、
其

他
の
所
持
品
を
奪
う
可
ら
ず
。
其
死
体
は
常
例
に
従
い
て
之
を
取
扱
い
、
頭
を
西
に
し
、
足
を

東
に
し
、
若
し
楯
あ
る
と
き
は
之
に
其
屍
を
乗
せ
、
槍
を
地
に
樹
て
て
之
に
兵
器
を
懸
け
、
之

に
乗
馬
を
繋
ぎ
、
然
る
後
ち
、
其
行
為
を
観
た
る
人
又
は
最
近
の
杜
に
赴
き
て
、、　最、　所、　に、　出、　逢

、　い、　た、　る、　人、　に、　事、　実、　を、　陳、　述、　し
、、　死、　者、　の、　親、　戚
、、　朋、　友、　に、　対、　し、　て、　弁、　解、　す、　る、　の、　証、　人、　と、　為、　す、　べ、　し
。

（H
en.

I.83,§6.

）

と
あ
る
は
、
私
闘
殺
人
の
場
合
に
於
て
は
、
裁
判
所
に
於
て
其
殺
人
行
為
の
果
し
て
正
当
な
る
復
讐
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な
り
し
や
否
や
に
行
き
事
後
審
判
を
な
す
が
た
め
な
り
。
ヘ
ン
リ
ー
第
三
世
の
発
布
せ
る
有
名
な
る

「
マ
ー
ル
ブ
リ
ッ
ジ
条
例
」（T

he
Strute

ofM
arebridge

52
H

en.
III.cap.

I.

）
は
、
英
国
の
憲
法
マ
ー
ル
ブ
リ
ッ
ジ
条

例

史
上
司
法
権
確
立
の
一
時
期
を
為
す
も
の
に
し
て
、
此
法
律
は、　復、　讐
、、　賠、　償、　共、　に、　私、　に、　之、　を、　行、　う、　こ

、　と、　を、　禁、　止、　し
、、　裁、　判、　所、　の、　許、　可、　な、　く、　し、　て、　復、　讐、　を、　為、　し
、、　又、　は、　賠、　償、　を、　求、　む、　る、　者、　は、　之、　を、　罰、　金、　に、　処

、　す、　べ、　き、　も、　の、　と、　せ、　り
。
此
法
律
に
依
り
て
英
国
に
於
て
私
制
裁
は
其
跡
を
絶
つ
に
至
れ
り
と
い
う
。

第
六
款
　
復
　
讐
　
許
　
可

社
会
組
織
既
に
整
備
し
、
法
権
大
い
に
張
り
て
、
治
安
保
維
の
必
要
上
私
闘
擅
殺
を
禁
ず
る
に
至

る
も
、其
始
に
於
て
は
、遽
に
復
讐
を
禁
止
し
て
絶
対
に
其
跡
を
絶
た
ん
と
す
る
如
き
は
、甚
し
く
人

民
の
道
義
心
に
背
反
し
、
社
会
は
却
っ
て
法
禁
を
冒
し
刑
罰
を
恐
れ
ず
し
て
復
讐
を
な
し
た
る
者
の

犠
牲
的
精
神
に
同
情
を
奇
せ
、
生
を
捨
て
義
を
取
る
の
義
士
な
り
と
し
て
、
之
を
賞
讃
す
る
に
至
る

を
以
て
、
之
が
為
め
に

や
や動

も
す
れ
ば
法
権
を
軽
ん
ぜ
し
む
る
に
至
る
の
弊
を
生
ず
る
こ
と
あ
り
。
故

に
法
権
未
だ
張
ら
ざ
る
時
に
於
け
る
原
始
的
道
義
観
念
と
、
社
会
統
制
力
既
に
発
達
せ
る
後
に
於
け

る
法
権
と
を
調
和
せ
ん
が
為
め
に
は
、
先
ず、　復、　讐、　を、　禁、　ず、　る、　を、　法、　の、　通、　則、　と、　し、　て、　一、　般、　に、　私、　闘、　擅、　殺

、　を、　禁、　止、　し
、◦

◦
◦

◦
◦

正
当
な
る
報

◦
◦

◦
◦

◦

復
と
認
め
た

◦
◦

◦
◦

◦

る
場
合
に
限

◦
◦

◦
◦

◦

り
特
に
之
を
許

◦
◦

◦
◦

◦

可
す
る
も
の

◦
◦

◦

と
す
る、　を、　以、　て、　最
私
闘
擅
殺
の
禁
止
を

通
則
と
す

特
例
許
可

、　も、　穏、　当、　な、　る、　経、　過、　的、　立、　法、　政、　策、　な、　り、　と、　す
。
公
権
力
の
発
展
既
に
此
程
級
に
達
し
た
る
と
き
は
、
復

讐
は
道
義
上
臣
子
の
義
務
た
り
と
雖
も
、
法
律
上
却
て
犯
罪
た
る
に
至
り
、
唯
公
許
を
得
た
る
場
合

に
限
り
、
之
を
正
当
な
る
行
為
と
為
す
も
の
と
す
。
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―――
―――
―――
―――
―――

ゼ
ル
マ
ン
民
族
間
に
於
て
も
、其
始
め
は
自
衛
の
習
俗（Selbsthuelfe

）行
わ
れ
、
各
人
は
自
己
の
ゼ
ル
マ
ン
民
族

権
利
の
保
護
者
に
し
て
、
民
事
的
侵
害
に
対
し
て
は
自
己
の
腕
力
を
以
て、　差、　押
を
行
い
、
刑
事
的
侵

害
に
対
し
て
は
自
己
の
生
命
を
賭
し
て、　復、　讐
を
為
す
も
の
な
り
と
せ
り
。（W

ilda,D
as

Strafrecht

der
G

rm
anen.

S.157,ff.

）然
れ
ど
も
、
此
の
如
き
自
力
救
済
は
、
必
ず
其
当
事
者
た
る
個
人
に
止

ま
ら
ず
、
親
戚
、
朋
友
、
郷
党
之
に
左
袒
す
る
に
至
り
、
動
も
す
れ
ば
族
戦
を
生
じ
、
紛
乱
数
十
年

に
亙
り
て
解
け
ず
、
竟
に
両
族
の
衰
頽
を
来
す
事
あ
る
に
鑑
み
、
後
ち
裁
判
所
の
設
あ
る
に
至
り
て

は
、
私
闘
を
厳
禁
し
、、　復、　讐、　を、　為、　さ、　ん、　と、　す、　る、　者、　は、　豫、　め

◦
◦

◦
◦

◦

裁
判
所
の
許

◦可、　を、　受、　け、　ざ、　る、　べ、　か、　ら、　ざ、　る

、　も、　の、　と、　せ、　り
。若
し
許
可
を
受
け
ず
し
て
復
讐
を
な
し
た
る
者
は
、
裁
判
所
に
於
て
其
復
讐
の
正
当
裁
判
所
の
許
可

な
り
し
こ
と
、
及
び
急
迫
其
他
の
事
情
あ
り
て
豫
め
許
可
を
請
う
の
遑
な
か
り
し
こ
と
を
疏
明
し
て
、

◦
◦

追
認
を
受
け
ざ
る
可ら
ざ
る
も
の
と
せ
り
。（K

oestlin,G
eschihite

des
deutschen

Strfrechits,S.

追
認
を
受
く
る
を
要

す

64.

）

―――
―――
―――
―――
―――

第
七
款
　
賠
　
　
償

一
　
賠
償
の
習
俗

人
類
は
外
物
を
以
て
生
活
の
資
料
と
な
す
も
の
な
る
を
以
て
、文
化
最
低
級
の
蛮
人
と
雖
も
、
夙
物
質
と
生
活
の
資
料

に
「
手
よ
り
口
」
の
生
活
を
離
れ
て
物
資
を
貯
存
す
る
の
価
値
を
知
り
、
山
林
、
原
野
に
於
て
獲
た
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る
禽
獣
、
果
実
、
河
岸
沼
沢
に
於
て
得
た
る
魚
鼈
、
貝
類
の
如
き
日
要
の
食
料
、
弓
矢
、
棍
棒
等
の

如
き
狩
猟
、
戦
闘
の
要
具
を
保
存
し
、尚
お
進
ん
で
は
身
体
の
装
飾
品
、
牛
、
羊
、
鶏
、
豕
の
如
き
物
資
の
直
接
摂
取

家
畜
、
米
、
粟
の
如
き
農
作
物
を
も
貯
蓄
す
る
に
至
り
、又
必
要
あ
る
場
合
に
於
て
は
、
隣
人
と
其
物
資
の
貯
存

所
持
品
を
交
換
し
て
相
互
の
需
求
を
充
た
す
こ
と
あ
り
。

か
く斯

の
如
く
、
人
類
の
生
活
状
態
稍
々
発
達

し
、
生
活
の
資
料
を
貯
蓄
し
、又
は
他
人
と
之
を
交
換
し
て
生
活
の
需
求
を
充
た
す
が
如
き
経
験
を
物
と
物
と
の
交
換

累
ぬ
る
に
随
い
、
往
々

◦
◦

◦
◦

◦

財
物
と
感
情

◦
◦

◦
◦

◦

と
の
交
換
を

◦
◦

為
し
、他
人
に
希
求
の
目
的
物
を
与
え
て
、
其
歓
財
物
と
感
情
と
の
交

換

心
を
買
い
、
或
は
其
怒
を
鎮
め
、
怨
を
釈
き
、
悲
を
慰
む
る
等
の
事
あ
る
に
至
る
。
又
一
方
に
於
て

は
、
原
人
の
生
活
状
態
稍
々
発
達
し
、
住
に
は
茅
屋
草
舎
あ
り
、
食
に
は
農
耕
の
収
穫
物
あ
る
に
至

れ
ば
、
兵
燹
掠
奪
等
に
依
り
て
屡
々
生
活
の
原
資
を
失
う
事
あ
る
に
因
り
、
漸
く
闘
争
の
禍
害
を
避

け
ん
と
す
る
の
念
を
生
じ
、
往
々
物
質
的
報
償
を
以
て
平
和
を
求
め
ん
と
す
る
こ
と
あ
る
に
至
る
。

原
始
的
経
済
思
想
稍
々
発
達
し
、
既
に
財
物
を
以
て
悲
哀
を
慰
籍
し
、
怨
恨
を
釈
く
こ
と
を
知
る

に
及
ん
で
は
、
殺
害
者
又
は
其
族
人
は
賠
償
品
を
与
え
て
和
を
講
じ
、
自
己
の
危
険
を
免
れ
又
は
族

戦
の
惨
害
を
避
け
ん
と
す
る
事
あ
る
に
至
る
。
殊
に
殺
害
者
の
族
人
が
其
行
為
を
是
認
せ
ざ
る
と
き

に
於
て

し
か然

り
と
す
。
民
族
の
文
化
既
に
此
程
級
に
達
す
る
と
き
は
、
私
闘
、
族
戦
漸
く
廃
れ
て
賠
償

之
に
代
る
に
至
る
。
例
え
ば
、
イ
ロ
ー
ク
ォ
イ
人（Irow

uois
）間
に
於
て
、
人
を
殺
す
者
あ
る
と
き
イ
ロ
ー
ク
ォ
イ

は
、
被
害
者
、
殺
害
者
の
属
す
る
両
族
間
に
闘
争
を
生
ず
る
を
常
と
す
る
も
、
若
し
殺
害
者
の
族
人

が
其
行
為
を
悪
ん
で
之
を
助
け
ざ
る
と
き
は
、
自
ら
賠
償
品
を
被
害
者
の
遺
族
に
贈
っ
て
和
を
請
う

こ
と
あ
り
。
又
或
は
族
人
が
其
行
為
を
是
認
す
る
も
、
之
を
助
け
て
戦
う
代
わ
り
に
、
ワ
ム
プ
ー
ム
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（W

am
pum

）と
称
す
る
貝
銭
、
又
は
其
他
の
貨
物
を
被
害
者
の
親
族
に
与
え
て
賠
償
を
為
す
事
あ
り
。

（M
organ,T

he
League

ofthe
Iroquois.

p.
331.

）其
他
、半
開
以
下
の
民
族
間
に
あ
り
て
は
、賠
償

を
以
て
復
讐
に
代
う
る
の
習
俗頗
る
広
く
行
わ
る
る
も
の
の
如
し
。
現
時
の
文
明
諸
国
も

か
つ嘗

て
賠
償
賠
償
を
以
て
復
讐
に

代
う
る
の
習
俗

を
以
て
復
讐
に
代
え
た
る
時
代
を
経
過
し
た
る
者
多
き
に
居
る
が
如
し
。ギ
リ
シ
ャ
に
於
て
は
、
有
ギ
リ
シ
ャ

史
時
代
に
は
、
殺
傷
賠
償
の
制
は
既
に
其
跡
を
絶
ち
た
る
如
し
と
雖
も
、
ホ
ー
マ
ー
の
『
イ
リ
ヤ
ッ

ド
』
詩
篇
中
に
、
ア
ジ
ャ
ッ
ク
ス（A

jax

）が
ア
キ
リ
ス（A

chiles

）の
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン（A

gam
em

non

）

よ
り
提
供
し
た
る
賠
償
を
斥
け
た
る
を
答
む
る
の
言
に
、
兄
弟
の
死
と
雖
も
な
お
賠
償
金
を
受
け
て

之
を
免
す
べ
き
も
の
な
り
と
し
、
謀
殺
者
と
雖
も
賠
償
金
を
払
い
た
る
後
は
、
安
全
に
其
家
に
留
ま

る
こ
と
を
得
べ
き
も
の
な
り
と
せ
り
。（Illiad,ix.

）又
後
に
述
ぶ
る
同
詩
篇
中
に
記
せ
る
ア
キ
リ
ス

の
楯
の
模
様
と
し
て
有
名
な
る
争
訟
の
図
は
、
二
人
公
市
場
に
於
て
殺
人
の
償
金
を
争
う
状
況
を
写

し
た
る
も
の
な
る
こ
と
に
依
り
て
観
る
も
、
当
時
既
に
殺
傷
賠
償の
習
俗
あ
り
た
る
を
推
知
す
る
こ
殺
傷
賠
償

と
を
得
べ
し
。（Iliad,xviii.,497.

）

有
名
な
る
ア
キ
リ
ス
の
楯
の
面
に
彫
刻
せ
る
争
訟
の
模
様
を
詠
ぜ
る
詩
句
あ
り
。
其
要
領
に
曰

く
、
二
人
市
場
に
於
て
殺
人
の
償
金
を
争
う
者
あ
り
。
群
聚
の
其
訴
を
傍
聴
せ
ん
と
し
て
此
処

に
来
る
者
、
各
己
の
左
袒
す
る
一
方
に
声
援
し
て
喧
囂
を
極
む
。
時
に
廷
吏
一
喝
叱
陀
し
て
満

場
粛
然
た
り
。
只
観
る
、
厳
然
た
る
老
人
の
廷
吏
の
捧
ぐ
る
杖
を
執
り
て
円
形
の
聖
場
中
に
於

け
る
石
壇
上
端
に
坐
す
る
あ
る
を
。
場
の
中
央
に
金
貨
を
堆
積
す
。
こ
れ
両
造
中
其
弁
舌
最
も

事
理
に
適
中
す
る
者
に
属
す
べ
き
も
の
な
り
と
。（Iliad,xviii.,497.
）知
る
べ
し
、、　ホ、　ー、　マ、　ー
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、　の、　当、　時、　既、　に、　貨、　幣、　を、　以、　て、　殺、　害、　を、　償、　う、　の、　俗、　あ、　り、　た、　る、　を
。
タ
シ
タ
スに
依
れ
ば

ゼ
ル
マ
ン

日
耳
曼
人
は
タ
シ
タ
ス
の
記
載

殺
人
の
賠
償
と
し
て、　家、　畜、　を、　与、　う、　る、　の、　俗
あ
り
。（Tcitas,G

erm
anicus.

）サ
リ
カ
法に
は、　身、　位
サ
リ
カ
法

、　銭
の
制
あ
り
。
被
殺
者
の
身
分
、
性
別
、
年
齢
等
に
依
り
て
其
額
を
異
に
せ
り
。（lex

Salica.

1,24,35,41–45.

）英
国
法
も
亦
た
之
と
主
義
を
同
う
し
、
エ
ド
ガ
ル
王（Edgar

）及
び
ア
セ
ル

ス
タ
ン
王（A

thelstan

）の
法
律
等
に
依
り
定
ま
れ
る
も
の
多
し
。（A

nglo
Saxon

Law
.

）〔
編

者
云
、
こ
の
一
節
は
別
紙
に
記
載
し
あ
り
た
る
を
茲
に
補
入
せ
り
、〕

―――
―――
―――
―――
―――

殺
傷
賠
償
の
習
俗
の
広
く
各
民
族
間
に
行
わ
れ
た
る
は
、其
民
族
の
古
語
に
徴
し
て
之
を
知
る
こ
と

を
得
べ
き
も
の
尠
し
と
せ
ず
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ポ
イ
ネ
ー（ποινή

）、ラ
テ
ン
語
の
ぺ
ー
ナ（poena

）は
、

後
世
刑
罰
の
意
義
を
有
す
る
に
至
り
た
る
も
、其
始
は
殺
害
者
の

◦
◦

◦

身
受
金の
義
な
り
し
と
云
い
、ゼ
ル
殺
害
者
の
身
受
金

マ
ン
人
の
ウ
ェ
ー
ル
ギ
ル
ド（w

rgld
）、ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
ウ
ェ
ー
ル（w

ere

）、ス
カ
ン
デ
ィ

ネ
ヴ
ィ
ヤ
人
の
ボ
ー
テ（bote

）等
の
如
き
、
皆
殺
人
に
対
す
る
賠
償
金
の
称
呼
な
り
。（Sutherland,

T
he

O
rigin

and
G

row
th

o
fthe

M
oralInstinct.

ii.
p.

164.

）其
他
の
民
族
に
於
て
も
之
に
当
る
言
語

を
存
す
る
も
の
頗
る
多
し
と
云
う
。（K

oenigsw
ärter,D

’eveloppem
ent

de
la

Société
H

um
anine.

II>
ch.

1

）

、　社、　会、　文、　化、　の、　或、　程、　級、　に、　於、　て、　賠、　償、　の、　習、　俗、　を、　生、　ず、　る、　は、　社、　会、　進、　化、　の、　常、　態、　な、　り、　と、　す、　。
故
に
何
れ

の
人
種
と
雖
も
、一
た
び
は
此
径
路
を
通
過
し
た
る
も
の
の
如
く
、或
は
之
に
関
す
る
記
録
の
存
せ
ざ

る
国
と
雖
も
、
有
史
以
前
に
此
習
俗
の
行
わ
れ
し
形
跡
あ
る
も
の
極
め
て
多
し
。、　賠、　償、　の、　習、　俗、　を、　生
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、　ず、　べ、　き、　文、　化、　の、　程、　級、　に、　は

◦
◦

◦
◦

◦

二
箇
の
徴
象
あ
り。
其
一
は、　原、　始、　的、　経、　済、　思、　想、　の、　発、　生、　な、　り
。
他
の
一
は
賠
償
俗
の
二
原
因

、　治、　安、　の、　価、　値、　の、　社、　会、　的、　認、　識、　な、　り
、
人
類
既
に
社
会
的
生
活
に
慣
れ
、
治
安
が
社
会
の
維
持
発
展
に

必
要
な
る
こ
と
を
知
り
、
之
と
同
時
に
財
物
を
以
て
怨
恨
を
釈
き
得
べ
き
こ
と
を
経
験
す
る
に
至
れ

ば
、財
物
を
被
害
者
に
与
え
て
財
物
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
の
事
屡
々
行
わ
れ
、援
い
て
殺
傷
財

物
以
外
の
損
害
に
対
し
て
も
賠
償
を
以
て
報
復
に
代
う
る
の
習
俗
を
生
ず
る
に
至
る
も
の
と
す
。
現

時
に
於
て
も
、
贈
罪
制
度
の
行
わ
る
る
民
族
尠
し
と
せ
ず
、
ス
マ
ト
ラ
の
レ
ッ
ジ
ャ
ン
族（R

edjang

）

は
、
犯
罪
は
總
て
金
銭
を
以
て
購
こ
と
を
得
べ
き
も
の
と
し
、
カ
ル
マ
ッ
ク
族（kalm

ucks

）の
ガ
ル

ダ
ン
汗（K

ahn
G

aldan
）の
法
典
は
全
部
賠
償
金
の
規
定
な
り
と
い
い
、
キ
ル
ギ
ー
ツ
族（K

irghiz

）

の
テ
ィ
ァ
ウ
カ
汗（K

ahn
tauka

）の
法
律
も
一
切
の
犯
罪
は
被
害
者
又
は
其
親
族
と
の
協
議
に
依
り
、

金
銭
を
以
て
之
を
購
う
こ
と
を
得
る
も
の
と
し
、
其
他
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ブ
レ
ホ
ン
法
を
始
め
と
し
、

半
開
以
下
の
民
族
法
に
し
て
賠
償
を
以
て
普
通
の
救
済
法
と
為
す
も
の
極
め
て
多
し
。（Post,D

ie

A
nfänge

des
Staats-und

R
echitslebens.

v
）

之
を
要
す
る
に
、、　原、　始、　的、　経、　済、　思、　想、　の、　発、　達、　は
、、　各、　個、　体、　の

◦
◦

◦
◦

自
力
救
済、　を、　転、　化、　し、　て、　他、　の、　個、　体、　と

、　の、　間、　に、　於、　け、　る、　協、　定、　救、　済、　と、　為、　す、　傾、　向、　を、　有、　し
、殺
傷
、
盗
奪
其
他
の
損
害
に
対
す
る
報
復
行
為
に
自
力
救
済
と
協
定
救

済

代
う
る
に
貨
物
又
は
金
銭
の
賠
償
を
以
て
す
る
に
至
る
も
の
な
り
と
す
。
復
讐
は

◦
◦

◦
◦

◦

個
体
の
単
独

◦
◦

行
為

な
り
。賠
償
は

◦
◦

◦
◦

◦

個
体
間
の
協

◦
◦

◦

同
行
為
な
り
。而
も
相
互
間
に
最
も
強
き
反
撥
力
を
有
す
る
社
会
の
二
復
讐
は
単
独
行
為

賠
償
は
協
同
行
為

個
の
成
素
間
の
意
思
の
合
致
に
因
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
も
の
な
り
。
故
に
賠
償
の
復
讐
に
代
わ
る

は
、、　即、　ち、　社、　会、　の、　成、　素、　た、　る、　個、　体、　力、　間、　に、　聯、　絡、　を、　生、　じ
、、　個、　体、　力、　が、　集、　中、　転、　化、　し、　て、　社、　会、　力、　を、　生、　じ
、
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、　私、　力、　が、　公、　権、　化、　す、　る、　端、　緒、　な、　り、　と、　云、　わ、　ざ、　る、　べ、　か、　ら、　ず
。

二
　
復
讐
よ
り
賠
償
へ
の
過
程

蛮
民
間
に
原
始
的
経
済
観
念
発
生
し
、
物
質
的
賠
償
を
以
て
感
情
的
血
報
に
代
う
る
の
事
例
あ
る

に
至
れ
ば
、私
力
公
権
化
の
過
程
は
是
よ
り
漸
次
其
速
度
を
加
う
る
も
の
と
す
。
而
し
て、　賠、　償、　の、　復
復
讐
よ
り
賠
償
へ
の

過
程

、　讐、　に、　代、　わ、　る、　の、　過、　程、　は
、、　之、　を、　概、　観、　す、　れ、　ぱ、　三、　次、　に、　分、　つ、　こ、　と、　を、　得、　べ、　き、　が、　如、　し
。

一
　
復
讐
本
位
主
義

一
、
復
讐
本
位
主
義

二
　
復
讐
賠
償
同
位
主
義

二
、
復
讐
賠
償
同
位

主
義

三
　
賠
償
先
位
主
義

三
、
賠
償
先
位
主
義

上
記
三
次
の
過
程
は
通
常
の
場
合
に
於
け
る
順
次
を
示
し
た
る
も
の
に
し
て
、
民
族
に
よ
り
、
地
方

に
よ
り
、
其
一
を
存
し
て
他
を
存
せ
ざ
る
も
の
無
き
に
非
ず
。
只
順
位
は
自
然
の
径
路
を
示
す
も
の

な
る
を
以
て
、
逆
行
の
事
例
は

け
だ蓋

し
之
を
観
る
こ
と
極
め
て

ま
れ罕

な
る
が
如
し
。

㈠
　
復
讐
本
位
主
義

㈠
復
讐
本
位

物
慾
を
満
足
せ
し
め
て
怒
を
鎮
め
恕
だ
釈
く
の
事
あ
る
に
至
る
も
、、　復、　讐、　は、　素、　と、　被、　害、　の、　本、　然、　の

、　対、　酬、　に、　し、　て
、、　賠、　償、　は、　之、　に、　代、　位、　す、　べ、　き、　も、　の
な
る
を
以
て
、
其
始
に
於
て
は
被
害
に
対
し
て
は
血

報
を
以
て
す
る
を
常
例
と
し
、
若
し
殺
害
者
よ
り
代
償
物
を
提
供
し
て
罪
を
謝
す
る
こ
と
あ
る
と
き

は
、
被
害
者
は
或
は
之
を
受
け
て
血
報
に
代
う
る
事
あ
る
に
止
ま
る
の
み
。
殊
に
復
讐
義
務
の
観
念

盛
ん
な
る
民
族
に
あ
り
て
は
、、　財、　物、　を、　受、　け、　て、　報、　復、　を、　免、　す、　が、　如、　き、　は、　不、　義、　に、　し、　て
、、　且、　つ、　卑、　怯、　の
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、　振、　舞、　と、　し、　て、　之、　を、　濱、　斥、　し
、、　或、　は、　之、　を、　罰、　す、　る、　も、　の、　さ、　え、　あ、　り、　た、　る
を
以
て
、
仮
令
い
経
済
的
観
念

発
達
し
た
る
後
と
雖
も
、
金
銭
其
他
の
貨
物
を
以
て
神
聖
な
る
復
讐
の
義
務
を
売
る
の
習
俗
を
生
ぜ

ざ
り
し
我
邦
及
支
那の
如
き
事
例
な
き
に
非
ず
。
然
れ
ど
も
、多
数
の
民
族
に
於
て
は
、往
々
物
償
を
本
邦
及
支
那

以
て
血
報
に
代
う
る
こ
と
を
得
る
習
俗
を
生
じ
、
只
血
報
は
復
讐
者
本
来
の
義
務
な
る
を
以
て
、
復

讐
義
務
者
よ
り、　当、　然、　代、　償、　を、　求、　む、　る、　を、　得、　ず
。
殺
害
者
よ
り
之
を
提
供
し
た
る
場
合
と
雖
も
、
被
害

者
の
遺
族
が
之
を
受
諾
す
る
と
否
と
は
素
よ
り
其
自
由
に
属
し
た
る
も
の
な
り
。

㈡
　
復
讐
賠
償
同
位
主
義

復
讐
賠
償
同
位

既
に
物
償
を
以
て
血
報
に
代
う
る
に
至
れ
ぱ
、
治
安
の
保
維
の
為
め
に
社
会
の
権
力
者
は
賠
償
を

奨
励
す
る
に
至
り
、
往
々
復
讐
賠
償
の
二
者
を
同
位
に
置
き
、
敢
て
其
間
に
主
従
の
差
別
又
は
先
後

の
順
位
を
認
め
ず
、
復
讐
義
務
者
を
し
て
其
一
を
択
ば
し
む
る
を
以
て
例
と
す
る
に
至
る
。
こ
れ
私

力
公
権
化
の
過
程
に
今
一
歩
を
進
め
た
る
も
の
な
り
。

グ
リ
ム
の
記
す
所
に
依
れ
ば
、ゼ
ル
マ
ン
民
族
は
古
来
身
位
金（w

ergld

）の
習
俗
を
有
し
、之
に
依
ゼ
ル
マ
ン
人
の
身
位

金

り
て
生
命
、
身
体
等
に
対
す
る
侵
害
賠
償
の
責
任
及
び
賠
償
額
量
定
の
標
準
定
ま
り
居
た
る
に
も
拘

ら
ず
、
之
れ
を
受
け
て
和
す
る
と
之
を
斥
け
て
戦
う
と
は
、
一
に
被
害
者
の
選
択
に
よ
る
も
の
と
せ

り
。（G
rim

m
,R

Echtsalterthuem
er.

S.288.

）只
此
制
度
に
依
り
生
命
及
身
体
の
各
部
に
対
す
る

賠
償
額
の
豫
定
あ
り
て
、
之
に
依
り
て
闘
争
を
避
く
る
の
至
便
な
る
が
為
め
に
、
私
闘
の
危
き
を
避

け
て
賠
償
の
安
き
に
就
く
者
漸
く
多
き
を
加
え
、
竟
に
賠
償
を
通
則
と
し
、血
報
を
変
例
と
す
る
の
賠
償
を
通
則
と
し
血

報
を
変
則
と
す

観
を
呈
す
る
に
至
り
し
も
の
の
如
し
。
ツ
ェ
ッ
フ
ル
の
記
す
所
に
依
れ
ば
、
身
位
金
を
以
て
賠
償
を
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為
す
場
合
に
於
て
も
、
仍
お
古
代
に
於
け
る
復
讐
対
抗
の
共
同
責
任
の
形
跡
を
存
し
、
侵
害
者
が
賠

償
の
提
供
を
為
さ
ず
又
は
無
資
力
な
る
場
合
に
於
て
、
親
族
が、　代、　償
を
為
さ
ざ
る
と
き
は
、対
当
報
代
償

復
に
依
り
て
侵
害
者
を
殺
し
、
又
は
其
肢
体
を
傷
つ
く
る
を
得
る
も
の
と
せ
り
。（Zoeffl

e,D
eutche

R
echtsgeschichite.

III.S.391.

）是
を
以
て
観
れ
ば
、
身
位
金
制
度
の
確
立
は
や
が
て
復
讐
本
位
主

義
を
変
じ
て
賠
償
先
位
主
義
に
移
ら
し
む
る
も
の
の
如
し
。

紀
元
六
十
四
年
に
ロ
ム
バ
ー
ル
ド
王
ロ
ー
タ
リ
スK

K
R

otharis

が
発
し
た
る
復
讐
賠
償
法
は
、国
ロ
ー
タ
リ
ス
王
の
復

讐
賠
償
法

家
形
成
時
代
に
於
け
る
統
治
者
が
個
人
の
私
力
制
裁
を
公
権
に
収
め
ん
と
し
た
る
明
証
を
呈
す
る
も
の

な
り
。
此
法
律
は
、被
害
者
の
族
人
は
慣
習
に
従
い
て
族
戦
復
讐
を
為
す
か
、又
は
裁
判
所
に
訴
え
て

賠
償
金
を
求
む
る
か
、、　二、　者、　其、　一、　を、　択、　ぶ、　こ、　と、　を、　許、　せ、　り
。
王
は
此
法
律
の
目
的
を
宣
言
し
て
曰
く
、

此
法
律
に
於
て
特
に
殺
人
に
対
す
る
賠
償
を
許
し
、而
も
其
賠
償
金
の
額
を
大
に
し
た
る

ゆ
え
ん

所
以
の
も
の

は
、、　被、　害、　者、　の、　族、　人、　を、　誘、　い、　て、　族、　戦、　復、　讐、　の、　旧、　慣、　を、　抛、　棄、　せ、　し、　め、　ん、　と、　す、　る、　に、　あ、　り、　と
。
王
は
尚
お

之
に
附
言
し
て
、復
讐
を
禁
止
す
る
は
王
の
素
よ
り
希
望
す
る
所
な
る
も
、人
民
因
襲
の
久
し
き
、今
遽

に
法
令
を
以
て
之
を
全
廃
す
る
能
わ
ざ
る
を
遺
憾
と
す
る
の
意
を
表
せ
り
。（B

ethom
ann-H

ollw
eg,

D
er

G
em

ansche
C

ivilprocess.
§60.

）け
だ蓋

し
復
讐
を
遺
族
の
神
聖
な
る
義
務
な
り
と
す
る
観
念
は
、数

百
年
来
深
く
民
心
に
浸
潤
し
、
一
朝
に
し
て
立
法
を
以
て
之
を
抜
く
こ
と
能
わ
ざ
る
を
以
て
、
人
民

の
守
旧
性
を
驚
さ
ず
、
漸
を
以
て
私
力
を
棄
て
て
公
権
を
恃
む
の
風
を
馴
致
せ
ん
と
す
る
為
政
者
の

苦
心
に
出
で
た
る
に
外
な
ら
ざ
り
し
な
り
。

回
々
教
諸
国
に
於
て
、近
時
に
至
る
ま
で
復
讐
賠
償
併
び
行
わ
れ
、
殺
傷
の
場
合
に
於
て
、
報
復
回
々
教
国
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者
が
復
讐（kesos

）を
為
す
か
、
又
は
之
に
代
え
て
血
価（diyet,dia

）を
請
求
す
る
か
、
二
者
其
一
を

択
ぶ
こ
と
を
得
る
も
の
と
せ
り
。（Tournauw

,D
as

slem
ische

R
echit.

S.239;G
roge

Sale,T
he

K
ohrun.

ch.
II.

）

―――
―――
―――
―――
―――

ア
ビ
シ
ニ
ヤに
於
て
は
復
讐
義
務
の
観
念
は
既
に
薄
ら
ぎ
た
り
と
雖
も
、ヘ
ル
ゥ
ィ
ヒ
氏
は
之
を
ク
ア
ビ
シ
ニ
ヤ

リ
ス
ト
教
の
影
響
に
帰
す
、未
だ
刑
罰
を
以
て
之
に
代
う
る
に
至
ら
ず
、復
讐
者
は
仇
人
よ
り
賠
償
を

受
け
て
之
を
免
す
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
る
も
、若
し
復
讐
者
が
賠
償
を
受
く
る
の
義
務
な
き
を
以
て
、

賠
償
を
受
く
る
こ
と
を
拒
み
た
る
場
合
に
於
て
は
、
国
は
自
ら
其
殺
人
犯
者
を
刑
罰
に
処
す
る
こ
と

無
く
、、　之、　を、　復、　讐、　者、　に、　引、　渡、　し、　て、　殺、　さ、　し、　む、　る、　も、　の、　と、　す
。（H

ellw
ig,A

sylrecht
der

N
aturv

ᾰ lker.

S.53.

）
英
国
に
於
て
は
、
ヘ
ン
リ
ー
第
一
世
の
法
律第
七
十
一
号（H

en.
I.71.

）に
依
り
、
謀
殺
の
場
合
に
ヘ
ン
リ
ー
第
一
世
の

法

於
て
は、　犯、　人、　を、　被、　害、　者、　の、　遺、　族、　に、　引、　渡、　し
、
遺
族
は
之
を
殺
す
か
、
又
は
之
を
助
命
し
て
身
位
金
を

出
さ
し
む
る
か
、
二
者
其
一
を
択
ぶ
こ
と
を
許
せ
り
。
之
を
後
に
記
す
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の
賠
償
強

要
法
に
比
す
れ
ば
、
一
見
旧
態
に
復
帰
せ
る
が
如
き
観
無
き
に
非
ず
と
雖
も
、
此
法
律
は
一
旦
謀
殺

者
を
逮
捕
し
て
国
家
の
公
権
内
に
収
め
た
る
後
ち
之
を
被
害
者
の
近
親
に
引
渡
す
も
の
な
る
を
以
て
、

こ
れ
を
殺
す
場
合
と
雖
も
、
報
復
者
は
宛
も
国
家
の
行
刑
者
の
如
き
も
の
な
り
。
故
に
之
を
賠
償
と

私
闘
復
讐
と
を
同
順
位
に
置
き
、
又
は
賠
償
を
先
順
位
に
置
き
賠
償
を
な
さ
ざ
る
場
合
に
於
て
私
闘

復
讐
を
許
す
も
の
に
比
す
れ
ば
、
私
力
救
済
を
公
に
収
め
た
る
の
程
度
は
却
て
多
き
も
の
な
り
と
云
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わ
ざ
、
る
可
ら
ず
。

㈢
賠
償
先
位
主
義

㈢
賠
償
先
位

賠
償
を
以
て
復
讐
に
代
う
る
に
至
れ
ば
、
国
家
の
主
治
者
は
之
に
依
り
て
治
安
を
保
維
せ
ん
が
為

め
に
、
往
々
法
規
を
設
け
て
、
報
復
者
は、　先、　ず、　仇、　人、　に、　向、　っ、　て、　賠、　償、　を、　要、　求、　す、　べ、　き、　も、　の、　と、　し
、、　仇

、　人、　が、　賠、　価、　を、　為、　す、　能、　わ、　ず
、、　又、　は、　之、　を、　為、　す、　を、　肯、　ん、　ぜ、　ざ、　る、　と、　き、　に、　非、　ざ、　れ、　ば、　復、　讐、　を、　為、　す、　こ、　と、　を

、　得、　ざ、　る、　も、　の、　と、　す、　る、　こ、　と、　あ、　り
。
此
時
に
当
り
、
国
家
は
未
だ
絶
対
に
復
讐
を
禁
止
す
る
こ
と
を
得

る
に
至
ら
ず
と
雖
も
、
賠
償
の
要
求
及
支
払
を
以
て
復
讐
の
前
提
条
件
と
し
た
る
を
以
て
、
之
を
復

讐
賠
償
を
同
順
位
に
置
き
て
二
者
択
一
を
許
す
の
制
に
比
し
、
私
闘
を
減
じ
て
社
会
の
安
寧
秩
序
を

維
持
す
る
の
効
果
の
極
め
て
多
か
り
し
は
言
を
侯
た
ず
。
法
制
の
進
化
既
に
此
程
級
に
達
し
、
賠
償

を
復
讐
の
先
位
に
置
く
に
至
れ
ば
、
復
讐
を
以
て
例
外
の
場
合
に
於
け
る
特
許
の
如
く
看
做
す
に
至

る
を
以
て
、
其
復
讐
禁
止
の
法
と
相
距
る
僅
に
一
歩
の
み
。

―――
―――
―――
―――
―――

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
が
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
に
於
て
励
精
治
安
を
図
り
、
復
讐
私
闘
の
俗

を
廃
絶
せ
し
め
ん
と
せ
し
は
、
王
が

◦
◦

◦
◦

◦

賠
償
強
要
の

◦法を
設
け
た
る
に
依
り
て
之
を
知
る
こ
と
を
得
べ
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の

賠
償
強
要
法

し
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の
法
律
第
四
十
二
号（Law

ofA
lfred.

§42.

）の
規
定
左
の
如
し
。

前
文
　
　
朕
は
茲
に
又
仇
人
が
其
家
に
在
る
こ
と
を
知
る
者
は
、
豫
め
之
に
対
し
て
賠
償
を
要
求

す
る
こ
と
無
く
し
て
之
を
撃
つ
べ
か
ら
ざ
る
旨
を
命
ず
。

第
一
条
　
彼
に
若
し
実
力
あ
る
と
き
は
、
其
仇
人
を
包
囲
し
。
仇
人
が
戸
外
に
出
で
ざ
る
と
き
は
、
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七
日
間
は
之
を
監
視
し
て
、
之
を
攻
撃
す
べ
か
ら
ず
。
若
し
仇
人
が
武
器
を
棄
て
て
降
を

乞
う
と
き
は
、
三
十
日
間
は
彼
に
害
を
加
え
ず
し
て
之
を
監
視
し
、
且
其
旨
を
彼
の
親
戚
、

朋
友
に
通
告
す
べ
し
。

第
三
条
　
然
れ
ど
も
、
若
し
報
復
者
が
自
己
の
力
を
以
て
仇
人
を
包
囲
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
と
き

は
、
長
老
に
助
力
を
乞
い
、
長
老
若
し
助
力
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
と
き
は
、
攻
撃
を
為
す
前
に

之
を
国
王
に
申
告
す
べ
し
。

第
四
条
　
若
し
報
復
者
不
意
に
仇
人
に

み
ち途

に
出
会
い
た
る
と
き
、（
中
略
）仇
人
武
器
を
棄
て
て
降

を
乞
う
と
き
は
、三
十
日
間
彼
を
監
禁
し
、其
旨
を
彼
の
親
戚
、友
人
に
通
知
す
べ
し
。
若

し
武
器
を
棄
て
て
降
る
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
と
き
は
、
彼
を
撃
つ
こ
と
を
得
。（Laughlin,

A
nglo-Saxon

Law
.

p.
269.

）

此
法
律
は
賠
償
を
以
て
復
讐
の
前
提
条
件
と
為
し
、
賠
償
を
為
す
機
会
を
充
分
に
与
え
た
る
後
に
非

ざ
れ
ば
攻
撃
を
為
す
を
許
ざ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
敵
を
包
囲
し
て
一
定
の
期
間
内
に
賠
償
を
提
供
す

る
こ
と
を
強
要
せ
し
め
、降
を
乞
う
の
後
と
雖
も
、親
戚
、友
人
に
通
知
し
て
代
償
を
待
つ
も
の
に
し

て
、
賢
明
な
る
立
法
者
が
鋭
意
私
闘
の
弊
を
矯
め
ん
と
せ
し
用
意
の
周
到
な
る
を
観
る
に
足
る
べ
し
。

私
闘
の
弊
を
矯
め
ん

と
す
る
の
立
法

―――
―――
―――
―――
―――

賠
償
は
復
讐
に
対
す
る
代
位
的
制
裁
な
る
を
以
て
、
法
が
之
を
第
一
次
的
制
裁
と
し
た
る
場
合
に

於
て
、若
し
仇
人
が
無
資
力
な
る
か
、又
は
資
力
あ
る
も
賠
償
を
な
さ
ざ
る
と
き
は
、復
讐
権
の
復
活
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す
る
は
当
然
の
事
た
り
。ウ
ェ
ー
ル
ス
の
古
法
は
、殺
傷
に
対
す
る
賠
償
の
責
任
を
定
め
、、　仇、　人、　が、　之
復
讐
原
権
の
復
活

ウ
ェ
ー
ル
ス
の
古
法

、　を、　払、　わ、　ざ、　る、　と、　き、　は、　血、　報、　を、　為、　す、　ζ、　と、　を、　得、　る、　も、　の、　と、　せ、　り
。
フ
ラ
ン
ダ
ル
の
サ
ン
ト
・
オ
メ
ー
ル

市（St.
O

m
er

）の
一
干
百
二
十
七
年
の
法
律第
二
十
条
は
、
市
民
が
外
人
よ
り
侵
害
を
蒙
り
た
る
場
サ
ン
ト
・
オ
メ
ー
ル

市
の
法
律

合
に
於
て
、
賠
償
の
請
求
を
為
す
も
、
之
に
応
ぜ
ず
し
て
三
日
を
経
過
し
た
る
と
き
は
、
報
復
を
為

す
こ
と
を
得
る
も
の
と
せ
り
。（W

ornkönig,Flandreische
R

ehitsgeschichte.
III.S,163,164.

）

―――
―――
―――
―――
―――

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
ブ
レ
ホ
ン
」
法は
、
宛
も
古
代
法
の
化
石
の
如
き
も
の
に
し
て
、
一
千
年
以
「
ブ
レ
ホ
ン
」
法

上
古
態
の
儘
に
て
行
わ
れ
た
る
も
の
な
る
を
以
て
、
法
の
原
始
状
態
を
研
究
す
る
に
は
最
も
貴
重
な

る
資
料
な
り
と
す
。（M

aine,Early
H

istory
ofInstuitutions.

Pref;R
ichey,Irish

Law
Tracts.

III.Pref.

）其
法
典
た
る
「
セ
ン
カ
ス
・
モ
ー
ル
」（Senchus

M
or

）及
「
ブ
ッ
ク
・
オ
ブ
・
ア
イ
キ

ル
」（B

ook
ofA

icill

）に
依
れ
ば
、「
ブ
レ
ホ
ン
法
」
の
発
生
は
「
法
のし

き
み閾」（“T

he
very

threshhold

oflaw
”

）に
当
り
、（C
herry,G

row
th

ofC
rim

inallaw
in

A
ncient

C
om

m
unities,p.

25.

）宛
も
公

権
発
生
時
代
の
初
期
に
於
て
賭
償
の
復
讐
に
代
る
の
時
に
あ
り
。
同
法
は
、
一
切
の
侵
害
行
為
に
対

す
る
救
済
は
、
エ
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
イ
ン（Eric

fine
）と
称
す
る
賠
償
に
在
り
と
し
、
若
し
侵
害
者
が
賠
エ
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
イ

ン

償
を
為
さ
ず
、
又
は
賠
償
を
為
す
資
力
な
き
と
き
は
、
被
害
者
は
侵
害
者
又
は
其
近
親
の
財
産
を
差

押
え
、
又
は
報
復
を
為
す
こ
と
を
得
る
も
の
と
せ
り
。

賠
償
を
以
て
一
切
の
犯
行
に
対
す
る
救
済
な
り
と
し
、
賠
償
を
な
さ
ざ
る
場
合
に
於
て
は
、
自
力

救
済
に
依
り
て
之
を
強
要
し
、
又
は
復
讐
を
為
す
こ
と
を
得
べ
し
と
の
法
則
は
、
人
民
中
に
経
済
観
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念
の
端
緒
を
発
し
、
貨
物
交
換
の
習
俗
を
生
じ
た
る
後
に
於
て
始
め
て
行
わ
る
べ
き
も
の
な
り
。
故

に
、其
以
前
に
於
て
は
、自
力
救
済
法
の
み
行
わ
れ
、殺
傷
の
場
合
に
於
て
は
殺
傷
を
以
て
報
い
、財

産
侵
害
の
場
合
に
於
て
は
差
押
を
以
て
之
を
報
ゆ
べ
き
も
の
と
し
、
賠
償
は、　復、　讐、　権、　抛、　棄、　の、　代、　価と
賠
償
は
復
讐
権
抛
棄

の
代
償

し
て
払
い
た
る
も
の
な
り
。
而
し
て
、
賠
償
を
以
て
復
讐
に
代
う
る
の
例
あ
る
に
至
り
て
も
、
其
始

め
に
於
て
は
、
之
を
受
く
る
と
受
け
ざ
る
と
は
、
被
害
者
の
自
由
選
択
に
あ
り
た
る
を
以
て
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
に
於
て
は
、
此
点
に
関
す
る
公
権
発
生
の
先
行
現
象
は
通
常
の
各
時
代
を
経
過
し
、
復
讐

先
位
主
義
よ
り
復
讐
賠
償
同
位
主
義
に
移
り
、
竟
に
賠
償
先
位
主
義
に
進
み
た
る
も
の
な
り
。

―――
―――
―――
―――
―――

前
に
述
べ
た
る
如
く
、
バ
レ
ア
及
び
ク
ナ
マ
の
避
難
は
宛
も
流
刑
の
如
き
性
質
を
兼
ね
有
し
た
る

も
の
な
る
を
以
て
、
他
州
に
謫
居
す
る
こ
と
数
年
の
後
ち
、
若
し
被
害
者
の
怨
恨
薄
ら
ぎ
た
り
と
信

ず
る
と
き
は
、
殺
人
者
は
被
害
者
の
住
地
の、　長、　老、　に、　哀、　願、　し、　て、　調、　停、　を、　乞、　い
、若
し
長
老
が
其
流
謫
長
老
の
調
停

の
年
数
充
分
に
懲
罰
の
目
的
を
達
し
た
り
ど
認
む
る
と
き
は
、
被
害
者
の
遺
族
と
交
渉
し
て
、、　賠、　僚
賠
償

、　金、　を、　収、　妙、　で、　復、　讐、　を、　抛、　棄、　せ、　し、　む
る
も
の
と
す
。
バ
レ
ア
及
び
ク
ナ
マ
に
於
て
は
、
長
老
は
社
会
の

最
高
権
力
を
握
る
も
の
な
る
を
以
て
、
一
た
び
長
老
が
殺
人
者
の
請
願
を
容
れ
て
、
被
害
者
の
遺
族

に
対
し
、
賠
償
を
受
け
て
復
讐
を
思
い
止
ま
ら
ん
こ
と
を
勧
告
す
る
と
き
は
、
遺
族
は
仮
令
い
内
心

之
を
好
ま
ざ
る
と
き
と
雖
も
、
長
老
の
勢
力
に
対
し
て
之
を
拒
む
能
わ
ず
、
比
較
的
少
額
の
血
価
を

収
め
て
和
睦
す
べ
き
こ
と
を
承
諾
す
る
を
常
と
す
。

賭
償
の
協
定
成
る
と
き
は

◦
◦

◦

贖
罪
式、　を、　挙、　げ
、、　之、　に、　依、　り、　て、　復、　讐、　関、　係、　は、　消、　滅、　す、　る、　も、　の、　と、　す
。
仇
贖
罪
式
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人
は
挙
式
の
後
ち、　一、　年、　を、　経、　過、　す、　れ、　ば、　郷、　里、　に、　帰、　住、　す、　る、　こ、　と、　を、　許、　さ、　る、　る、　も、　の、　と、　す
。
然
れ
ど
も
、

仇
人
は
帰
郷
の
後
と
雖
も
全
く
復
権
を
得
た
る
も
の
と
せ
ず
。
仇
人
帰
還
の
の
ち
は
、、　被、　害、　者、　の、　家

、　族、　の、　一、　員、　と、　為、　り
、、　生、　涯、　を、　其、　一、　家、　に、　捧、　げ、　て、　死、　亡、　者、　の、　缺、　位、　を、　充、　た、　す、　べ、　き、　も、　の、　と、　す
。（M

un-

zinger,O
safrikanische

Studeian.
S.501.

）吾
人
よ
り
之
を
観
れ
ば
、
人
を
殺
し
た
る
者
が
其
殺
さ

れ
た
る
者
の
家
の
一
員
と
な
り
て
生
涯
を
畢
る
の
習
俗
は
、
甚
だ
奇
異
な
り
と
雖
も
、
ヘ
ル
ウ
ィ
ヒ

は
之
を
バ
レ
ア
人
、
ク
ナ
マ
人
の
有
す
る
宗
教
的
信
念
に
基
く
も
の
と
せ
り
。（H

ellw
ig,A

sylrecht

der
N

aturvolker.
S.62.

）け
だ蓋

し
之
を
他
族
の
習
慣
よ
り
類
推
す
る
と
き
は
、
死
亡
者
の
缺
位
を
充
た

す
と
は
、死
亡
者
が
生
前
に
於
て
其
家
に
有
せ
し
位
地
に
代
る
も
の
に
非
ず
し
て
、其
被
害
者
の
死
亡

に
依
り
て
生
じ
た
る
一
家
の
缺
員
を
補
充
す
る
の
意
に
し
て
、
一
家
に
於
け
る
一
人
の
死
亡
は
、
其

家
に
取
り
て
は
一
人
の
生
涯
の
労
力
を
奪
い
去
ら
れ
た
る
も
の
な
る
を
以
て
、
平
時
に
は
耕
作
猟
漁

の
力
役
者
を
失
い
、
戦
時
に
於
て
は
攻
撃
防
禦
の
戦
闘
員
を
失
い
た
る
も
の
と
す
。
此
の
如
き
、
経

済
上
の
永
続
的
損
失
は
、

も
と素

よ
り
些
少
の
賠
償
金
を
以
て
之
を
補
償
す
べ
き
も
の
に
非
ざ
る
を
以
て
、

其
損
失
の
原
因
を
惹
起
し
た
る
殺
害
者
生
涯
の
労
役
を
以
て
之
を
償
わ
し
む
る
を
至
当
と
す
る
も
の

と
解
す
べ
き
が
如
し
。
故
に
此
慣
習
は
、
他
の
民
族
に
於
て
往
々
観
る
所
の
賠
償
の
代
り
に
殺
害
者

を
奴
隷
と
為
す
と
同
趣
旨
に
出
ず
る
も
の
に
し
て
、
謂
わ
ゆ
る
「
　以
レ　
身
　贖
レ　
罪
」
も
の
な
り
と
い
わ

ざ
る
可
か
ら
ず
。

―――
―――
―――
―――
―――

三
　
仲
　
　
裁

仲
裁
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賠
償
、
復
讐
を
同
順
位
に
置
き
て
こ
れ
が
選
択
を
許
し
、
又
は
賠
償
を
先
順
位
に
置
き
、
復
讐
を

為
す
前
に
は
必
ず
賠
償
を
請
求
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
と
き
は
、
仮
令
い
仇
人
者
が
賠
償
を

為
す
こ
と
を
承
諾
し
た
る
場
合
と
雖
も
、其、　賠、　償、　の、　額、　量
付
て
は
、
受
償
者
は
必
ず
其
多
か
ら
ん
こ
賠
償
の
額
量

と
を
冀
い
、
賠
償
者
は
必
ず
其
少
か
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
も
の
な
る
を
以
て
、
若
し
之
が
為
め
に
協

議
調
わ
ざ
る
と
き
は
、
当
事
者
は
更
に
仇
敵
関
係
の
原
状
に
復
帰
し
て
戦
わ
ん
か
、
又
は
他
の
方
法

に
依
り
て
和
議
を
講
ぜ
ん
か
、
二
者
其
一
を
択
ば
ざ
る
可
ら
ず
。
当
事
者
は
既
に
賠
償
を
議
し
、
其

争
う
所
は
単
に
其
額
量
に
あ
る
は
、
当
事
者
間
に
和
を
冀
う
の
意
あ
る
も
の
な
る
を
以
て
、
多
く
の

場
合
に
於
て
は
、
当
事
者
が
双
方
の
信
頼
す
る
第
三
者
に
訴
え
て
、其
賠
償
の
額
量
を
決
定
せ
ん
こ
第
三
者
の
加
入

と
を
乞
う
に
至
る
は
、
自
然
の
勢
な
り
。
当
事
者
が
賠
償
物
の
品
種
に
付
て
一
致
せ
ざ
る
と
き
亦

し
か然

り
。
而
し
て
、
其
仲
裁
者
と
し
て
依
頼
せ
ら
る
者
は
、
多
く
は
社
会
の
有
力
者
に
し
て
、、　族、　長
、、　長

、　老
、、　僧、　侶
、、　薬、　人
、、　卜、　者、　等、　の、　如、　き
、、　或、　意、　義、　に、　於、　て、　社、　会、　力、　の、　一、　部、　を、　代、　表、　す、　る、　者、　な、　り
。
又
時

と
し
て
は
是
等
の
有
力
者
が
自
ら
進
ん
で
双
方
の
間
に
仲
裁
し
、
之
に
依
り
て
治
安
を
保
維
す
る
こ

と
あ
り
。
此
の
如
き
習
俗
行
わ
れ
て
久
し
き
に
亘
る
と
き
は
、
往
、々　臨、　時、　又、　は、　常、　設、　の、　裁、　判、　機、　関、　あ

、　る、　に、　至、　る
。例
え
ば
、
中
央
コ
ー
カ
サ
ス
の
オ
ス
セ
ッ
ト
人（O

set

）は
、
若
し
賠
償
額
に
つ
い
て
争
臨
時
又
は
常
設
の
裁

判
機
関

議
あ
る
と
き
は
、、　当、　事、　者、　双、　方、　よ、　り、　三、　人、　ず、　つ、　を、　選、　出、　し
、、　之、　に、　被、　選、　者、　が、　選、　定、　し、　た、　る、　裁、　判、　長、　一
当
事
者
の
選
出
し
た

る
仲
裁
員

、　人、　を、　加、　え、　た、　る、　七、　人、　を、　以、　て、　仲、　裁、　員、　と、　し
、
当
事
者
は
其
裁
決
に
服
従
す
べ
き
宣
言
を
為
し
、
双
方

と
も
三
人
ず
つ
の
保
証
人
を
立
つ
る
も
の
と
せ
り
。（H

axhausen,Trans-kaukasia.
H

.S,50.

）西

部
コ
ー
カ
サ
ス
の
サ
ル
カ
シ
ヤ
人（C

ircasi

）中
に
於
て
は
殺
人
の
場
合
に
於
て
、
若
し
賠
償
額
に
つ
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い
て
争
議
あ
る
と
き
は
、
当
事
者
の、　関、　係、　部、　落、　の、　長、　老、　の、　協、　議、　に、　依、　り、　て、　仲、　裁、　員、　を、　設、　け
、賠
償
の
長
老
の
協
議
に
依
る

仲
裁
員

品
種
及
び
額
量
を
裁
定
せ
し
む
る
を
例
と
す
。
而
し
て
其
賠
償
品
は
通
常
家
畜
、
鉄
具
、
奴
隷
、
兵

器
、
食
料
品
等
を
以
て
之
に
充
つ
る
も
の
と
す
と
い
う
。

前
挙
二
種
の
仲
裁
機
関
を
比
較
す
る
と
き
は
、
前
者
は
自
動
的
に
し
て
、
当
事
者
の
選
出
せ
る
仲

裁
員
よ
り
な
る
も
の
を
以
て
、
当
事
者
の、　私、　の、　協、　定
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
後
者
は
社
会
員
の
尊
敬

を
受
け
、
社
会
統
制
力
の
一
部
を
代
表
せ
る
長
老
が
、
他
よ
り
進
ん
で
其
争
議
に
干
渉
し
、
社
会
員

間
の
不
協
和
を
調
停
せ
ん
と
す
る
も
の
に
し
て
、
争
議
ぴ
者
も
其
調
停
者
の
位
地
に
対
し
、
仮
令
い

我
意
に
満
た
ざ
る
事
あ
る
も
、
必
ず
其
裁
決
に
服
従
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
と
し
、
若
し
之
に
違
う

と
き
は
、
其
社
会
の
権
力
者
に
反
抗
し
、
之
を
侮
蔑
す
る
者
と
し
て
社
会
制
裁
を
蒙
る
こ
と
を
期
せ

ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
長
老
の
仲
裁
は
竟
に
強
制
機
関た
る
仲
裁
裁
判
所
に
等
し
き
も
の
た
る
強
制
的
仲
裁
機
関

に
至
る
も
の
と
す
。

一
民
族
中
に
一
た
び
賠
償
に
依
り
て
復
讐
流
血
の
惨
を
避
く
る
こ
と
あ
り
た
る
と
き
は
、
後
に
も

亦
た
之
に
倣
う
者
を
生
じ
、一
た
び
協
定
に
依
り
て
賠
償
の
額
量
を
定
め
、又
は
仲
裁
に
依
り
て
額
量

の
争
を
決
す
る
こ
と
あ
り
た
る
と
き
は
、後
の
賠
償
額
量
も
、他
に
特
別
の
事
情
無
き
限
り
は
、之
に
賠
償
額
量
の
協
定

依
り
て
決
し
、
年
を
累
ぬ
る
に
従
い
て
、
先
例
は
其
理
由
を
問
わ
ず
単
に
先
例
な
り
と
し
て
之
に
従

う
に
至
り
、
其
始
め
は
前
例
は
単
に
後
事
を
決
す
る
の、　参、　考、　資、　料
た
る
に
過
ぎ
ざ
り
し
も
、
後
に
至

り
て
は、　強、　制、　的、　規、　範と
な
り
て
当
事
者
の
意
思
を
拘
束
し
、
其
服
従
を
強
要
す
る
に
至
る
も
の
な
り
。
強
制
的
規
範

、　一、　た、　び、　先、　例、　に、　重、　き、　を、　置、　く、　の、　風、　習、　を、　生、　ず、　る、　と、　き、　は
、、　社、　会、　の、　権、　力、　は、　老、　人、　に、　帰、　す、　る、　に、　至、　る
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、　も、　の、　な、　り
。
老
人
は
最
も
多
く
先
例
を
記
憶
す
る
も
の
な
る
を
以
て
、未
だ
文
書
の
行
わ
れ
ざ
る
時
先
例
と
老
人
の
強
力

代
に
於
て
は
、
先
例
は
各
人
の
経
験
に
よ
る
記
憶
に
於
て
の
み
保
存
せ
ら
る
る
も
の
と
す
。
多
く
の

事
例
に
遭
遇
し
て
経
験
を
積
む
は
、
年
を
累
ぬ
る
に
非
ざ
れ
ば
能
わ
ざ
る
を
似
て
、、　先、　例、　の、　記、　憶、　は

、　独、　り、　老、　者、　之、　を、　有、　し
、
壮
者
は
智
あ
り
才
あ
る
者
と
雖
も
、
此
点
に
関
し
て
は
老
者
に
及
ぶ
能
わ
ざ

る
所
な
り
と
す
。
故
に
、
低
級
文
化
の
社
会
に
於
て
は
、
老
人
は
活
け
る
法
典
な
り
。老
人
は
活
け
老
人
は
活
法
典
な
り

る
礼
典
な
り
。
老
人
は
社
会
の
支
配
者
な
り
。（
拙
著
『
隠
居
論
』
第
八
編
第
一
章
参
照
）之
を
以
て
婚

姻
、葬
祭
、其
他
社
会
万
般
の
典
礼
は
、之
を
老
人
に
問
い
、争
訟
疑
議
の
事
あ
る
と
き
は
之
を
老
人

に
訴
え
て
、
其
判
断
を
請
う
に
至
る
。
殺
人
賠
償
の
額
の
如
き
も
、若
し
当
事
著
の
臨
定
な
ら
ざ
る
殺
人
賠
償
額
の
協
定

と
長
老

こ
と
あ
る
と
き
は
、
長
老
に
訴
え
て
其
調
停
を
乞
い
、
又
は
長
老
は
社
会
の
平
和
を
図
る
が
為
め
に
、

自
ら
進
ん
で
居
中
調
停
を
為
す
に
至
る
も
の
な
り
。
長
老
が
裁
決
を
為
す
に
当
り
て
は
、
常
に
先
例

に
拠
り
、
当
事
者
も
亦
先
例
の
威
権
に
服
従
す
。
若
し
当
事
者
が
社
会
の
尊
敬
を
受
く
る
長
老
の
裁

決
に
従
わ
ざ
る
と
き
は
、
社
会
の
反
感
を
招
き
、
援
い
て
社
会
制
裁
を
受
く
る
に
至
る
べ
く
、
後
に

は
公
権
力
を
以
て
服
従
を
強
要
す
る
に
至
る
も
の
と
す
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
於
て
賠
償
を
以
て
復
讐
に
代
う
る
の
俗
生
じ
た
る
の
後
と
雖
も
、
其
始
に
於
て

は
、
賠
償
の
額
量
に
付
き
当
事
者
の
協
商
調
わ
ざ
る
と
き
は
、ブ
レ
ホ
ン
僧
に
其
量
定
を
請
う
を
常
ブ
レ
ホ
ン
僧

と
せ
り
。、　ブ、　レ、　ボ、　ン、　僧、　は、　詩、　人、　に、　し、　て
、、　先、　例、　典、　故、　は、　概、　ね、　詩、　に、　作、　り、　て、　之、　を、　譜、　記、　し、　た、　る、　を、　以、　て
、

社
会
万
般
の
事
物
に
関
し
て
争
議
又
は
疑
義
あ
る
と
き
は
、
必
ず
彼
等
に
就
い
て
其
判
断
を
乞
う
を

例
と
せ
り
。
故
に
、彼
等
は
一
方
に
於
て
は
酋
長
の
顧
問
た
る
と
同
時
に
、人
民
の
仲
裁
者
た
り
、裁
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判
官
た
り
、
助
言
者
た
り
し
な
り
。

ア
テ
ナ
に
於
て
も
、
一
切
の
争
議
は
六
十
歳
以
上
の、　老、　人、　の、　仲、　裁
に
依
り
て
決
定
す
べ
き
も
の
し
、

若
し
当
事
者
が
其
仲
裁
に
服
せ
ざ
る
と
き
は
、小
事
は
二
百
一
人
の
市
民
会
に
於
て
之
を
裁
判
し
、大
ア
テ
ナ
に
於
け
る
老

人
の
仲
裁

事
は
四
百
一
人
の
市
民
会
に
於
て
之
を
裁
判
す
べ
き
も
の
と
せ
り
。
是
等
の
市
民
会
は
、
古
代
長
老

の
仲
裁
判
決
を
聴
き
、
之
に
力
を
添
え
ん
が
為
め
に
集
ま
り
た
る
民
団
ア
ゴ
ラ（A

gora

）の
発
達
し

た
る
も
の
な
り
。（Sutreland,T

he
O

rigin
and

G
row

th
ofthe

M
oralInstinct.

I>
p.

166.

）此

沿
革
は
明
か
に
あ
る
意
義
に
於
て
社
会
力
を
代
表
す
る
老
人
の
仲
裁
よ
り
直
接
に
社
会
の
公
権
力
を

代
表
す
る
民
団
の
裁
判
に
移
る
の
径
路
を
示
す
も
の
な
り
。

四
　
賠
償
義
務
者

、　賠、　償、　は、　素、　と

◦
◦

◦
◦

代
位
制
度、　な、　る、　を、　以、　て
、、　賭、　償、　義、　務、　者、　と、　被、　復、　讐、　義、　務、　者、　と、　は、　其、　範、　囲、　を、　同、　う、　す、　べ

、　き、　は、　当、　然、　の、　事、　た、　り
。、　賠、　償、　を、　受、　く、　る、　権、　利、　を、　有、　す、　る、　者、　の、　範、　囲、　も、　亦、　復、　讐、　義、　務、　者、　と、　其、　範、　囲、　を、　同

、　う、　す
。復
讐
が
其
始
に
於
て
は
、
全
族
的
に
し
て
後
に
至
り
て
其
範
囲
漸
く
狭
ま
り
て
被
害
者
の
最
賠
償
義
務
者
の
範
囲

近
親
及
び
為
害
者
一
人
た
る
に
至
り
た
る
如
く
、
賠
償
の
場
合
に
於
て
も
、
其
始
に
於
て
は
賠
償
を

為
す
義
務
は
為
害
者
の
属
す
る

◦
◦

全
族
之
を
負
い
、
賠
償
を
受
く
る
の
権
利
は
被
害
者
の
属
す
る

◦
◦

全
族

之
を
有
せ
り
。
然
れ
ど
も
、
賠
償
義
務
者
の
範
囲
は
、
復
讐
を
受
く
べ
き
者
の
範
囲
の
縮
小
に
伴
い

て
漸
次
縮
小
し
、
或
は
血
族
中
の
等
親
を
限
り
、
或
は
最
近
親
の
み
に
限
る
に
至
る
も
の
と
す
。
賠

償
権
利
者
の
範
囲
の
復
讐
義
務
者
の
範
囲
の
沿
革
に
伴
う
こ
と
ま
た

し
か然

り
。
ア
フ
リ
カ
の
ボ
ゴ
ス
人
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は
、族
人
中
に
殺
人
助
賠
償
を
為
す
べ
き
者
あ
る
と
き
は
、、　同、　族、　中、　の、　成、　丁、　は
、、　總、　て、　平、　等、　に、　賠、　償
ボ
ゴ
ス
人

、　の、　義、　務、　を、　分、　担、　す、　べ、　き、　も、　の、　と、　し
、
又
賠
償
を
受
く
る
権
利
も
全
族
的
に
し
て
、
被
害
者
と
の
親
族

関
係
の
遠
近
に
拘
ら
ず、　族、　人、　は、　總、　て、　平、　等、　に、　其、　分、　配、　を、　受、　く、　べ、　き、　も、　の、　と、　す
。（M

unzinger,Sitten

u.
R

echit
der

B
ogos.

S.53;O
stafrikanishe

Studien.
S.208.

）グ
リ
ム
の
記
す
所
に
依
れ
ば
、
ゼ

ル
マ
ン
民
族
中
に
於
て
は
、「
刀
剣
親
」
及
「
紡
錘
親
」（Schw

ert-und-Spillm
agen

）に
し
て、　族、　戦
ゼ
ル
マ
ン
民
族

、　を、　共、　に、　す、　る、　義、　務、　あ、　る、　者、　は
、、　總、　て、　賠、　償、　を、　為、　す、　義、　務、　あ、　り
、、　賠、　償、　を、　受、　く、　る、　権、　利、　あ、　る、　者、　と、　せ、　り
。

（G
rim

m
,D

eutsche
R

echtsalterthüm
er

）ア
フ
リ
カ
の
マ
レ
ア族
に
於
て
は
、賠
償
は
為
害
者
の、　七
マ
レ
ア
族

、　等、　親、　以、　内、　の、　者、　平、　等、　に、　之、　を、　負、　担
す
べ
き
も
の
と
す
る
も
、
賠
償
を
受
く
る
者
は
被
害
者
の、　族、　人、　全

、　体
に
し
て
、
只
近
親
は、　其、　分、　配、　率
の
多
き
の
み
な
り
。（M

unzinger,O
stafrikanische

STudien.
S.

242.

）ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
法
に
依
れ
ば
、、　身、　位、　金（W

eregeld,W
ehrgeld,w

rgild.

）、　1を
払
う
義
務
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ

ン
法

と
、
之
を
受
く
る
権
利
と
は
、、　其、　範、　囲、　を、　同、　う、　す、　る、　も、　の、　と、　せ、　り
。
例
え
ば
、
兄
が
人
を
殺
し
た
る

場
合
に
於
て
、
其
弟
は
被
害
者
の
親
戚
に
対
し
身
位
金を
払
う
義
務
あ
る
を
以
て
、
兄
が
人
に
殺
さ
身
位
金

れ
た
る
場
合
に
於
て
も
其
弟
は
兄
の
身
位
金
を
受
く
る
権
利
あ
る
も
の
と
す
る
が
如
し
。（H

en.
I.

75,§5.

）而
し
て
被
害
者
の
親
戚
は
皆
其
身
位
金
を
受
く
る
権
利
あ
る
も
、
特
に
父
子
、
兄
弟
及
び
父

方
の
伯
叔
父
は
優
先
権
を
有
し
、
身
位
金
の
第
一
の
払
込
金
、
ヒ
ー
ル
ス
フ
ァ
ン
グ（healsfang

）を

受
く
る
も
の
と
せ
り
。

ウ
ェ
ー
ル
ス
の
古
法は
賠
償
を、　全、　族、　義、　務
と
為
す
と
雖
も
、其
負
担
額
は
親
疎
に
依
り
て
差
等
あ
ウ
ェ
ー
ル
ス
の
法

全
族
義
務
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る
も
の
と
せ
り
。
血
銭
は
其
全
額
を
三
分
し
、
其
一
部
は
為
害
者
並
に
其
父
母
、
兄
弟
、
姉
妹
及
び

子
之
を
負
担
し
、
他
の
二
部
は、　九、　親、　等、　以、　内
の
親
族
が
一
定
の
率
に
依
り
て
之
を
分
担
す
る
も
の
と

せ
り
。（W

qrter,alte
W

ales.

）

賠
償
時
代
の
初
期
に
あ
り
て
は
、、　賠、　償、　義、　務
、、　受、　償、　権、　利、　共、　に、　全、　族、　的、　な、　り、　し、　は、　上、　に、　述、　べ、　た、　る

、　が、　如、　し
。

け
だ蓋

し
当
時
は
族
人
各
自
の
分
担
額
及
び
各
自
の
分
配
額
に
つ
い
て
は
、
未
だ
精
確
な
る
例

規
あ
る
こ
と
無
く
、
只
其
時
の
事
情
に
応
じ
、
分
担
又
は
分
配
し
た
る
も
の
あ
る
べ
し
と
雖
も
、
之

に
関
し
て
は
各
人
利
害
を
異
に
す
る
を
以
て
、
族
人
間
に
争
議
を
生
ず
る
こ
と
稀
な
り
と
せ
ず
。
故

に
賠
償
義
務
の
有
無
及
賠
償
額
の
当
、
不
当
に
関
し
、
為
害
者
、
被
害
者
の
間
に
争
議
の
決
定
を
要

す
る
の
み
な
ら
ず
、
双
方
の
族
人
間
に
あ
り
て
も
、
亦
其
権
利
義
務
の
順
位
、
分
担
率
、分
配
率
等
賠
償
の
分
担
率
、
分

配
率

に
関
す
る
争
議
の
決
定
を
要
す
べ
き
を
以
て
、
当
事
者
の
協
定
の
外
に
、
有
力
者
の
勧
告
、
長
老
の

仲
裁
、
権
力
者
の
裁
決
あ
り
て
、
先
例
は
後
発
事
件
を
決
す
る
の
模
範
と
為
り
、
竟
に
一
定
の
例
規

を
生
ず
る
に
至
る
も
の
と
す
。
是
れ
原
始
的
法
律
に
し
て
賠
償
に
関
す
る
も
の
は
、、　其、　額、　の、　量、　定、　法

、　及、　び、　分、　担、　率
、、　分、　配、　率、　に、　関、　す、　る、　も、　の、　最、　も、　多、　き、　に、　居、　る、　所、　以、　な、　り
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ブ
レ
ホ
ン
法に
依
れ
ば
、、　族、　人、　が、　同、　族、　員、　の、　犯、　行、　に、　対、　し、　て、　負、　担、　す、　べ、　き、　賠、　償
ブ
レ
ホ
ン
法

、　義、　務、　は
、、　常、　に、　同、　族、　員、　の、　殺、　さ、　れ、　た、　る、　場、　合、　に、　於、　け、　る、　受、　償、　権、　利、　と、　対、　立、　し
、
同
族
員
の
殺
さ
れ
た

る
場
合
に
於
て
賠
償
を
受
く
べ
き
権
利
あ
る
者
は
、
同
族
員
が
人
を
殺
し
た
る
場
合
に
於
て
賠
償
を

払
う
べ
き
義
務
あ
る
も
の
と
せ
り
。
後
に
至
り
、、　賠、　償、　負、　担、　は、　遺、　産、　相、　続、　の、　順、　位、　に、　依、　る、　べ、　き、　も、　の

、　と、　し
、第
一
位
に
於
て
犯
人
之
を
負
担
し
、
次
に
子
、
父
、
他
の
親
戚
及
び
犯
人
の
幇
助
者
、
庇
護
賠
償
負
担
と
相
続
順

位
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者
順
次
に
之
を
負
担
し
、
最
後
に
国
王
之
を
負
担
す
べ
き
も
の
と
せ
り
。
犯
人
の
親
戚
其
他
犯
人
以

外
の
者
が
賠
償
を
為
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、
犯
人
の
財
産
よ
り、　償、　還
を
為
さ
し
む
る
こ
と
を
得
る

も
の
と
せ
り
。

全
族
的
賠
償
義
務
及
び
受
償
権
利
中
に、　順、　位
を
生
ず
る
は
、、　原、　始、　的、　共、　同、　責、　任、　が、　漸、　次、　個、　人、　責、　任

、　に、　進、　ま、　ん、　と、　す、　る、　の、　端、　緒
に
し
て
、其
反
面
に
於
て
は
社
会
統
制
力
の
発
展
を
示
す
も
の
な
り
。

け
だ蓋

原
始
的
協
同
責
任
よ

り
個
人
責
任
へ

し
犯
人
以
外
の
者
が
賠
償
を
為
す
が
如
き
は
、
其
始
に
於
て
は
、
固
よ
り
同
族
員
と
し
て
他
の
族
員

と
共
に
負
担
す
る
自
己
の
責
任
た
り
し
も
の
な
る
べ
し
と
雖
も
、
後
に
至
り
て
は
、
独
り
第
二
位
以

下
の
責
任
者
と
為
り
た
る
の
み
な
ら
ず
、
其
払
い
た
る
賠
償
の
償
還
を
受
く
る
権
利
を
有
す
る
に
至

り
た
る
を
以
て
、
従
来
の
共
同
責
任
の
観
念
は
殆
ど
全
く
廃
れ
て
、
賠
償
は
本
来
犯
人
の
個
人
責
任

な
り
と
す
る
に
至
り
た
る
も
の
な
り
。

犯
行
に
関
す
る
親
族
共
同
責
任
の
習
俗
あ
る
民
族
に
於
て
、
若
し
親
族
中
に
無
頼
漢
あ
り
て
屡
々

他
人
を
殺
傷
し
、
又
は
財
物
を
掠
奪
す
る
等
の
事
あ
る
と
き
は
、
屡
々
累
を
親
族
に
及
ぼ
し
、
親
族

は
賠
償
の
負
担
に
耐
え
ざ
る
べ
き
を
以
て
、
後
に
至
り
て
は
、
往
々
此
の
如
き
兇
暴
の
徒
を、　除、　族
し
、

又
は
自
ら
親
族
を
脱
退
し
て
、そ
の
犯
行
に
対
す
る
賠
償
の
責
任
を
免
る
る
の
例
を
生
ず
る
こ
と
あ
賠
償
責
任
脱
退

る
に
至
る
も
の
と
す
。「
ブ
レ
ホ
ン
法
」
に
於
て
、
親
族
中
に
常
習
犯
罪
人
あ
る
と
き
は
除
族
式
を
行

い
、
之
を、　追、　放
し
て
、爾
後
其
者
の
行
為
に
対
す
る
貰
任
を
免
る
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
し
、「
サ
リ
除
族
追
放

カ
法
」（Lex

Salica.
T

it.
63.

）に
於
て
、
親
族
の
一
員
は、　公、　告
に
よ
り
て
他
の
親
族
の
犯
行
よ
り

生
ず
る
損
害
の
賠
償
に
対
す
る
一
切
の
責
任
を
免
る
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
る
が
如
き
こ
れ
な
り
。
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是
等
の
規
定
は
、
後
世
全
族
責
任
の
主
義
が
稍
々
衰
え
た
る
時
に
生
じ
た
る
も
の
に
し
て
、「
ブ
レ
ポ
公
告
に
依
る
脱
退

ン
法
」に
依
り
追
放
さ
れ
た
る
者
、「
サ
リ
カ
法
」に
よ
り
親
族
共
同
義
務
よ
り
脱
退
し
た
る
者
は
、爾

後
親
族
員
た
る
権
利
を
有
せ
ざ
る
は
勿
論
、
親
族
よ
り
保
護
を
受
く
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
と
せ
り
。

五
　
賠
償
の
品
種

物
を
以
て
損
害
を
償
う
の
習
俗
既
に
生
じ
た
る
後
と
雖
も
、
貸
幣
未
だ
行
わ
れ
ず
、
又
は
貨
幣
既

に
存
す
る
も
其
流
通
未
だ
善
か
ら
ざ
る
の
時
に
於
て
は
、賠
償
の
目
的
物
は
、
当
時
其
社
会
並
通
需
賠
償
の
品
種

要
品
に
し
て
交
換
の
媒
介
た
り
得
べ
き
も
の
な
ら
ざ
る
べ
ら
ず
。
就
中
牛
馬
の
如
き、　家、　畜
は
分
合
に

易
く、
交
換
に
便
な
る
を
以
て
、
最
も
普
通
な
る
賠
償
品
と
し
て
用
い
ら
れ
、
其
他
婦
女
、
小
児
、
奴
家
畜

隷
、
食
料
、
兵
器
、
猟
具
等
も
亦
往
々
賠
償
品
と
し
て
用
い
ら
る
る
こ
と
あ
り
。

欧
洲
の
古
代
に
於
て
は
、
賠
償
は
家
畜
を
以
て
す
る
を
最
も
通
常
な
る
方
法
と
せ
り
。
ド
ラ
コ
の

法
に
於
て
も
、賠
贖
の
額
は、　家、　畜
を
以
て
計
算
し
た
り
と
云
い（Pollx.

O
nom

asticon,IX
.61.

）ゼ
ド
ラ
コ
の
法

ル
マ
ン
人は
、
殺
人
を
始
め
一
切
の
犯
罪
は、　牛
又
は、　馬
を
以
て
賠
償
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
せ
り
。
ゼ
ル
マ
ン
人

（Taccitus,G
erm

anicus.
12.

）カ
ル
マ
ッ
ク（K

alm
uck

）の
ガ
ル
ダ
ン
汗（K

han
G

alan

）の
法
典に
ガ
ル
ダ
ン
汗
の
法

載
せ
た
る
賠
償
の
種
類
は、　家、　畜
を
以
て
最
も
通
当
な
る
も
の
と
し
、
上
級
民
は
甲
冑
、
兵
器
等
を
以

て
す
べ
き
も
の
と
す
る
も
、
犯
罪
の
種
類
に
依
り
て
は
己
の
子
女
を
以
て
之
を
贖
わ
ざ
る
べ
か
ら
ざ

る
も
の
と
せ
り
。
ダ
マ
ラ
ス
族（D

am
aras

）は、　牛
二
頭
を
以
て
一
人
の
生
命
に
当
る
も
の
と
し
、之
を
ダ
マ
ラ
ス
族

賠
償
と
し
て
復
讐
に
代
う
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
。（Sustherland,T

he
origin

and
G

row
th

of
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M

oralInstinct,II.p.
163.

）オ
ス
セ
ッ
ト人
は
殺
人
に
対
す
る
血
償
は
子
女
を
以
て
す
べ
き
も
の
と
オ
ス
セ
ッ
ト

し
、
若
し、　家、　畜
を
以
て
之
に
代
え
ん
と
す
と
き
は
、
一
男
児
は
牝
牛
三
十
六
頭
に
当
り
、
一
女
児
は

十
八
頭
よ
り
三
十
頭
に
当
る
も
の
と
せ
り
。（Post,D

ie
A

nfüge
des

Staats-nd
R

echislebens.
v.

）

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
古
法は
頗
る
之
に
似
た
る
も
の
あ
り
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
於
て
は
、
当
時
未
だ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
古

法

貨
幣
無
か
り
し
を
以
て
、「
セ
ン
カ
ス
・
モ
ー
ル
法
典
」（Senchus

M
or

）
及
び
「
ブ
ッ
ク
・
オ
ブ
・

ア
イ
キ
ル
法
典
」（T

he

　B
ook

ofA
icill

）は
、
賠
償
額
に
関
し
詳
密
な
る
規
定
を
載
す
る
も
、
其

量
定
は
貨
幣
を
以
て
せ
ず
し
て
、カ
ム
バ
ー
ル（cum

bal

）を
以
て
貨
幣
の
標
準
と
せ
り
。「
カ
ム
バ
ー
カ
ム
バ
ー
ル

ル
」
の
原
意
は、　女、　奴、　隷
の
義
に
し
て
、
後
転
じ
て、　牛、　価
の
義
と
な
り
、
一
カ
ム
バ
ー
ル
の
等
価
を
牛

三
頭
と
せ
り
。
故
に
、
後
に
至
り
て
は,

賠
償
は
カ
ム
バ
ー
ル
の
原
意
な
る
婦
女
を
以
て
せ
ず
、
又
必

ず
し
も
、
其
等
価
に
当
る
牛
を
以
て
せ
ず
、
只、　牛、　三、　頭、　の、　価、　格
を
単
位
と
し
て
評
価
し
た
る
他
の
物

を
以
て
之
に
充
つ
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
る
に
至
れ
り
。
例
え
ば
、「
セ
ン
カ
ス
・
モ
ー
ル
」
の
序

文
中
に
掲
げ
た
る
賠
償
の
一
事
例
に
、「
金
七
カ
ム
バ
ー
ル
、
銀
七
カ
ム
バ
ー
ル
及
土
地
七
カ
ム
バ
ー

ル
」
を
償
わ
し
め
た
る
事
を
記
せ
り
。
此
場
合
に
於
て
、
賠
償
額
は
、
七
カ
ム
バ
ー
ル
に
相
当
す
る

牛
二
十
一
頭
に
代
う
べ
き
金
、
銀
及
び
土
地
を
指
す
も
の
な
る
を
以
て
、
此
記
事
は
、
始
め
婦
女
を

提
供
し
て
償
い
た
る
も
、
後
に
は
家
畜
を
以
て
之
に
代
え
、
竟
に
金
銀
又
は
土
地
等
を
以
て
之
に
充

つ
る
に
至
り
た
る
沿
革
を
表
示
す
る
も
の
と
云
う
こ
と
を
得
べ
し
。

家
畜
を
以
て
最
も
普
通
な
る
賠
償
品
と
す
る
は
、
牛
馬
は
普
通
の
需
要
品
に
し
て
且
つ
一
頭
を
単

位
と
し
て
積
算
す
る
こ
と
を
得
べ
き
の
み
な
ら
ず
、
容
易
く
他
物
と
交
換
し
得
べ
き
を
以
て
、
交
換
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媒
介
物
と
し
て
も
、広
く
行
わ
れ
、
何
人
も
之
を
受
く
る
こ
と
を
拒
ま
ざ
る
が
為
な
り
。
家
畜
は
実
交
換
媒
介
物

物
交
換
よ
り
貨
幣
を
公
定
対
価
と
す
る
売
買
に
進
む
の
過
渡
期
に
在
り
て
、
貨
幣
の
先
駆
を
為
す
も

の
な
り
。

家
畜
は
貨
幣
の
先
駆

欧
洲
の
古
代
に
於
て
は
、一
般
に
家
畜
を
以
て
賠
償
品
と
な
し
た
る
は
前
に
述
べ
た
る
が
如
し
。
故

に
貨
幣
あ
る
の
初
に
於
て
は
、
貨
幣
の
交
換
価
格
は
家
畜
に
依
り
て
定
ま
る
も
の
多
し
と
す
。
例
え

ば
、
リ
プ
ア
リ
ヤ（R

ipuaria

）に
於
て
は
、
貨
幣
行
わ
る
る
に
至
り
、
之
を
以
て
賠
償
品
と
し
て
家

畜
に
代
え
、
家
畜
は
代
償
品
と
し
て
之
を
用
う
る
を
得
る
も
の
と
し
、
牝
牛
一
頭
は
一
シ
ル
リ
ン
グ

に
当
り
、
牡
牛
一
頭
は
二
シ
ル
リ
ン
グ
に
当
る
も
の
と
し
、
之
に
依
り
て
従
来
家
畜
を
以
て
計
算
せ

る
賠
償
額
に
換
算
せ
り
。（Lindenbrog.

Law
.

36.

）
け
だ蓋

し
当
時
貨
幣
の
流
通
尚
お
未
だ
甚
だ
多
か
ら
リ
プ
ア
リ
ヤ
に
於
け

る
賠
償
額
計
算

ざ
る
の
時
に
於
て
、

か
く斯

の
如
き
換
算
法
を
設
け
、
家
畜
を
以
て
其
全
部
に
代
え
、
又
は
其
一
部
を
補

充
す
る
こ
と
を
許
す
に
非
ざ
れ
ば
、
往
々
賠
償
の
実
行
を
為
し
難
き
場
合
を
生
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き

を
以
て
な
り
。

イ
ロ
ー
ク
ォ
イ
人
、
其
他
西
印
度
諸
島
に
於
て
、
交
換
学
介
物
と
し
て
殺
人
の
場
合
に
於
て
も
賠

償
品
と
す
る
ワ
ム
プ
ー
ム（w

am
pum

）と
称
す
る
貝
殻
珠
の
如
き
も
亦

し
か然

り
。（M

organ,Leegue
of

ワ
ム
プ
ー
ム

the
Iroquois,p.

331.

）其
他
、貝
殻
、鼈
甲
、宝
石
等
の
如
き
も
の
を
以
て
交
換
媒
介
物
と
し
、次
で

貨
幣
あ
る
に
及
ん
で
は
、
賠
償
を
以
て
復
讐
に
代
う
る
の
慣
習
は
一
層
速
か
に
発
達
す
る
に
至
れ
り
。

賠
償
物
の
品
種
に
付
て
は
、
為
害
者
の
提
供
す
る
も
の
は
必
ず
し
も
被
害
者
の
欲
望
す
る
も
の
に

非
ざ
る
を
以
て
、之
が
為
め
に
和
議
破
れ
て
流
血
の
惨
を
観
、或
は
争
議
を
生
じ
て
他
人
の
調
停
を
要
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す
る
に
至
る
こ
と
稀
な
り
と
せ
ず
。
然
れ
ど
も
、
貨
幣の
如
き
普
汎
的
交
換
媒
介
物
あ
る
に
至
れ
ば
、
貨
幣

為
害
者
の
提
供
す
る
賠
償
物
は
、
之
を
以
て
被
害
者
の
欲
望
す
る
何
物
に
も
換
う
る
こ
と
を
得
べ
き

を
以
て
、
物
慾
の
為
め
に
臣
子
の
義
務
を
売
る
を
陋
な
り
と
す
る
民
族
を
除
く
の
外
、、　貨、　幣、　流、　通、　の

、　普、　及、　す、　る、　と、　と、　も、　に、　復、　讐、　の、　習、　俗、　は、　速、　に、　衰、　滅、　に、　向、　う、　に、　至、　る、　も、　の、　と、　す
。之
を
要
す
る
に
、
至
便
貨
幣
の
流
通
と
復
讐

衰
退
の
傾
向

な
る
交
換
学
介
物
の
行
わ
る
る
に
随
っ
て
、
被
害
者
が
損
害
の
賠
償
と
し
て
之
を
受
く
る
の
意
向
を

強
め
、
其
結
果
、
賠
償
を
以
て
復
讐
の
実
行
に
代
う
る
の
習
俗
は
倍
々
盛
ん
な
る
に
至
る
も
の
な
る

を
以
て
、、　交、　換、　媒、　介、　物、　の、　発、　達、　は、　、、　復、　讐、　俗、　の、　衰、　退、　を、　来
す
も
の
と
い
わ
ざ
る
可
ら
ず
。

六
　
賠
償
の
額
量

賠
償
額
量
の
進
化
も
亦
明
ら
か
に
個
体
力
の
社
会
力
に
転
化
す
る
径
路
を
示
す
も
の
な
り
。
賠
償

を
以
て
復
讐
に
代
う
る
事
あ
る
に
至
る
も
、其
始
に
於
て
は
、其
額
量
は
一
事
件
毎
に
当
事
者
の
協
議

に
よ
り
て
定
ま
り
、
素
よ
り
豫
定
の
額
量
あ
る
こ
と
な
し
。
当
事
者
の
協
議
調
わ
ざ
る
場
合
に
於
て
、

其
裁
定
を
第
三
者
に
乞
い
、又
は
第
三
者
が
進
ん
で
居
中
調
停
す
る
事
あ
る
に
及
ん
で
は
、漸
く

◦
◦

先
例

に
よ
り、　類、　似、　の、　場、　合、　に、　於、　け、　る、　賠、　償、　額、　は、　先、　後、　略、　類、　似、　す、　る、　に、　至、　る
を
以
て
、
賠
償
に

◦
◦

◦

豫
定
額
あ
る
賠
償
の
予
定
額

の
端
緒
を
啓
き
、先
例
に
依
る
こ
と
久
し
き
に
亙
る
と
き
は
、竟
に
一
定
の
慣
習
的
賠
償
額
あ
る
に
至

る
も
の
と
す
。
国
家
の
組
織
略
ぼ
成
る
に
及
ん
で
は
、
或
は
臨
時
若
く
は
常
設
の
裁
判
機
関
あ
り
て
、

一
事
件
毎
に
賠
償
額
を
決
定
せ
し
め
、
又
は
法
律
を
以
て
殺
傷
其
他
の
犯
行
に
対
す
る
賠
償
の
額
を

定
む
る
事
あ
り
。、　随、　意、　協、　定、　額、　は、　二、　個、　の、　心、　理、　的、　個、　体、　力、　の、　合、　致
に
依
り
定
ま
る
も
の
な
り
。、　仲、　裁
仲
裁
に
依
る
予
定
額
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、　に、　依、　る、　裁、　定、　額、　は、　社、　会、　力、　の、　一、　部、　を、　代、　表、　す、　る、　者、　の、　力、　と、　連、　合、　せ、　る、　個、　体、　力、　と、　の、　合、　致
に
依
り
て
定

ま
る
も
の
な
り
。
故
に
此
場
合
に
於
て
は
、
社
会
力
の
一
部
が
個
体
力
に
加
わ
り
、
而
も
個
体
力
を

制
す
る
に
至
り
し
な
り
。
仲
裁
者
が
先
例
に
依
り
て
量
定
す
る
裁
定
額
は
、、　其、　先、　蹤、　の、　範、　例、　に、　干、　与

、　せ、　る、　仲、　裁、　者、　及、　び、　当、　事、　者、　の、　全、　部、　の、　力、　の、　合、　致
に
依
り
て
定
ま
る
も
の
な
り
。
故
に
、
此
場
合
に
於

て
は
、
仲
裁
者
の
裁
定
は
、
先
例
の
場
合
を
も
併
せ
た
る
社
会
力
と
個
体
力
と
の
聯
合
の
発
現
な
り

と
い
う
こ
と
を
得
べ
し
。
法
律
が
定
め
た
る
賠
償
額
は
社
会
力
の
発
現
に
し
て
、
之
に
依
り
て
、
個

体
力
を
統
制
す
る
も
の
な
り
。

法
律
の
定
め
た
る
賠

償
額
は
社
会
力
の
発

現

、　賠、　償、　に、　豫、　定、　額、　あ、　る、　は、　仲、　裁、　者、　が、　先、　例、　に、　拠、　り、　て、　裁、　決、　を、　為、　す、　に、　因、　り、　て、　始、　ま、　る、　を、　常、　と、　す
。
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の「
ブ
レ
ホ
ン
法
」に
依
れ
ば
、凡
そ
犯
行
に
対
す
る、　賠、　償、　額、　は
、、　為、　害、　者
、、　被、　害、　者、　の
ブ
レ
ボ
ン

、　身、　分、　及、　び、　犯、　行、　の、　性、　質、　に、　依、　り、　て、　定、　ま、　る
も
の
と
す
る
こ
と
、
例
え
ば
首
長
、
僧
侶
、
詩
人
等
の
身

位
に
依
り
て
多
寡
の
差
あ
り
、
謀
殺
、
過
失
殺
に
依
り
て
軽
重
の
別
あ
る
が
如
し
。
又
各
人
の
生
命

の
価
即
ち
殺
人
に
対
す
る
賠
償
額
を、　名、　誉、　の、　価、　格（enachlan,honor-price.

）と
称
し
、
其
量
定
は
財
名
誉
の
価
値

産
状
態
、
親
族
状
態
、
職
業
に
依
り
て
定
ま
る
も
の
に
し
て
、
各
人
は
其
中
敦
れ
か
の
一
に
依
り
て

量
定
せ
ら
る
べ
き
か
を
択
む
こ
と
を
得
る
も
の
と
せ
り
。
此
名
誉
価
格
の
量
定
、
其
他
各
遺
族
が
遺

産
の
相
続
分
の
割
合
に
応
じ
て
受
く
べ
き
賠
償
分
配
額
の
量
定
等
、
頗
る
煩
雑
な
る
に
至
れ
る
を
以

て
、
其
裁
定
を
国
王
又
は
首
長
の
顧
問
と
し
て
先
例
を
譜
記
誦
諦
す
る
詩
人
に
乞
う
に
至
り
し
な
り
。

「
ブ
レ
ホ
ン
法
」
の
法
典
は
、
是
等
の
詩
人
の
編
纂
し
た
る
も
の
に
し
て
、
賠
償
金
量
定
に
関
す
る
規

定
が
其
大
部
分
を
占
む
る
は
、
前
に
述
べ
た
る
が
如
し
。
故
に
「
セ
ン
カ
ス
、
モ
ー
ル
」、「
ブ
ッ
ク
・
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オ
ブ
・
ア
イ
キ
ル
」
法
典
等
は
、
或
意
味
に
於
て
は、　賠、　償、　に、　関、　す、　る、　先、　例、　集
と
も
云
う
こ
と
を
得
べ

きな
り
。

賠
償
に
関
す
る
先
例

集賠
償
額
の
量
定
と
先

例

賠
償
額
の
量
定
に
つ
い
て
は
、、　先、　例
は
至
大
な
る
勢
力
を
有
す
る
も
の
な
り
。
賠
償
額
の
量
定
は

個
々
の
事
情
に
依
り
て
決
す
べ
き
も
の
な
る
は
言
を
俟
た
ず
と
雖
も
、
半
開
似
下
の
社
会
に
於
て
は
、

人
事
の
関
係
未
だ
複
雑
な
ら
ざ
る
を
以
て
、
随
っ
て
仲
裁
の
目
的
た
る
事
項
も
前
後
相
類
似
す
る
も

の
多
き
に
居
る
も
の
と
す
。
故
に
当
事
者
が
賠
償
額
を
議
す
る
に
当
り
て
も
、
類
似
の
事
件
に
付
き

曾
て
他
人
の
払
い
た
る
賠
償
の
額
は
、
協
商
の
基
礎
と
な
る
こ
と
尠
し
と
せ
ず
。
長
老
等
が
仲
裁
を

為
す
と
き
に
於
て
も
亦

し
か然

り
。
茲
に
於
て
前
例
後
蹤
相
踵
ぎ
て
竟
に
一
定
の
慣
例
を
生
ず
る
に
至
る

も
の
と
す
。

賠
償
の
定
額
は
為
害
者
の

◦
◦

行
為
を
標
準
と
す
る
も
の
あ
り
、被
害
者
の

◦
◦

身
位
を
標
準
と
す
る
も
の
賠
償
額
量
定
の
標
準

あ
り
、
又
時
と
し
て
は
、

◦
◦

性
別
、

◦
◦

民
種
、

◦
◦

年
齢
等
に
依
り
て
定
ま
る
も
の
あ
り
。行
為
を
標
準
と
し
一
、
行
為

て
賠
償
の
額
を
定
め
た
る
は
、
前
記
ダ
マ
ラ
ス
人
が
殺
人
の
賠
償
を
牛
二
頭
と
し
、
ダ
イ
ヤ
ッ
ク
人

が
殺
人
賠
償
額
を
約
英
貨
八
ポ
ン
ド
に
当
る
も
の
と
し
た
る
が
如
き
場
合
な
り
。「
リ
プ
ア
リ
ヤ
人
民
種

法
」（Loges
R

ipuarium

）が
人
種
に
よ
り
て
殺
人
賠
償
の
価
額
を
定
め
、
フ
ラ
ン
ク
人
は
二
百
シ
ル

リ
ン
グ
、
ブ
ル
グ
ン
デ
ィ
ヤ
人
は
百
六
十
シ
ル
リ
ン
グ
、
ロ
ー
マ
人
は
百
シ
ル
リ
ン
グ
と
し
た
る
が

如
き
は
、
民
種
を
標
準
と
せ
る
豫
定
賠
償
額
な
り
。（Law

Lindenbrog.

）

キ
ル
ギ
ー
ツ（K

irghiz

）の
テ
ィ
ア
ウ
カ
汗（K

han
T

iauka
）の
法
律
に
、男
を
殺
し
た
る
者
の
賠
性
別

償
を
羊
一
千
頭
と
し
、
女
を
殺
し
た
る
者
の
賠
償
を
羊
五
百
頭
と
し
、
ロ
シ
ヤ
の
「
ヤ
ロ
ス
ラ
ブ
」
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（Jaroslav

）の
法
も
、
女
の
身
位
金
を
男
の
半
額
と
せ
り
。
其
他
、
女
に
対
す
る
殺
傷
の
賠
償
額
は
男

に
対
す
る
賠
償
額
に
比
し
て
著
し
く
少
額
な
る
を
常
と
す
。

四
、
年
齢

年
齢
に
依
り
て
賠
償
定
額
に
差
等
を
設
く
る
の
事
例
も
往
々
半
開
以
下
の
民
族
法
に
於
て
観
る
所

な
り
。「
ヴ
ィ
シ
ゴ
ー
ト
」
の
法
の
如
き
は其
最
も
詳
密
な
る
も
の
の
一
な
り
。
例
え
ば
、
一
歳
の
男
ヴ
ィ
シ
ゴ
ー
ト

児
の
身
位
金
は
六
十
ソ
ル
デ
ィ（Sldi

）、女
児
は
三
十
ソ
ル
デ
ィ
、四
歳
乃
至
六
歳
の
男
児
は
八
十
ソ

ル
デ
ィ
、女
児
は
四
十
ソ
ル
デ
ィ
、十
歳
の
男
児
は
一
百
ソ
ル
デ
ィ
、女
児
は
五
十
ソ
ル
デ
ィ
と
い
う

が
如
く
、年
齢
に
依
り
て
逓
加
し
、か
つ
女
の
身
位
金
は
男
の
半
額
な
り
と
す
。
然
る
に
、女
は
十
五

歳
に
達
す
る
や
、俄
に
其
価
を
増
し
、男
は
十
五
歳
百
五
十
ソ
ル
デ
ィ
な
る
も
、女
は
十
五
歳
よ
り
四

十
歳
に
至
る
ま
で
二
百
五
十
ソ
ル
デ
ィ
と
し
、四
十
歳
以
後
は
逓
減
し
て
、四
十
歳
よ
り
六
十
歳
に
至

る
ま
で
を
二
百
ソ
ル
デ
ィ
と
し
、
六
十
歳
以
後
は
ま
た
価
を
減
じ
て
百
ソ
ル
デ
ィ
と
す
。
男
は
十
歳

よ
り
十
九
歳
に
至
る
ま
で
は
、一
歳
毎
に
十
ソ
ル
デ
ィ
を
逓
加
し
、二
十
歳
に
至
り
て
俄
に
其
価
を
増

し
て
、
二
十
歳
よ
り
五
十
歳
に
至
る
ま
で
を
三
百
ソ
ル
デ
ィ
と
し
、
五
十
歳
以
後
は
逓
減
し
て
五
十

歳
以
後
六
十
五
歳
に
至
る
ま
で
を
二
百
ソ
ル
デ
ィ
と
し
、
六
十
五
歳
以
後
を
百
ソ
ル
デ
ィ
と
す
。
フ

ラ
ン
ク
人
の
身
位
金
も
、
少
女
及
び
懐
妊
能
力
を
失
い
た
る
女
の
身
位
金
は
二
百
ソ
リ
デ
ィ（solidi

）

な
る
も
、
懐
妊
能
力
を
有
す
る
女
の
身
位
金
は
、
其
三
倍
即
ち
六
百
ソ
リ
デ
ィ
、
現
に
懐
妊
せ
る
女

の
身
位
金
は
其
額
最
も
多
く
し
て
七
百
ソ
リ
デ
ィ
と
す
。（O

rim
m

,D
eutsche

R
echtsalterthöm

er.

S.405.
ff.

）是
を
以
て
観
れ
ば
、
男
の
成
熟
期
、
衰
老
期
共
に
女
に
後
る
る
こ
と
五
年
と
す
る
も
の

の
如
く
、
戦
闘
能
力
あ
る
男
及
び
懐
妊
能
力
あ
る
女
の
喪
失
は
、
特
に
其
種
族
の
盛
衰
に
直
接
の
影
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響
を
及
ぼ
す
も
の
あ
る
を
以
て
、
其
身
位
金
も
其
能
力
の
存
在
中
は
特
に
高
額
な
る
も
の
と
す
る
が

如
し
。

バ
ス
チ
ヤ
ン
の『
世
界
民
族
法
律
関
係
論
』中
に
記
す
所
に
依
れ
ば
、暹
羅
に
於
て
は
、往
時
殺
人

の
場
合
に
於
け
る
贈
金
率
を
年
齢
に
従
い
て
最
も
詳
密
に
規
定
し
た
る
も
の
の
如
し
。例
え
ば
、
一
シ
ャ
ム
の
贈
金
率

个
月
乃
至
三
个
月
の
男
児
を
殺
す
者
は
六
テ
ィ
カ
ル（T

ical

）、
女
児
を
殺
す
者
は
四
テ
ィ
カ
ル
、
四

个
月
乃
至
六
ヵ
月
の
男
児
は
八
テ
ィ
カ
ル
、
女
児
は
六
テ
ィ
カ
ル
に
し
て
、
爾
後
男
女
共
に
二
个
月

毎
に
二
テ
ィ
カ
ル
を
逓
加
し
、
一
歳
乃
至
二
歳
は
男
十
六
テ
ィ
カ
ル
、
女
十
二
テ
ィ
カ
ル
、
三
歳
乃

至
四
歳
は
男
二
十
テ
ィ
カ
ル
、
女
十
六
テ
ィ
カ
ル
、
爾
後
此
比
例
を
以
て
逓
進
し
、
十
六
歳
乃
至
二

十
歳
よ
り
ま
た
比
例
を
変
じ
て
男
四
十
八
テ
ィ
カ
ル
、
女
四
十
テ
ィ
カ
ル
と
し
、
男
は
二
十
六
歳
乃

至
四
十
歳
の
五
十
六
テ
ィ
カ
ル
を
最
高
額
と
し
、
四
十
一
歳
以
後
は
逓
減
し
て
四
十
一
歳
乃
至
五
十

歳
を
四
十
八
テ
ィ
カ
ル
と
し
、
九
十
一
歳
乃
至
百
歳
の
四
テ
ィ
カ
ル
を
以
て
終
る
も
の
と
す
。
女
は

二
十
一
歳
よ
り
三
十
歳
迄
の
贖
罪
金
額
最
も
多
く
し
て
四
十
八
テ
ィ
カ
ル
と
し
、
三
十
一
歳
よ
り
逓

減
を
始
め
、
三
十
一
歳
乃
至
三
十
五
歳
を
四
十
四
テ
ィ
カ
ル
と
し
、
漸
次
逓
減
し
て
九
十
一
歳
乃
至

百
歳
の
三
テ
ィ
カ
ル
に
至
り
て
止
む
も
の
と
す
。（B

astian,rechtsverältnisse
beiverschiedenen

Volkerner
Erde.

1872.
S.249.

）

七
　
賠
償
の
分
化

殺
人
に
対
す
る
贖
害
品
又
は
贖
害
金
は
、
其
始
に
於
て
は
、
被
害
者
の
族
人
全
体
に
払
う
も
の
な
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る
と
、
又
は
近
親
に
払
う
も
の
な
る
と
を
問
わ
ず
、
皆
之
に
依
り
て
被
害
者
の
族
人
又
は
親
戚
の
憤

怒
怨
恨
を
釈
き
、
之
を
以
て
復
讐
に
代
う
る
も
の
な
る
を
以
て
、
人
民
相
互
間
に
於
け
る
賠
償
を
目

的
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
ざ
り
し
な
り
。
然
れ
ど
も
、
一
た
び
其
賠
償
に
関
し
て
長
老
其
他
社
会
の

有
力
者
の
如
き
第
三
者
の
仲
裁
あ
る
に
及
ん
で
は
、
賠
償
の
関
係
は
被
害
者
為
害
者
間
の、　私、　的、　相、　互

、　関、　係、　た、　る、　に、　止、　ま、　ら、　ず、　し、　て
、、　社、　会、　の、　公、　力、　の、　一、　部、　を、　代、　表、　す、　る、　者、　が
、
其
賠
償
関
係
に
干
与
す
る

に
至
る
も
の
と
す
。
是
れ、　公、　権、　力、　の、　私、　的、　関、　係、　に、　加、　わ、　る、　端、　緒
に
し
て
、
当
事
者
が
仲
裁
者
の
労
に

む
く酬

い
ん
が
為
め
に
賠
償
金
の
一
部
を
与
う
る
の
慣
例
を
生
ず
る
事
あ
る
に
至
る
。後
社
会
の
組
織
漸
賠
償
金
の
一
部
を
仲

裁
者
に
与
う

く
整
備
す
る
に
及
ん
で
は
、
殺
傷
、
姦
盗
等
の
犯
行
の
影
響
は
、
独
り
其
直
接
の
受
害
者
た
る
個
人

の
み
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
社
会
の
安
寧
秩
序
を
紊
乱
し
、
団
体
の
凝
聚
力
を
弛
む
る
も
の
な
る
を
覚

る
に
至
る
を
以
て
、
公
権
力
の
機
関
た
る
首
長
は
、
是
等
の
犯
行
は
個
人
に
対
す
る
私
犯
た
る
に
止

ま
ら
ず
し
て
、、　首、　長、　又、　は、　社、　会、　の、　治、　安、　に、　対、　す、　る、　公、　犯、　な、　り、　と、　し
、当
時
者
相
互
間
の
賠
償
金
以
外
治
安
金
を
首
長
に
提

供
せ
し
む

に
首
長
に

◦
◦

◦

治
安
金
の
如
き
贖
罪
金
を
払
わ
し
む
る
に
至
る
。

茲
に
於
て、　贖、　害、　金、　に、　公、　私、　の、　別、　を、　生、　じ
、、　私、　人、　に、　対、　し、　て、　損、　害、　を、　償、　う、　べ、　き、　も、　の、　と
、、　公、　人、　に、　対

、　し、　て、　権、　力、　の、　干、　犯、　を、　贖、　う、　べ、　き、　も、　の、　と、　駢、　び、　存、　す、　る、　に、　至、　る
。而
し
て
、
公
人
に
対
す
る
治
安
金
の
公
共
の
贖
害
金

如
き
は
、
其
始
め
に
於
て
は
未
だ
治
安
の
侵
害
に
対
す
る
補
償
に
し
て
、
其
性
質
は
賠
償
金
な
り
と

の
観
念
存
し
た
る
も
、
之
と
同
時
に
、
其
行
為
は
「
国
王
の
治
安
の
侵
犯
」（breach

ofthe
K

ing’s

peace

）の
場
合
に
於
け
る
如
く
、
首
長
の
公
権
力
に
対
す
る
冒
涜
に
し
て
、
又
社
会
の
公
安
を
紊
乱

す
る
行
為
な
り
と
す
る
に
至
り
、公
権
力
の
発
達
す
る
に
随
っ
て、　損、　害、　の、　賠、　償、　金、　た、　る、　性、　質、　を、　喪、　い
賠
償
金
は
懲
罰
金
と

な
る
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、　て、　犯、　罪、　の、　懲、　罰、　金、　た、　る、　性、　質、　を、　有、　す、　る、　に、　至、　る、　も、　の、　と、　す
。

贈
害
金
に
関
す
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
慣
習
法
は
、、　賠、　償、　金、　の、　分、　化、　し、　て、　植、　栽、　金、　を、　生、　じ
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ

ン
人
の
慣
習
法

、　た、　る、　形、　跡、　を、　示、　す
も
の
な
り
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
贖
害
金
に、　三、　種
あ
り
。
其
一
は
ウ
ェ
ー
ル

（w
er

）と
称
す
る
も
の
」其
二
は
ボ
ー
ト（bot

）と
称
す
る
も
の
、其
三
は
ウ
ィ
テ（w

ite

）と
称
す
る
も

の
是
れ
な
り
。ウ
ェ
ー
ル
は

◦
◦

◦

身
位
金
即
ち
身
分
に
依
り
て
定
め
ら
れ
た
る
各
人
の
価
格
に
し
て
、殺
害
ウ
ェ
ー
ル

の
場
合
に
於
て
殺
害
者
よ
り

◦
◦

◦
◦

◦

被
害
者
の
親

◦族
に
払
う
べ
き
も
の
な
り
。ボ
ー
ト
は、　賠、　償、　金
に
し
て
、盗
ボ
ー
ト

罪
、侮
辱
罪
、其
他
財
産
上
の
損
害
に
伴
わ
ざ
る
傷
害
罪
の
賠
償
と
し
て
払
う
べ
き
も
の
な
り
。ウ
ィ
ウ
ィ
テ

テ
は、　治、　安、　金
に
し
て
、治
安
を
害
し
た
る、　過、　料
と
し
て

◦
◦

国
王
に
払
う
べ
き
も
の
な
り
。（C

herry,T
he

G
R

ow
th

ofC
rim

inalLaw
.

p.
83.

）前
挙
三
者
は
、
其
始
に
於
て
は
、
斉
し
く
個
人
に
対
す
る
賠
償

金
な
り
し
も
、
ウ
ェ
ー
ル
及
び
ボ
ー
ト
は、　私、　人
に
対
す
る
も
の
に
し
て
、
ウ
ィ
テ
は、　公、　人
に
対
す
る

も
の
な
る
の
別
あ
り
た
る
が
為
め
に
、
後
者
は
公
権
を
以
て
之
れ
を
強
要
す
る
に
至
り
、
且
つ
「
国

王
の
治
安
」（K

ing’s
peace

）な
る
も
の
は
、
其
始
に
於
て
は
、
王
の
身
体
の
不
可
侵
を
保
障
す
る
為
国
王
の
治
安

め
に
、
王
の
身
辺
を
環
る
一
定
の
区
域
内
に
於
て
治
平
を
保
持
す
る
の
義
な
り
し
も
、
後
ち
王
の
権

力
の
増
大
す
る
に
随
っ
て
、其
圏
域
を
拡
張
し
、
竟
に
王
の
権
力
は
全
王
国
に
及
ぶ
も
の
と
す
る
に
治
安
圏

至
り
、「
国
王
の
治
安
」
の
範
囲
も
全
王
国
に
及
ぶ
も
の
と
す
る
に
至
れ
り
。（
拙
著
『
タ
ブ
ー
と
法
律
』

法
律
進
化
論

第
三
冊
収
載
参
照
）国
王
の
一
身
に
関
す
る
治
安
圏
の
拡
張
す
る
に
随
っ
て
、
其
圏
内
に
於
け
る
治
安

侵
害
の
行
為
と
国
王
の
一
身
の
安
全
と
は
直
接
の
関
係
無
き
も
の
多
き
に
居
る
を
以
て
、
殺
傷
闘
争

等
の
治
安
侵
害
行
為
は
、
国
王
の
一
身
に
対
す
る
侵
犯
に
非
ず
し
て
、
公
衆
一
般
の
治
安
を
紊
乱
す
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る
も
の
な
り
と
の
観
念
を
生
じ
、
竟
に
国
王
の
治
安
が
国
境
と
其
圏
域
を
同
じ
ゅ
う
す
る
に
至
り
て

は
、「、　国、　王、　の、　治、　安
」
と
「、　国、　家、　の、　治、　安
」
と
は
一
致
す
る
も
の
な
り
と
す
る
に
至
れ
り
。「
国
王
の
国
王
の
治
安
と
国
家

の
治
安
と
一
致
す

治
安
」
は
即
ち
「
国
家
の
治
安
」
な
り
と
の
観
念
を
生
ず
る
に
至
れ
ば
、
治
安
金
は
国
王
一
身
上
の

私
益
を
害
す
る
行
為
に
対
す
る
賠
償
に
非
ず
し
て
、
国
家
の
公
益
を
害
す
る
行
為
に
対
す
る
贖
罪
金

な
り
と
看
做
さ
る
る
に
至
る
。
茲
に
於
て
、、　殺、　人、　に、　対、　し、　て、　払、　う、　べ、　き、　賠、　償、　金、　の、　中、　に、　公、　益、　に、　関、　す

、　る、　も、　の、　と、　私、　益、　に、　関、　す、　る、　も、　の、　と、　の、　区、　別、　を、　生、　じ
、公
益
は
私
益
に
先
ん
ず
べ
き
も
の
な
り
と
す
る
治
安
圏

が
為
め
に
、
治
安
紊
乱
に
対
す
る
刑
罰
を
先
に
し
、
復
讐
に
代
わ
る
賠
償
を
後
に
す
る
に
至
れ
り
。

―――
―――
―――
―――
―――

賠
償
金
は
素
と
被
害
者
が
復
讐
の
権
を
抛
棄
す
る
報
酬
と
し
て
払
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
其
始
に

於
て
は
、之
を
受
く
る
と
受
け
ざ
る
と
は
全
く
被
害
者
の
随
意
で
あ
っ
た
の
は
勿
論
の
事
で
あ
る
。被
賠
償
は
任
意
の
代
償

な
り

殺
者
の
遺
族
が
深
き
恨
を
含
み
、
是
非
と
も
仇
人
を
殺
し
て
死
者
の
怨
魂
を
慰
め
ん
と
す
る
が
如
き

場
合
に
於
て
は
、
賠
償
金
を
拒
斥
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
一
旦
賠
償
金
を
受
く
る
こ
と
を
受
諾

し
た
場
合
で
も
、
仇
人
が
之
を
払
わ
ぬ
為
め
に
、
復
讐
の
原
権
が
当
然
復
活
す
る
に
至
る
こ
と
も
あ

ろ
う
。
ま
た
仇
人
の
側
に
於
て
も
、
若
し
族
人
の
勢
力
強
大
に
し
て
、
而
も
相
手
方
の
要
求
が
過
大

な
る
と
き
は
、
提
議
を
撤
回
し
て
応
戦
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、、　其、　初、　期、　に、　於、　て、　は、　賠、　償

、　に、　付、　て、　強、　制、　の、　原、　素、　は、　存、　せ、　な、　か、　っ、　た、　の、　で、　あ、　る
。

然
れ
ど
も
、
賠
償
に
依
っ
て
族
戦
流
血
の
惨
を
免
れ
、
団
体
の
治
安
を
維
持
す
る
こ
と
を
得
る
の

利
は
、
蒙
昧
の
民
と
雖
も
速
か
に
覚
る
こ
と
を
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
賠
償
を
以
て
復
讐
に
代
う
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る
の
事
例
は
漸
く
多
き
を
加
え
、後
件
は
先
例
を
踏
襲
し
、類
例
相
累
っ
て
竟
に
慣
習
を
為
し
、慣
習

は、　義、　務、　観、　念
を
生
じ
、若
し
適
当
な
る
賠
償
の
提
供
あ
る
と
き
は
、
被
害
者
の
親
戚
及
び
族
人
は
之
先
例
慣
習
と
義
務
観

念
の
派
生

を
受
く
べ
き
も
の
と
し
、
仇
人
の
側
よ
り
適
当
な
る
賠
償
の
提
供
を
為
さ
ざ
り
し
と
き
に
限
り
、
復

讐
を
為
す
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
茲
に
於
て、　復、　讐、　は、　空、　し、　く、　其、　性、　質、　を、　変

、　じ
、、　従、　来、　は、　第、　一、　次、　制、　裁
で
あ
っ
た
の
が
、
賠
償
の
慣
習
が
発
達
す
る
に
随
い
て
漸
く
第
二
次
制
裁

た
る
に
至
り
、
傍
ら
賠
償
の
強
要
手
段
た
る
が
如
き
性
質
を
も
兼
ね
有
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

―――
―――
―――
―――
―――

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の
法
律
第
四
十
二
号
は
上
述
の
変
遷
を
示
す
の
適
例
で
あ
る
か
ら
、
茲
に
其
数

節
を
掲
げ
る
。

賠
償
要
求
を
前
提
條

件
と
す

前
　
文
　朕
は
茲
に
又
仇
人
が
家
に
在
る
こ
と
を
知
る
者
は
、◦

◦
◦

◦
◦

豫
め
之
に
対

◦
◦

◦
◦

◦

し
て
賠
償
を

◦
◦

◦
◦

◦

要
求
す
る
こ
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の

法
律

◦
◦

◦
◦

◦

と
な
く
し
て

◦
◦

◦
◦

◦

之
を
撃
つ
べ

◦
◦

◦
◦

◦
か
ら
ざ
る
旨

◦
◦

◦

を
命
ず
。

第
一
条
　
彼
に
若
し
実
力
あ
る
と
き
は
、
其
仇
人
を
包
囲
し
、
仇
人
が
戸
外
に
出
で
ざ
る
と
き
は
、

七
日
間
監
視
し
て
、
之
を
攻
撃
す
可
ら
ず
。
若
し
仇
人
が
兵
器
を
棄
て
て
降
を
乞
う
と
き

は
、
三
十
日
間
は
彼
に
害
を
加
え
ず
し
て
之
を
監
視
し
、
且
其
旨
を
彼
の
親
戚
、
朋
友
に

通
告
す
べ
し
。

第
四
条
　
若
し
報
復
者
不
意
に
仇
人
に
途
に
出
会
い
た
る
と
き
、（
中
略
）仇
人
武
器
を
棄
て
て
降

を
乞
う
と
き
は
、三
十
日
間
彼
を
監
禁
し
、其
旨
を
彼
の
親
戚
、友
人
に
通
知
す
べ
し
。
若

し
武
器
を
棄
て
て
降
る
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
時
は
、
彼
を
撃
つ
こ
と
を
得
。
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前
記
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
の
法
律
が
、
仇
人
が
兵
を
抛
っ
て
降
を
請
う
と
き
、
三
十
日
間
仇
人
を
監

守
し
て
、之
を
仇
人
の
親
戚
、友
人
に
通
知
す
べ
し
と
す
る
は
、其
間
は
復
讐
を
猶
豫
し
、仇
人
を
質

と
し
て
贖
罪
金
の
提
供
を
待
つ
も
の
で
あ
る
。
若
し
三
十
日
を
経
過
す
る
も
、
本
人
又
は
親
戚
、
友

人
よ
り
賠
償
を
為
さ
ざ
り
し
時
に
、
始
め
て
復
讐
権
を
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
賠
償
の
提
供
は
復

讐
の
停
止
条
件
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
は、　復、　讐、　俗、　の、　賠、　償、　俗、　に、　移、　る、　を、　一、　般、　現、　象、　な、　り、　と、　し
、仮
令
い
執
念
の
深
浅
と
物
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
の
説

欲
の
多
寡
と
に
依
り
て
賠
償
俗
に
移
る
の
難
易
は
有
る
も
、族
戦
時
代
に
は
族
人
の
助
力
あ
る
に
非
復
讐
俗
よ
り
賠
償
俗

に
移
る

ざ
れ
ば
復
讐
を
為
す
能
わ
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
族
人
は
被
害
者
の
遺
族
を
強
制
し
て
賠
償
に
よ

り
和
を
な
さ
し
む
む
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
况
ん
や
、
族
人
は
賠
償
の
分
配
に
預
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
戦
闘
の
危
険
を
冒
す
よ
り
は
、
寧
ろ
賠
償
に
依
り
て
和
を
為
す
こ
と
を
強
要
す
る
に
至
る
も

の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。（Sutherland,II.pp.162,164.

）

、　復、　讐、　俗、　よ、　り、　賠、　償、　俗、　に、　移、　る、　を、　制、　裁、　進、　化、　の
◦

◦

通
則、　と、　す、　る
は
素
よ
り
論
な
き
所
で
あ
る
が
、サ
ザ
ー

ラ
ン
ド
が
之
を
絶
対
の
一
般
現
象
と
し
、「
余
の
知
る
限
り
に
於
て
は
、
賠
償
を
受
け
て
族
戦
を
避

く
る
習
俗
の
多
少
存
せ
ざ
る
蛮
民
一
も
あ
る
こ
と
無
し
」
と
云
う
に
至
っ
て
は
、
些
し
く
広
き
に
失

す
る
の
嫌
が
あ
る
。文
化
の
発
展
が
較
々
急
速
で
あ
っ
て
、
一
方
に
於
て
は
復
讐
を
以
て
宗
教
上
の
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
の
説

に
対
す
る
批
評

義
務
と
す
る
の
信
念
又
は
道
徳
上
の
義
務
と
す
る
の
教
旨
広
く
行
わ
れ
、
他
方
に
於
て
は
之
と
同
時

に
宗
教
若
く
は
徳
教
に
依
り
て
制
慾
の
教
旨
行
わ
れ
、、　金、　銭、　財、　貨、　を、　以、　て、　節、　義、　を、　売、　る、　を、　恥、　と、　す、　る

、　に、　至、　る、　事、　が、　多、　い、　も、　の、　で、　あ、　る、　か、　ら
、
早
く
文
化
の
発
達
し
た
民
族
、
又
は
他
の
民
族
と
の
接
触
に
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因
っ
て
、
其
習
俗
に
急
劇
な
る
影
響
を
受
け
た
る
民
族
で
は
、復
讐
に
代
う
る
に
財
貨
を
以
て
す
る
賠
償
俗
を
生
ぜ
ざ
る

も
の
も
有
る

の
習
俗
を
生
ぜ
ざ
る
こ
と
も
少
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
支
那
は
、は
、
周
時
代
以
来
も
不
倶
戴
支
那

天
の
教
あ
り
、
復
讐
を
「
天
下
之
公
道
、
古
今
之
通
義
」
と
云
い
、
最
も
重
い
義
務
と
し
て
居
っ
た

か
ら
、
財
貨
を
以
て
之
を
売
る
が
如
き
事
は
無
か
っ
た
様
で
あ
る
。『
周
礼
』
調
人
の
部
に
、

凡
遇
而
　殺
二　
傷
　人
一　
者
、
　、　以
レ　、　民
　、　成
レ　、　之
、、　鳥、　獣、　亦
　、　如
レ　、　之(

。)

と
あ
り
。
過
っ
て
殺
傷
し
た
者
あ
る
と
き
は
、
郷
里
の
民
を
し
て
調
停
せ
し
め
、
若
し
和
解
成
ら
ざ

る
と
き
は
、
遠
隔
の
地
に
避
け
し
む
る
も
の
と
為
っ
て
居
っ
た
が
、
此
「
民
を
以
て
之
をた

い
ら成ぐ

」
る

に
は
財
物
又
は
金
銭
を
以
て
償
わ
し
め
た
る
事
あ
る
や
否
や
は
明
瞭
な
ら
ず
と
雖
も
、「
鳥
獣
亦
　如
レ　

之
」と
あ
り
て
、賈
公
彦
の
註
に
も
、過
っ
て
人
の
鷹
隼
牛
馬
の
類
を
殺
傷
し
た
る
時
、民
を
以
て
之

を
平
和
す
る
に
は
其、　価、　値、　を、　償、　わ、　し、　む
と
あ
る
を
以
て
、
或
は
人
の
過
誤
殺
傷
の
場
合
に
も
、
物
品
、

金
銭
を
以
て
和
解
し
た
る
も
の
な
る
や
も
計
ら
れ
ず
。
兎
に
角
、
他
の
諸
民
族
の
如
く
賠
償
を
以
て

復
讐
に
代
う
る
を、　定、　例
と
せ
し
事
は
無
か
り
し
も
の
の
如
く
、
刑
法
の
確
定
し
た
る
後
に
は
、
財
を

受
け
て
私
和
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
る
こ
と
さ
え
あ
り
、、　賠、　償、　時、　代、　を、　経、　過、　せ、　ず、　し、　て
、、　復、　讐、　時、　代、　よ

、　り、　直、　ち、　に、　刑、　罰、　時、　代、　に、　移、　り、　、　復
讐
時
代
よ
り
直
に
刑
罰
時
代
に、　　、　た、　る、　は、　確、　か、　で、　あ、　る
。我
邦
に
於

本
邦

て
も
同
様
に
、
復
讐
時
代
と
刑
罰
時
代
と
の
中
間
に
賠
償
時
代
は
無
か
っ
た
様
で
あ
る
。

―――
―――
―――
―――
―――

モ
ー
ゼ
の
法
は
殺
人
に
対
し
て
賠
償
を
禁
じ
、「、　汝、　等、　死、　に、　当、　る、　殺、　人、　者、　の、　生、　命、　を、　償、　わ、　し、　む、　可
モ
ー
ゼ
法
の
賠
償
禁

止

、　ら、　ず
、、　必、　ず、　之、　を、　殺、　す、　べ、　し
」
と
の
命
を
エ
ホ
バ
よ
り
受
け
た
と
云
っ
て
居
る
。
避
難
権
あ
り
と
し
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て
逃
避
市
に
住
居
す
る
者
と
雖
も
、
血
報
者
と
私
和
し
、
償
金
を
払
う
て
祭
司
の
死
せ
ざ
る
前
に
原

住
地
に
帰
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（「
民
数
紀
略
」
第
三
五
章
、
第
三
一
、
三
二
）只
飼
牛

が
人
を
突
き
殺
し
た
と
き
は
、
其
飼
主
も
殺
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
此
場
合
に
は
其
飼
主
が
賠

償
金
を
出
し
て
復
讐
を
免
れ
る
こ
と
を
許
し
た
。（「
出
埃
及
記
」
第
二
一
章
、
第
二
九
―
三
一
）旧
約
全

書
の
解
釈
者
は
、
概
ね
モ
ー
ゼ
以
前
に
は
イ
ス
ラ
エ
ル
人
中
に
殺
人
賠
償
の
慣
習
が
あ
っ
た
も
の
と

し
、
モ
ー
ゼ
が
此
禁
令
を
設
け
た
る
は
、
人
類
は
神
の
肖
像
で
あ
る
か
ら
、
其
生
命
は
神
聖
で
あ
っ

て
、
之
を
侵
す
者
は
涜
神
罪
を
犯
す
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
金
銭
を
以
て
之
を
贖
い
得
べ
き

も
の
で
は
無
い
と
す
る
に
由
っ
た
の
で
あ
る
、
独
り
飼
牛
が
人
を
殺
し
た
場
合
は
、
自
己
が
涜
神
行

為
を
為
し
た
の
で
無
い
か
ら
、
旧
俗
に
依
る
こ
と
を
許
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

―――
―――
―――
―――
―――

凡
そ
犯
罪
は
其
生
命
身
体
に
関
す
る
も
の
と
、
財
産
に
関
す
る
も
の
と
を
問
わ
ず
、
總
て
賠
償
に

依
り
て
復
讐
又
は
刑
罰
を
免
る
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
る
民
族
に
於
て
も
、
国
権
の
発
達
と
共
に

賠
償
を
許
す
べ
き
罪
の
範
囲
を
狭
め
、、　重、　大、　な、　る、　罪、　よ、　り、　始、　め、　て
追
々
と
賠
償
を
禁
じ
て
刑
罰
を
実

行
す
る
様
に
な
っ
て
来
る
こ
と
が
あ
る
。
茲
に
於
て

◦
◦

◦

可
贖
罪
と

◦
◦

◦
◦

不
可
贖
罪
と
の
区
別
が
生
ず
る
。
例

え
ば
、
カ
ニ
ュ
ー
ト
王
の
法
律（Leges

　K
unt.

ii.
56.

）に
も
左
の
規
定
が
有
る
。

カ
ニ
ュ
ー
ト
王
の
法

律

家
宅
侵
入
、
放
火
、
公
盗
、、　公、　殺
及
び
叛
逆
罪
は
俗
法
に
於
て
は

◦
◦

◦
◦

非
賠
償
罪（bot-less

）な
り
。

コ
ー
カ
サ
ス
の
オ
セ
ッ
ト
族（O

ssetians

）に
於
て
は
、
創
傷
、
其
他
死
に
至
ら
ざ
る
傷
害
は
賠
償

を
許
す
も
、謀
殺
及
び
殴
打
、
創
傷
致
死
に
対
し
て
は
、
被
殺
者
の
親
戚
は
賠
償
の
提
供
を
受
諾
す
罪
の
性
質
に
依
る
区

別
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る
の
義
務
あ
る
こ
と
無
く
、
復
讐
は
屡
々
実
行
せ
ら
れ
、
其
他
ア
フ
リ
カ
の
コ
ン
ゴ
ー
の
ロ
ア
ン
ゴ

人（Loango

）及
び
バ
ム
バ
ラ
人（B

am
bara

）は
、
犯
罪
は
總
て
可s

贖
を
原
則
と
し
、
独
り
謀
殺
の

み
を
不
可
贖
と
す
る
も
の
あ
る
。（Post,B

austeine.
§41.

）

又、　犯、　意、　の、　有、　無
に
依
り
て
賠
償
を
許
す
と
許
さ
ざ
る
と
の
別
を
立
つ
る
者
も
少
く
無
い
。
例
え
ば
、

ド
ラ
コ
の
法
律
は
、殺
意
無
く
し
て
人
を
死
に
致
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、死
者
の
同
族
人
は
復
讐
に

代
え
て
賠
償
を
受
く
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
し
た
る
が
如
き
は
其
一
例
で
あ
る
。（Platner,A

ttischen

R
echt.

S.145.

）

―――
―――
―――
―――
―――

私
訴
よ
り
公
訴
に
移

る

賠
償
は
も
と
復
讐
の
代
位
制
裁
で
あ
る
か
ら
、
其
始
に
於
て
は
之
を
受
け
る
と
受
け
ざ
る
と
は
復

讐
権
者
の
随
意
で
あ
っ
た
が
、
後
に
至
っ
て
は
、
法
律
は
之
に
依
っ
て
治
安
を
保
維
せ
ん
と
し
、
或

は
賠
償
拒
絶
を
以
て
復
讐
の
條
件
と
し
、
或
は
賠
償
額
量
定
の
標
準
を
定
め
、
其
他
種
々
の
方
法
を

以
て
賠
償
を
奨
励
し
、
又
は
之
を
強
要
す
る
に
至
っ
た
が
、
国
権
漸
く
張
り
、
司
法
機
関
漸
く
備
わ

り
、
犯
罪
は
公
犯
に
し
て
国
家
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
と
云
う
観
念
が
発
達
す
る
に
随
い
て
、
財
を

受
け
て
私
和
す
る
は
公
権
を
私
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
観
念
発
達
し
、
賠
償
を
禁
じ
、刑
罰
を
以
て
私
債
公
判
併
存

之
に
代
う
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
法
に
於
て
は
、「
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
」
の
法

律（Law
ofEthelred

）に
、

「
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
」の

法

初
犯
の
場
合
に
は
、
告
訴
人
に
は
賠
償
金（bot

）を
払
わ
し
め
、
君
主
に
は
身
位
金（w

er

）を
払

わ
し
め
、
且
つ
将
来
一
切
の
悪
事
を
為
さ
ず
と
の
担
保
を
供
せ
し
む
べ
し
。
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再
犯
の
場
合
に
は
首
の
外
に
賠
償
あ
る
可
ら
ず
。

と
あ
る
。「
首
の
外
に
賠
償
あ
る
べ
か
ら
ず
」と
は
、再
犯
者
に
は
賠
償
を
許
さ
ず
、身
首
処
を
異
に
し

て
罪
を
贖
わ
し
む
べ
し
と
い
う
に
あ
る
。（T

horpe,A
ncient

Law
s

ofEngand.
I.281.

）
此「
エ
セ

ル
レ
ッ
ド
」
の
法
律
は、　私、　告、　訴、　の、　法、　よ、　り、　公、　訴、　の、　法、　に、　移、　る、　の、　端、　緒
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
国

王
も
ま
た
殺
人
犯
者
よ
り
被
害
者
の
身
位
金
を
請
求
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
身

位
金
は
身
価
で
あ
っ
て
、
元
と
為
害
者
よ
り
被
害
者
に
払
う
べ
き
賠
償
金
で
あ
っ
た
が
、
直
接
の
被

害
者
な
ら
ざ
る
国
王
が
之
を
請
求
す
る
に
至
っ
て
は
、、　賠、　償、　金、　は、　身、　価、　を、　標、　準、　と、　す、　る、　罰、　金
と
変
ず

る
に
至
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

賠
償
金
よ
り
罰
金
へ

―――
―――
―――
―――
―――

国
権
の
発
達
に
正
比
し
て
私
制
裁
の
範
囲
は
縮
小
し
て
私
力
は
公
権
化
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。

ゼ
ル
マ
ン
民
族
の
古
法
に
依
れ
ば
、
殺
人
犯
者
の
親
族
は
父
系
母
系
共
に
数
等
内
の
者
は
、
賠
償
を

為
し
て
其
犯
者
の
身
受
を
為
す
義
務
が
あ
る
も
の
と
為
っ
て
居
っ
た
。
是
れ
は
独
り
ゼ
ル
マ
ン
民
族

の
み
な
ら
ず
、
広
く
他
の
民
族
間
に
も
行
わ
れ
た
慣
習
で
あ
る
が
、
復
讐
に
関
す
る
親
族
連
帯
の
観

念
に
基
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
賠
償
を
以
て
族
戦
に
代
え
た
る
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
乍

ら
、
此
親
族
身
受
の
義
務
も
、
後
に

至
っ
て
は
追
々
と
強
行
せ
ら
れ
ぬ
よ
う
に
成
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
キ
ル
ペ
リ
ッ
ク
王（C

hilperich

）

の
法
令
、キ
ル
デ
ベ
ル
ト
第
二
世（C

hildebert
II

）及
ク
ロ
タ
ー
ル
第
二
世（C

hlotar
II

）の
治
安
条
例

（pactum
pro

tenere
pacis

）等
に
於
て
は
、、　親、　族、　身、　受、　の、　義、　務
を
廃
し
て
、
之
を
、、　任、　意、　的、　行、　為
と
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為
し
、若
し
殺
人
犯
者
の
親
族
よ
り
身
受
金
を
提
供
す
る
こ
と
あ
る
と
き
は
、被
殺
者
の
親
族
は
之
を

収
め
て
復
讐
権
を
抛
棄
す
べ
し
と
云
う
に
止
ま
り
、
親
戚
に
対
し
て
身
受
金
を
要
求
す
る
こ
と
を
許

さ
ぬ
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
ル
デ
ベ
ル
ト
第
二
世
は
、
五
百
九
十
六
年
に
至
っ
て
法
令
を
発
し

て
殺
人
犯
者
の、　身、　受、　を、　厳、　禁、　し
親
戚
友
人
に
し
て
之
を
犯
す
者
は
重
刑
に
処
す
べ
し
と
し
た（Zoepfl,

D
eutsche

R
echtsgeschichte,III.X

.394.

）是
れ
は
国
権
が
既
に
大
い
に
張
っ
て
、
刑
法
に
よ
っ
て

制
裁
を
行
う
に
至
っ
た
徴
候
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
ダ
ニ
エ
ル
第
一
世
の
法
典
第
二
十
七
條（G

esetzbuch
D

aniels
I.§27.

）も
、
他

人
よ
り
侵
害
を
受
け
た
る
こ
と
無
く
、
且
必
要
防
御
に
も
非
ず
し
て
悪
意
強
暴
を
以
て
他
人
を
殺
害

し
た
る
者
は
、
身
受
を
許
さ
ず
し
て
直
ち
に
射
殺
の
刑
に
処
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
し
た
。

―――
―――
―――
―――
―――

回
々
教
諸
国
で
は前
に
掲
げ
た
『
コ
ー
ラ
ン
』
の
本
文
に
依
り
、
被
殺
者
の
遺
族
は
下
手
人
の
引
賠
償
よ
り
刑
罰
へ

渡
を
受
け
て
自
ら
復
讐
を
為
す
か
、
又
は
償
金
を
受
け
て
之
を
助
く
る
か
、
二
者
其
一
を
択
ぶ
こ
と

を
許
す
も
の
が
多
き
に
お
り
、ペ
ル
シ
ャ
で
も
現
今
仍
お
此
慣
例
が
存
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
回
々
教
国
ペ
ル
シ
ヤ
、

ト
ル
コ

る
。（G

eorge
Sale,T

he
K

oren.
p.

19.
note

）ト
ル
コ
に
於
て
も
第
十
九
世
紀
の
始
に
至
る
ま
で

は
、公
権
を
以
て
殺
人
犯
を
罰
す
る
こ
と
無
く
、被
害
者
の
最
近
親
は
復
讐
を
為
す
か
、又
は
血
の
価

デ
ィ
ヤ（D

ia

）を
受
け
て
之
を
赦
免
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
な
っ
て
居
っ
た
が
、一
干
八
百
二
十
四

年、　ム、　ー、　ル、　テ、　カ、　法、　典（C
ole

M
oulteka

）、　は、　一、　般、　意、　に、　復、　讐、　を、　禁、　止、　し、　て、　殺、　人、　犯、　者、　を、　刑、　に、　処、　す、　る、　に
ム
ー
ル
テ
カ
法
典

、　至、　っ、　た
。
然
し
乍
ら
、
尚
お
或
場
合
に
於
て
は
遺
族
に
血
の
価
を
払
う
て
刑
を
免
る
る
こ
と
を
得
る
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も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。、　一、　千、　八、　百、　四、　十、　年、　の、　刑、　法、　第、　十、　条、　に、　於、　て
、、　始、　め、　て、　血、　の、　価、　の、　制、　を、　全、　廃
一
千
八
百
四
十
年
の

刑
法

、　し、　、、　公、　権、　を、　以、　て、　殺、　人、　犯、　者、　を、　死、　刑、　に、　処、　す、　る、　様、　に、　為、　っ、　た
。
チ
ェ
リ
ー
の
云
う
如
く
、「
此
刑
法
の

施
行
以
前
に
於
て
は
、ト
ル
コ
に
は
刑
法
と
称
し
得
べ
き
も
の
は
無
か
っ
た
」の
で
あ
る
。（C

herry,

G
row

th
ofC

rim
inalLaw

.
p.

54.

）

―――
―――
―――
―――
―――

殺
人
創
傷
を
始
め
各
種
の
損
害
を
賠
償
す
る
の
慣
例
を
生
じ
た
る
後
も
、
賠
償
の
額
量
は
殺
害
の

原
因
、
被
害
者
、
為
害
者
の
身
分
、
其
他
損
害
に
伴
う
種
々
の
事
情
に
依
っ
て
定
ま
る
べ
き
も
の
で

あ
る
か
ら
、
賠
償
の
額
量
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
往
々
当
事
者
の
意
見
が
一
致
せ
ず
、
之
が

為
め
に
原
権
な
る
復
讐
に
立
戻
る
の
已
む
を
得
ざ
る
に
至
る
こ
と
が
あ
る
。是
れ
が、　古、　代、　の、　争、　訟、　は
古
代
の
争
訟
は
賠
償

額
に
関
す
る
も
の
が

多
い

、　賠、　償、　の、　額、　量、　を、　定、　む、　る、　を、　目、　的、　と、　す、　る、　も、　の、　が、　頗、　る、　多、　い、　所、　以、　で、　あ、　る
。
故
に
復
讐
闘
争
の
俗
よ
り

賠
償
成
和
の
俗
に
導
く
に
は
、
各
場
合
に

当
る
べ
き、　賠、　償、　額、　を、　豫、　定、　し、　て、　之、　に、　拠、　ら、　し、　む、　る、　を、　最、　も、　適、　切、　な、　る、　方、　法、　と、　し、　た、　も、　の、　で、　あ、　る
。
然

る
に
、
賠
償
の
額
に
関
し
、
従
来
長
老
其
他
の
権
力
者
に
裁
定
を
乞
い
た
る
事
件
は
、
年
を
経
る
に

従
い
、、　類、　例、　相、　累、　っ、　て、　一、　定、　の、　標、　準、　を、　生、　じ
、、　長、　老、　は、　之、　を、　記、　憶、　し、　、、　先、　例、　に、　依、　っ、　て、　後、　の、　事、　件、　の

、　判、　決、　を、　な、　し、　た、　も、　の、　で、　あ、　る
。故
に
酋
長
又
は
国
王
が
裁
判
の
権
を
握
る
に
及
ん
で
も
、
其
始
に
於
先
例
の
記
憶

て
は
、
長
老
を
顧
問
と
し
、
其
記
憶
に
依
り
、
先
例
に
従
い
て
判
決
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
後

ち
文
字
の
行
わ
る
る
に
至
っ
て
は
、
酋
長
又
は
国
王
は
其、　先、　例、　を、　筆、　記、　せ、　し、　め、　て、　長、　老、　の、　記、　憶、　に、　代

、　え
、之
を
自
ら
裁
判
を
為
す
の
標
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。、　此、　賠、　償、　量、　定、　の、　先、　例、　記、　録、　が、　成、　文、　法、　と
先
例
の
筆
記
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、　な、　っ、　た、　も、　の、　も、　尠、　く、　無、　い
。

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
成
文
法
の
大
多
数
は

◦
◦

◦

身
位
金（w

er

）◦
◦

◦

賠
償
金（bot

）◦
◦

◦

治
安
金（w

ite

）

の
定
額
に
関
す
る
も
の
で
、而
も
詳
細
に
之
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
王
賠
償
量
定
の
成
文
法

の
法
律
で
現
今
に
遺
存
し
て
居
る
も
の
は
總
計
七
十
七
あ
る
が
、
其
中
三
十
四
は
不
法
傷
害
の
賠
償

額
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
其
中
の
法
律
第
六
十
四
号
を
標
本
と
し
て
、
当
時
の
成
文
法
規
定
の
性

質
を
例
示
す
れ
ば
、

他
人
の
足
の
指
を
断
ち
た
る
者
は
賠
償
と
し
て
次
の
金
額
を
被
害
者
に
払
う
べ
し
。
足
拇
は
二

十
五
シ
ル
リ
ン
グ
、
第
二
指
は
十
五
シ
ル
リ
ン
グ
、
中
指
は
九
シ
ル
リ
ン
グ
、
第
四
指
は
六
シ

ル
リ
ン
グ
、
小
指
は
五
シ
ル
リ
ン
グ
。

此
一
節
に
依
る
も
、
当
時
の
立
法
者
が
成
文
法
規
を
以
て
詳
細
明
確
に
賠
償
の
額
量
を
定
め
、
之
に

依
っ
て
争
議
を
決
す
べ
き
標
準
を
人
民
に
公
示
し
、
之
に
依
っ
て
平
和
を
維
持
し
、
之
に
依
っ
て
私

力
制
裁
を
公
権
に
収
め
ん
と
し
た
る
苦
心
を
観
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

―――
―――
―――
―――
―――

既
に
財
物
を
以
て
殺
傷
の
賠
償
と
す
る
事
例
あ
る
に
至
っ
て
も
、
其
始
期
に
於
て
は
、
賠
償
を
以

て
復
讐
に
代
え
る
は
当
事
者
の
協
定
又
は
第
三
者
の
調
停
に
依
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
素
よ
り
任
意

の
私
約
で
あ
る
。
随
っ
て
、之
を
受
け
る
と
受
け
ざ
る
と
は
、被
害
者
の
親
戚
の
随
意
で
あ
っ
た
。若
随
意
賠
償
よ
り
強
制

賠
償
に
進
む
径
路

し
被
害
者
の
怨
み
深
く
、
力
も
強
い
と
き
は
、
仇
人
の
賠
償
提
議
を
斥
け
、
干
戈
に
訴
え
て
死
者
の

怨
魂
を
慰
め
る
事
も
あ
ろ
う
。
若
し
仇
人
の
力
強
く
、
被
害
者
の
要
求
が
過
大
な
る
と
き
は
、
賠
償
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の
提
議
を
撤
回
し
て
応
戦
す
る
事
も
あ
ろ
う
。
然
し
乍
ら
、
賠
償
に
依
っ
て
族
戦
流
血
の
惨
を
免
れ
、

団
体
の
治
安
を
維
持
す
る
こ
と
を
得
る
の
利
は
、蒙
昧
の
民
で
も
速
に
覚
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、賠

償
を
受
け
て
復
讐
を
止
め
る
は
即
ち
義
務
を
売
る
も
の
で
あ
っ
て
、
道
義
の
容
れ
ざ
る
所
で
あ
る
と

い
う
観
念
の
生
ぜ
な
か
っ
た
人
民
中
で
は
、賠
償
の
事
例
が
追
々
と
多
く
な
っ
て
来
て
、先
例
は
後
件

を
導
き
、竟
に
慣
習
を
な
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く斯

の
如
き
時
代
に
達
し
た
と
き
に
は
、若
し
適
当

な
る
賠
償
の
提
供
が
あ
っ
た
と
き
は
、
被
害
者
は
之
を
受
く
べ
き
も
の
と
し
、
其
提
供
が
無
か
っ
た

と
き
に
限
り
復
讐
を
為
す
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
る
に
至
っ
た
。
然
し
乍
ら
、
賠
償
に
付
て
は
、
其

額
量
其
他
に
付
て
、
当
事
者
双
方
の
協
議
の
調
わ
ぬ
事
も
あ
ろ
う
。
又
仇
人
側
で
は
其
力
を
恃
ん
で

賠
償
の
提
供
を
な
さ
ぬ
事
も
あ
ろ
う
。
又
賠
償
を
す
る
資
力
の
無
い
事
も
あ
ろ
う
。
此
の
如
き
場
合

に
於
て
は
、
僧
侶
、
長
老
、
其
他
族
人
中
の
勢
力
者
が
進
ん
で
勧
告
又
は
調
停
を
な
し
、
又
は
当
事

者
が
之
に
仲
裁
を
乞
う
事
も
あ
ろ
う
。
又
或
は
酋
長
、
族
会
等
に
訴
え
て
裁
判
を
乞
う
事
も
あ
ろ
う
。

是
等
の
場
合
に
於
て
、族
会
は
勿
論
酋
長
、僧
侶
、長
老
等
は
、其
社
会
員
の
服
従
、尊
敬
等
に
依
り

て
其
権
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
心
意
の
機
関
と
も
看
る
こ
と
が
出
来
る
。
故
に
是
等

の
人
々
は
社
会
力
の
代
表
者
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
勧
告
、
仲
裁
、
裁
判
等
は
即

ち、　社、　会、　力、　が、　個、　体、　力、　の、　上、　に、　加、　わ、　る、　も、　の、　で、　あ、　る
。
故
に
若
し
当
事
者
の
勧
告
を
容
れ
ず
、
裁
定、　に

、　従、　わ、　ざ、　る、　等、　の、　事、　が、　あ、　る、　と、　き、　は
、、　権、　力、　者、　は、　之、　に、　服、　従、　す、　る、　者、　を、　援、　け
、、　之、　に、　違、　背、　す、　る、　者、　を、　責

、　め、　る、　に、　至、　る、　の、　は、　当、　然、　で、　あ、　る
。
若
し
仇
人
が
賠
償
を
拒
む
と
き
は
、
被
害
者
に
助
勢
し
て
之
を
強

要
せ
し
め
、
若
し
尚
お
之
を
担
む
が
為
め
に
復
讐
の
自
力
制
裁
に
復
帰
す
る
こ
と
あ
る
と
き
は
、
之
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に
助
力
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
は
自
然
の
勢
で
あ
る
。

加
之
、
酋
長
。
長
老
等
の
如
き
社
会
力
を
代
表
す
る
者
の
意
に
背
き
、
又
は
社
会
力
の
継
続
的
発

現
と
も
看
る
べ
き
慣
例
を
無
視
す
る
者
は
、
独
り
権
力
者
の
怒
に
触
る
る
の
み
な
ら
ず
、
其
権
力
者

を
尊
信
す
る
者
よ
り
も
擯
斥
せ
ら
る
る
が
如
き
、
社
会
の
制
裁
を
受
く
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
社

会
制
裁
の
終
極
は
其
社
会
か
ら
追
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。か
か
る
社
会
の
終
極
制
裁
が
後
に
法
律
法
外
制

の
終
極
制
裁
と
な
っ
た
も
の
が

◦
◦

◦

法
外
制（outlaw

ry

）即
ち
法
権
剥
奪
で
あ
る
。
法
外
制
と
は
法
に
従

わ
ざ
る
者
を
法
の
保
護
外
に
置
く
こ
と
を
謂
う
も
の
で
あ
っ
て
、
其
始
め
は
首
長
、
長
老
等
の
命
に

背
い
て
飽
く
ま
で
も
賠
償
を
払
う
こ
と
を
拒
ん
だ
者
は
、
自
己
が
殺
さ
れ
た
場
合
に
親
戚
は
復
讐
を

な
す
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
、
又
其
賠
償
を
も
求
む
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
後

に
至
っ
て
は
一
般
に
社
会
の
保
護
を
奪
う
こ
と
を
公
規
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。メ
イ
ン
は
、
メ
イ
ン
の
説

裁
判
所
の
命
令
違
反
に
対
す
る
罰
の
最
も
古
い
も
の
は

け
だ蓋

し

◦
◦

◦

法
外
制
で
あ
ろ
う
。
裁
判
所
の
判

決
に
服
従
せ
ざ
る
者
は
、
自
ら
法
の
外
に
歩
み
出
ず
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
彼
が
若
し
殺
害
せ

ら
れ
る
事
が
あ
っ
て
も
、
彼
の
親
戚
は
其
義
務
で
あ
り
又
其
権
利
で
あ
る
復
讐
を
為
す
こ
と
を

禁
止
せ
ら
れ
、
又
は
原
始
社
会
の
輿
論
の
全
力
を
以
て
妨
止
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
云
う
て
い
る
。（M

aine,Early
Law

and
C

ustom
,ch.

V
II.

）「
ブ
レ
ホ
ン
法
」（B

rebon
Law

）

に
依
れ
ば
、
殺
人
賠
償
金
を
払
う
こ
と
を
拒
ん
だ
者
は
、
自
ら

◦
◦

◦
◦

名
誉
の
価（honour-price

）を
失
う
も

の
と
為
っ
て
居
る
。名
誉
の
価
と
は
、
自
己
の
殺
さ
れ
た
場
合
に
、
遺
族
が
殺
害
者
よ
り
要
求
す
る
名
誉
の
価

こ
と
を
得
べ
き
賠
償
額
で
あ
っ
て
、
謂
わ
ば
各
人
の

◦
◦

◦
◦

生
命
の
価
で
あ
る
。
故
に
名
誉
の
価
を
剥
奪
す



　132

る
は
、
即
ち
生
命
の
保
護
を
奪
う
も
の
で
あ
っ
て
、
其
者
は
「

◦
◦

◦

法
外
人
」（law

less
m

an,outlaw
.

）と

な
る
の
で
あ
る
。法
外
人
は
何
人
が
之
を
殺
し
て
も
、
何
人
が
之
を
傷
つ
け
て
も
、
何
人
が
之
よ
り
法
外
人

盗
み
て
も
罪
と
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
殺
傷
、
盗
奪
に
対
し
て
賠
償
の
責
任
の
生
ぜ
ぬ
の
は
勿

論
で
あ
る
。
是
は
原
始
社
会
に
於
て
飽
く
ま
で
も
当
時
の
社
会
心
の
要
求
に
反
抗
す
る
者
を
殺
し
又

は
其
社
会
外
に
追
放
し
た
社
会
制
裁
が
公
権
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
も
発
達
し
た
法
治
社
会
で
も
、

法
の
手
の
届
か
ぬ
処
に
身
を
置
く
等
の
事
を
以
て
、
飽
ま
で
も
法
の
制
裁
を
逃
れ
る
者
に
対
す
る
最

後
の
処
分
は
、
一
切
の
法
の
保
護
を
剥
奪
す
る
よ
り
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
故
に、　法、　外、　は、　最、　初、　の、　制

、　裁、　で、　あ、　っ、　て、　最、　後、　の、　制、　裁、　で、　あ、　る
と
も
云
え
る
の
で
あ
る
。

法
外
は
最
所
の
制
裁

に
し
て
最
後
の
制
裁

で
あ
る

―――
―――
―――
―――
―――

随
意
賠
償
よ
り
強
制

賠
償
に
進
む

賠
償
を
以
て
復
讐
に
代
う
る
こ
と
あ
る
に
至
る
も
、
其
始
に
於
て
は
、
之
を
受
く
る
と
受
け
ざ
る

と
は
全
く
被
害
者
の
随
意
で
あ
っ
た
、然
し
乍
ら
、此
習
俗
が
一
た
び
生
ず
る
と
き
は
、仇
人
が
之
に

依
っ
て
難
を
免
れ
ん
こ
と
を
欲
す
る
場
合
も
追
々
と
多
く
な
っ
て
来
る
し
、社
会
も
速
に
之
に
依
っ
て

平
和
を
維
持
し
得
る
の
利
を
覚
る
に
至
る
か
ら
、、　外、　部、　の、　圧、　力、　も、　漸、　く、　之、　に、　加、　わ、　り
、
或
は、　社、　会、　の

、　有、　力、　者
が
居
中
調
停
し
て
賠
償
を
受
く
る
こ
と
を
勧
め
、
或
は、　立、　法、　者
が
避
難
其
他
の
方
法
に
依
っ

て
賠
償
を
提
供
す
る
機
会
を
与
え
る
等
の
事
が
有
っ
て
、
始
め
は
全
く
当
事
者
の

◦
◦

◦
◦

随
意
賠
償
で
あ
っ

た
の
が
、
中
頃
に
は
有
力
者
の

◦
◦

◦
◦

勧
誘
賠
償
と
な
り
、
竟
に

◦
◦

◦
◦

強
制
賠
償
の
法
が
設
け
ら
る
る
に
至
る
事

が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

随
意
賠
償
よ
り
勧
誘

賠
償
に
、
勧
誘
賠
償

よ
り
強
制
賠
償
に

―――
―――
―――
―――
―――
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、　治、　安、　の、　維、　持、　は、　国、　家、　存、　立、　の、　基、　本、　的、　要、　件、　で、　あ、　る
。「
ま
つ
り
ご
と
」を

◦
◦

政
治
と
云
い
、◦

◦
◦

◦
◦

治
国
平
天
下
治
安
と
復
讐

は
為
政
の
要
道
で
あ
る
と
言
う
の
も
其
為
め
で
あ
る
。
故
に
社
会
組
織
が
漸
く
発
達
す
る
に
随
っ
て
、

其
社
会
の
統
制
者
は
私
闘
の
乱
階
を
絶
つ
の
最
も
緊
要
な
る
こ
と
を
経
験
し
、
種
々
の
方
法
に
依
っ

て
其
弊
害
を
阻
止
せ
ん
と
し
た
。
殊
に
血
族
連
帯
の
観
あ
る
時
代
に
於
て
は
、
血
族
の
復
讐
義
務
と

血
族
の
被
復
讐
責
任
と
対
立
す
る
か
ら
、
復
讐
は
族
戦
の
原
因
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。故
に
復
讐
復
讐
と
族
戦

を
禁
止
せ
ざ
れ
ば
族
戦
絶
え
ず
、
族
戦
絶
え
ざ
れ
ば
国
家
興
ら
ず
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
て
は
、
近
世
国
家
の
興
る
以
前
の
政
治
組
織
は
、
謂
わ
ゆ
る
フ
ュ
ー
ダ
ル
・
シ
ス

テ
ム（feudalsystem
）に
て
、
我
邦
で
は
之
を

◦
◦

◦

封
建
制
と
訳
し
て
居
る
が
、
其
字
義
か
ら
云
い
、
其

起
原
か
ら
云
う
と

◦
◦

◦

族
戦
制
で
あ
る
。
故
に
近
世
国
家
勃
興
の
前
に
は
「
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
の
元
首

を
始
め
各
地
方
の
統
治
者
は
、
族
戦
の
原
因
を
絶
た
ん
が
為
に
種
々
の
方
法
を
設
け
て
復
讐
私
闘
を

禁
遏
せ
ん
と
し
た
。
然
し
乍
ら
、
古
来
復
讐
を
重
ん
じ
、
之
を
親
族
の
義
務
と
し
た
る
観
念
は
容
易

に
消
滅
す
る
も
の
で
は
無
い
か
ら
、
主
治
者
は
遽
に
之
を
禁
遏
し
て
甚
し
く
人
民
の
倫
理
的
感
情
を

害
す
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
或
は
利
を
以
て
誘
い
、
或
は
害
を
以
て
威
し
、
徐
ろ
に
法
権
に
依
ら
し
め

る
様
に
導
い
た
も
の
で
あ
る
。

償
品
を
以
て
復
讐
に
代
え
、
平
和
の
解
決
を
為
さ
し
め
ん
と
し
た
る
如
き
は
、
利
闘
防
止
策
中
の

最
も
顕
著
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
私
力
公
権
化
の
端
緒
で
あ
る
。
権
力
者
が
賠
償
に
依
り
て、　和、　解
を

為
す
こ
と
を
当
事
者
に
勧
告
し
、
争
い
有
る
と
き
は
居
中、　調、　停
し
、
或
は、　仲、　裁
機
関
を
設
け
、
或
は

、　賠、　償、　の、　額、　量
を
定
む
る
が
如
き
は
之
を
誘
う
の
で
あ
る
。、　豫、　め、　賠、　償、　を、　請、　求、　す、　る、　こ、　と、　無、　く、　し、　て、　復
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、　讐、　を、　為、　す、　こ、　と、　を、　禁、　じ
、、　或、　は、　人、　質、　を、　取、　っ、　て、　平、　和、　の、　担、　保、　と、　し、　、、　或、　は、　賠、　償、　を、　受、　く、　る、　こ、　と、　を、　拒

、　む、　者、　を、　罰、　す、　る
が
如
き
は
之
を
威
す
の
で
あ
る
。

―――
―――
―――
―――
―――
カ
ロ
ロ
大
帝
は
復
讐
権
利
者
が
贖
金
を
受

く
る
こ
と
を
拒
む
と
き
は
之
を
追
放
に
処
す
べ
し
と
い
う
勅
命
を
発
し
た
。
フ
ラ
ン
ダ
ル
ス
に
於
て

は
、
法
律
を
以
て
復
讐
よ
り
生
ず
る
族
戦
を
制
止
せ
ん
と
し
た
事
が
あ
る
。
行
政
官
又
は
司
法
官
が

復
讐
戦
あ
る
こ
と
を
聞
知
し
た
る
と
き
は
、
直
ち
に
之
に
赴
き
、
双
方
の
族
人
中
よ
り
人
質
を
押
え

て
休
戦
媾
和
の
担
保
と
し
、
一
定
の
期
間
内
に
賠
償
の
協
定
を
為
さ
し
む
る
義
務
あ
る
も
の
と
し
た
。

若
し
族
人
が
之
を
拒
む
と
き
は
、
其
人
質
を
厳
刑
に
処
し
、
屡
々
之
を
拒
み
た
る
者
は
法
権
剥
奪
の

刑
に
処
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
し
た
。
若
し
賠
償
の
協
定
成
り
、
一
旦
和
睦
が
成
立
し
た
と
き
は
、
再

び
復
讐
を
為
す
と
き
は
死
刑
に
処
せ
ら
る
べ
し
と
の
保
証
の
下
に
、
其
人
質
を
釈
放
し
た
と
云
う
事

で
あ
る
。（W

arnkoenig,Fladrsche
R

Echitsgeshichite.
III>

,182.

）
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•

「
復
讐
と
法
律
」（『
復
讐
と
法
律
』
法
律
進
化
論
叢
　
第
四
冊
　
穂
積
奨
學
財
團
出
版
、
岩
波

書
店
発
行
、
一
九
三
一
年
三
月
）
所
収
。

•
原
文
の
旧
字
は
一
部
を
除
い
て
新
字
に
改
め
た
。

•
理
解
を
助
け
た
め
に
、
振
り
仮
名
を
つ
け
た
。
。

•
PD

F
化
に
はL ATE X

2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、dvipdfm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/science/sciencelib.html

「
科
学
図
書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見

な
ど
は
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

http://6325.teacup.com/munehiroumeda/bbs


