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1翔

例
　
研
　
究

五
〇

（
一
　
一
〇
）

〔
刑

法
〕

刑

法

研

究

會

森
林
駐
物
に
關
す
る
罪
と
刑
法
第
二
五
七
條

第第

審審

上
告
審

昭
和
三
〇
年
七
月
四
日
宮
古
簡
易
裁
剣
所

昭
和
三
〇
年
九
月
二
二
日
仙
壁
高
裁
第
二
刑
事
部
判
決
、
高
裁
刑
事
裁
剣
特
報
二
巻
九
〇
三
頁
、

判
例
時
報
六
七
號
二
五
頁
、
二
七
頁

昭
和
三
〇
年
㈲
第
三
五
一
八
號
、
同
三
三
年
七
月
一
一
日
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
、
棄
却
、

最
高
裁
刑
事
判
例
集
一
二
巻
一
一
號
二
五
一
八
頁

〔
判
示
事
項
〕

森
林
駐
物
に
關
す
る
罪
と
刑
法
第
二
五
七
條
の
適
用
の
有
無

〔
蓼
照
條
文
〕

　
森
林
法
二
〇
一
條
、

刑
法
二
五
七
條
、
二
五
六
條

〔
事
　
　
實
〕

　
被
告
人
は
昭
和
二
九
年
一
月
中
、
そ
の
實
父
が
宮
古
市
大
字
重
茂
字
鮨
山
國
有
林
宮
古
脛
管
匠
一
六
林
班
か
ら
盗
伐
し
て
各
長
さ
二
尺
五
寸
位
に
切
つ
て
同
國
有



林
内
に
置
い
た
楢
木
そ
の
他
の
潤
葉
樹
合
計
二
七
石
（
見
積
債
裕
合
計
五
八
O
O
圓
相
當
）
を
、
そ
の
情
を
知
り
な
が
ら
、
同
一
犯
意
の
下
に
、
籔
同
に
わ
た
り
、

同
市
同
大
字
字
婁
鞍
の
被
告
人
所
有
の
製
炭
窯
ま
で
背
負
つ
て
蓮
び
、
も
つ
て
賊
物
を
蓮
搬
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
本
事
案
に
つ
き
第
一
審
到
決
は
“
被
告
人
の
行
爲
は
森
林
法
一
九
七
條
に
該
當
す
る
接
績
犯
で
あ
る
と
こ
ろ
、
刑
法
第
二
五
七
條
は
犯
人
庇
護
の
一
場
合
で
同
法

一
〇
五
條
と
そ
の
立
法
の
趣
旨
を
同
じ
う
し
唐
律
そ
の
他
の
古
法
に
存
し
た
親
族
互
に
容
隠
す
る
こ
と
を
不
論
罪
と
し
、
叉
は
刑
を
輕
減
す
る
思
想
に
出
由
す
る
も

の
で
、
森
林
窃
盗
の
駐
物
運
搬
の
場
合
に
も
敢
え
て
そ
の
適
用
を
排
除
し
な
い
も
の
と
解
す
る
”
と
到
示
し
て
被
告
人
に
封
し
て
刑
を
冤
除
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封

し
、
検
察
官
は
法
令
の
解
繹
適
用
に
誤
り
あ
る
も
の
と
し
て
擦
訴
し
た
が
、
第
二
審
（
仙
豪
高
裁
）
も
、
第
一
審
と
同
趣
旨
の
下
に
控
訴
を
棄
却
し
た
の
で
、
更
に

瞼
察
官
よ
り
上
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

〔
上
告
理
由
〕

　
槍
察
官
か
ら
の
上
告
受
理
申
立
理
由
の
要
旨
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
、
刑
法
第
二
四
四
條
、
第
二
五
七
條
の
規
定
の
文
字
解
繹
か
ら
し
て
「
刑
法
第
二
三
五
條
の
罪
及
び
其
未
途
罪
」
又
は
「
刑
法
第
二
五
六
條
の
罪
」
．
と
あ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
特
別
法
で
あ
る
森
林
窃
盗
罪
や
森
林
賦
物
罪
に
こ
れ
ら
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
る
べ
き
で
な
い
。

　
二
、
森
林
法
は
森
林
の
保
護
培
養
と
森
林
生
産
物
の
増
産
を
圖
る
と
い
う
公
盆
保
護
を
主
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
特
別
公
猛
立
法
で
あ
つ
て
、
個
人
の
私
的
法

盆
の
保
護
を
主
目
的
と
す
る
刑
法
の
規
定
は
適
用
な
い
し
準
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
と
に
ω
森
林
法
は
自
己
所
有
の
立
木
の
伐
探
に
つ
い
て
も
屈
出
、
許
可

を
必
要
と
し
、
そ
の
蓮
反
に
つ
い
て
罰
則
を
規
定
し
て
い
る
黙
（
法
一
五
條
、
二
〇
九
條
、
一
六
條
、
二
〇
八
條
）
、
の
更
に
保
安
林
に
つ
い
て
は
、
よ
り
以
上
の

保
護
的
制
約
的
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
黙
（
塗
二
條
、
二
〇
七
條
）
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
三
、
森
林
法
は
明
治
三
〇
年
四
月
制
定
以
來
籔
次
の
改
正
を
脛
て
お
り
、
そ
の
間
奮
刑
法
當
時
の
窃
盗
類
型
の
駿
止
や
賊
物
蓮
搬
罪
の
挿
入
、
新
設
等
の
整
備
が

行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑
法
の
よ
う
な
親
族
相
盗
例
の
規
定
が
設
け
ら
れ
な
か
つ
た
の
は
、
こ
れ
ら
刑
法
各
則
中
の
規
定
を
排
除
す
る
趣
旨
で
あ
る
。

　
四
、
森
林
窃
盗
叉
は
同
賦
物
罪
の
法
定
刑
が
輕
い
理
由
は
、
①
森
林
の
占
有
状
態
が
他
の
賠
物
の
そ
れ
に
比
し
、
極
め
て
盗
み
易
い
状
態
に
あ
る
こ
と
、
③
森
林

産
物
の
財
産
的
偵
値
が
そ
れ
と
同
輩
位
の
他
の
貯
物
の
そ
れ
に
比
し
て
小
さ
い
、
と
い
う
特
殊
理
由
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
事
自
髄
は
親
族
相
盗
例
等
を
適
用
叉
は

　
　
　
判
例
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
（
一
一
一
一
）



　
　
　
剣
例
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　

（
一
一
一
二
）

準
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
と
何
等
關
係
が
な
い
の
で
あ
つ
て
、
却
つ
て
こ
の
法
定
刑
の
輕
い
こ
と
こ
そ
刑
法
の
よ
う
に
高
い
倫
理
的
要
素
を
重
覗
し

な
い
特
殊
な
森
林
政
策
上
の
技
術
的
法
規
の
性
格
を
示
す
も
の
と
し
て
親
族
相
盗
例
等
を
排
除
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
し
め
る
。
選
揮
刑
と
し
て
自
由
刑
の

他
に
罰
金
刑
を
科
し
て
い
る
の
は
、
輕
微
な
事
犯
に
っ
い
て
も
刑
罰
を
科
そ
う
と
す
る
必
罰
主
義
の
法
意
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
五
、
更
に
森
林
賎
物
罪
の
場
合
、
そ
の
腔
物
の
範
園
は
刑
法
畦
物
罪
の
規
定
よ
り
も
廣
い
馳
（
法
一
九
九
條
、
二
〇
〇
條
）
に
お
い
て
特
異
の
も
の
が
あ
る
か

ら
、
原
到
決
の
如
く
親
族
容
隠
の
思
想
を
適
用
す
る
鹸
地
は
存
し
な
い
。

　
六
、
刑
法
二
四
四
條
、
二
五
七
條
、
一
〇
五
條
の
規
定
は
東
洋
古
來
の
親
族
容
隠
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
刑
法
制
定
當
時
か
ら
適
用
範
園
が
廣
す
ぎ

る
と
し
て
彊
い
批
剣
が
あ
り
（
大
揚
・
刑
法
各
論
四
一
三
頁
、
四
二
三
頁
）
、
外
國
の
立
法
例
に
も
そ
の
類
を
見
な
い
（
英
の
コ
モ
ン
．
冒
ー
、
濁
刑
法
二
四
七
條
、

佛
刑
法
三
八
O
條
各
参
照
）
。

　
七
、
學
説
も
森
林
睡
物
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
積
極
に
解
す
る
読
は
見
出
せ
な
い
。
泉
二
博
士
は
森
林
窃
盗
に
は
刑
法
二
四
四
條
の
適
用
を
認
め
な
が
ら
、
森
林
賊

物
に
つ
い
て
は
二
五
七
條
の
適
用
は
な
い
と
し
て
い
る
（
各
論
七
〇
〇
頁
、
九
二
〇
頁
）
。
鵯

　
以
上
の
諸
理
由
に
よ
り
、
森
林
賦
物
罪
に
つ
い
て
刑
法
二
五
七
條
の
適
用
な
い
し
準
用
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
適
用
を
是
認
し
た
原
到
決
は
違
法
で
あ
る
。

〔
判
　
　
旨
〕

　
本
件
上
告
を
棄
却
す
る
。

　
森
林
法
第
二
〇
一
條
に
定
め
る
森
林
駐
物
に
關
す
る
罪
に
つ
い
て
も
刑
法
第
二
五
七
條
の
適
用
が
あ
る
。

〔
判
決
理
由
〕

　
刑
法
二
五
七
條
に
「
前
條
ノ
罪
」
と
は
、
同
二
五
六
條
の
罪
す
な
わ
ち
畦
物
に
關
す
る
罪
の
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
特
別
法
で
あ
る
森
林
駐
物
に
關
す
る
罪

に
つ
い
て
も
、
特
段
の
定
め
が
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
適
用
を
除
外
す
べ
き
理
由
は
な
い
。
ま
た
、
森
林
法
が
森
林
資
源
の
保
護
培
養
と
森
林
生
産
物
の
増
産
と
を
圖

る
た
め
の
公
盆
的
立
法
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
の
こ
と
を
も
つ
て
直
ち
に
刑
法
二
五
七
條
の
規
定
の
適
用
を
特
に
排
除
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
根
擦
と
す
る
に



林
内
に
置
い
た
楢
木
そ
の
他
の
潤
葉
樹
合
計
二
七
石
（
見
積
慣
格
合
計
五
八
O
O
圓
相
當
）
を
、
そ
の
情
を
知
り
な
が
ら
、
同
一
犯
意
の
下
に
、
籔
同
に
わ
た
り
、

同
市
同
大
字
字
婁
鞍
の
被
告
人
所
有
の
製
炭
窯
ま
で
背
負
つ
て
蓮
び
、
も
つ
て
睡
物
を
蓮
搬
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
本
事
案
に
つ
き
第
一
審
判
決
は
“
被
告
人
の
行
爲
は
森
林
法
一
九
七
條
に
該
営
す
る
接
績
犯
で
あ
る
と
こ
ろ
、
刑
法
第
二
五
七
條
は
犯
人
庇
護
の
一
場
合
で
同
法

一
〇
五
條
と
そ
の
立
法
の
趣
旨
を
同
じ
う
し
唐
律
そ
の
他
の
古
法
に
存
し
た
親
族
互
に
容
隠
す
る
こ
と
を
不
論
罪
と
し
、
叉
は
刑
を
輕
減
す
る
思
想
に
出
由
す
る
も

の
で
、
森
林
窃
盗
の
駐
物
蓮
搬
の
場
合
に
も
敢
え
て
そ
の
適
用
を
排
除
し
な
い
も
の
と
解
す
る
”
と
到
示
し
て
被
告
人
に
封
し
て
刑
を
冤
除
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封

し
、
槍
察
官
は
法
令
の
解
羅
適
用
に
誤
り
あ
る
も
の
と
し
て
擦
訴
し
た
が
、
第
二
審
（
仙
壷
高
裁
）
も
、
第
一
審
と
同
趣
旨
の
下
に
控
訴
を
棄
却
し
た
の
で
、
更
に

槍
察
官
よ
り
上
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

〔
上
告
理
由
〕

　
槍
察
官
か
ら
の
上
告
受
理
申
立
理
由
の
要
旨
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
、
刑
法
第
二
四
四
條
、
第
二
五
七
條
の
規
定
の
文
字
解
繹
か
ら
し
て
「
刑
法
第
二
三
五
條
の
罪
及
び
其
未
途
罪
」
叉
は
「
刑
法
第
二
五
六
條
の
罪
」
、
と
あ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
特
別
法
で
あ
る
森
林
窃
盗
罪
や
森
林
駐
物
罪
に
こ
れ
ら
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
る
べ
き
で
な
い
。

　
二
、
森
林
法
は
森
林
の
保
護
培
養
と
森
林
生
産
物
の
増
産
を
圖
る
と
い
う
公
盆
保
護
を
主
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
特
別
公
盆
立
法
で
あ
つ
て
、
個
人
の
私
的
法

盆
の
保
護
を
主
目
的
と
す
る
刑
法
の
規
定
は
適
用
な
い
し
準
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
と
に
①
森
林
法
は
自
己
所
有
の
立
木
の
伐
探
に
つ
い
て
も
屈
出
、
許
可

を
必
要
と
長
そ
の
違
反
に
つ
い
て
罰
則
を
規
定
し
て
い
る
黙
（
法
一
五
條
、
二
〇
九
條
、
一
六
條
、
二
〇
八
條
）
、
の
更
に
保
安
林
に
つ
い
て
は
、
よ
り
以
上
の

保
護
的
制
約
的
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
黙
（
法
＝
二
條
、
二
〇
七
條
）
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
三
、
森
林
法
は
明
治
三
〇
年
四
月
制
定
以
來
籔
次
の
改
正
を
脛
て
お
り
、
そ
の
間
奮
刑
法
當
時
の
窃
盗
類
型
の
駿
止
や
賊
物
蓮
搬
罪
の
挿
入
、
新
設
等
の
整
備
が

行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑
法
の
よ
う
な
親
族
相
盗
例
の
規
定
が
設
け
ら
れ
な
か
つ
た
の
は
、
こ
れ
ら
刑
法
各
則
中
の
規
定
を
排
除
す
る
趣
旨
で
あ
る
。

　
四
、
森
林
窃
盗
叉
は
同
賊
物
罪
の
法
定
刑
が
輕
い
理
由
は
、
①
森
林
の
占
有
状
態
が
他
の
駐
物
の
そ
れ
に
比
し
、
極
め
て
盗
み
易
い
状
態
に
あ
る
こ
と
、
⑧
森
林

産
物
の
財
産
的
偵
値
が
そ
れ
と
同
箪
位
の
他
の
睡
物
の
そ
れ
に
比
し
て
小
さ
い
、
と
い
う
特
殊
理
由
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
事
自
膿
は
親
族
相
盗
例
等
を
適
用
又
は

　
　
　
判
例
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
（
一
一
一
一
）



　
　
　
剣
例
研
究
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法
な
る
特
別
法
に
適
用
又
は
準
用
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
森
林
法
の
森
林
窃
盗
及
び
森
林
駐
物
罪
の
規
定
が
刑
法
の
普
通
窃
盗
、
駐
物
罪
よ

り
も
刑
が
輕
い
勲
に
も
根
披
が
窺
わ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
叉
上
告
理
由
（
検
察
官
）
は
泉
二
新
熊
博
士
の
「
森
林
法
に
特
別
の
明
文

あ
る
が
故
に
刑
法
第
二
五
六
條
、
第
二
五
七
條
を
適
用
し
て
庭
断
す
る
を
得
ざ
る
こ
と
を
注
意
す
べ
し
」
乏
い
う
読
を
援
帰
し
て
浩
極
読
の
論
嫁

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
森
林
法
に
明
文
の
あ
る
の
は
刑
法
二
五
六
條
に
該
當
す
る
駐
物
罪
に
つ
い
て
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
駐
物

の
範
園
は
刑
法
の
そ
れ
よ
り
も
範
園
が
廣
い
の
で
、
そ
の
限
り
で
森
林
駐
物
に
關
し
て
は
刑
法
二
五
六
條
の
適
用
が
排
除
さ
れ
て
森
林
法
二
〇
一

條
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
黙
に
つ
い
て
の
み
姜
當
で
あ
る
が
、
刑
法
二
五
七
條
に
相
當
す
る
規
定
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
一
概
に
博
士
の

よ
う
に
論
ず
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
叉
、
上
告
理
由
中
に
見
え
る
、
刑
法
総
則
の
規
定
は
刑
法
八
條
に
よ
つ
て
刑
法
以
外
の
刑
罰
法

規
に
も
適
用
さ
れ
る
が
、
各
則
は
當
然
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
親
族
相
盗
例
及
び
之
に
類
似
の
刑
法
二
五
七
條
の
規
定
は
刑
法
総
則
に

で
は
な
く
、
各
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
特
別
法
た
る
森
林
駐
物
罪
等
に
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
形
式
論
も
一
鷹
尤
も
の
よ
う
に
聞
え

る
。
し
か
し
、
術
一
暦
の
考
察
を
進
め
て
見
る
な
ら
ば
、
普
通
法
と
特
別
法
と
の
關
係
は
同
一
事
項
に
關
し
て
相
矛
盾
し
た
規
定
が
あ
る
場
合

に
、
後
者
が
前
者
を
排
除
し
て
専
ら
適
用
さ
れ
る
と
い
う
事
で
あ
つ
て
、
特
別
法
に
規
定
の
な
い
事
項
に
關
し
て
は
事
の
實
艦
に
感
じ
て
む
し
ろ

積
極
的
に
普
通
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從
つ
て
こ
の
場
合
も
親
族
相
盗
例
等
の
適
用
を
排
除
す
べ
し

と
す
る
爲
に
は
よ
り
積
極
的
な
排
除
規
定
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
な
い
限
り
逆
に
當
然
に
刑
法
の
普
通
駐
物
罪
と
そ
の
本
質
を
同
一
に
す

る
森
林
駐
物
罪
に
も
刑
法
二
五
七
條
は
適
用
す
べ
し
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
衣
に
實
質
論
と
し
て
は
公
共
の
法
盆
保
護
云
々
と
い
う
事
で
あ

る
。
確
か
に
森
林
法
は
そ
の
一
五
條
及
び
一
六
條
に
お
い
て
、
森
林
所
有
者
そ
の
他
構
原
に
基
づ
き
森
林
の
立
木
の
使
用
叉
は
牧
盤
を
す
る
者
に

伐
採
の
届
出
を
し
、
叉
は
そ
の
許
可
を
受
け
る
べ
き
旨
を
規
定
し
、
そ
の
違
反
に
つ
い
て
は
二
〇
九
條
及
び
二
〇
六
條
に
罰
則
を
規
定
し
て
い

る
。
そ
こ
で
森
林
窃
盗
又
は
森
林
駐
物
罪
に
刑
法
二
四
四
條
又
は
二
五
七
條
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
者
は
當
然
に
刑
を
冤
除
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
し
か
も
、
所
有
者
で
さ
え
勝
手
な
伐
採
を
し
た
場
合
に
科
せ
ら
れ
る
罰
則
す
ら
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
事
は
法
の
趣
旨
に
矛
盾
す
る



と
云
う
べ
き
だ
と
い
う
主
張
も
一
磨
肯
定
さ
れ
る
。
叉
そ
う
か
と
云
つ
て
、
そ
の
矛
盾
、
不
椹
衡
を
解
決
す
る
爲
に
森
林
法
一
五
條
及
び
一
六
條

が
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
及
ぶ
の
だ
と
解
す
る
こ
と
は
、
法
の
解
繹
⑳
枠
を
逸
腕
す
る
こ
と
で
あ
り
、
又
詐
さ
れ
ざ
る
類
推
と
云
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
・
し
か
し
藝
て
菱
て
奮
と
・
親
籍
盗
例
各
之
錘
ず
る
刑
法
二
五
七
騒
適
用
の
あ
る
べ
蚤
禦
、
事
件
と
し

て
は
極
め
て
例
外
的
な
場
合
で
萱
健
轟
ず
る
よ
え
、
本
件
の
よ
う
に
立
場
に
よ
つ
て
は
む
し
ろ
窃
募
共
犯
と
し
て
監
す
べ
葛

合
身
え
得
る
か
ら
』
」
の
よ
農
例
鵠
な
、
稀
有
華
件
に
よ
つ
て
、
と
く
に
森
林
法
の
立
法
薔
誼
憲
れ
る
程
の
公
共
の
蓋
保
護

の
危
機
が
招
來
さ
れ
る
も
の
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
。
か
く
解
す
る
と
、
實
質
論
と
し
て
も
森
林
保
護
の
黙
か
ら
親
族
相
盗
例
等
を
適
用
し
て
悪
い

と
い
う
理
由
は
少
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
、
形
式
的
、
實
質
的
爾
方
面
の
考
察
を
併
せ
て
も
刑
法
二
五
七
條
を
森
林
駐
物
に
關
す
る
罪
に
適
用
す
る
ン
、
と
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
つ

て
・
そ
の
限
り
で
剣
旨
は
正
當
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
本
件
に
お
い
て
は
全
く
論
ぜ
ら
れ
る
機
會
は
な
か
つ
た
が
、
刑
法
二
五
七
條
を

森
楚
物
罪
箔
用
す
べ
し
与
る
こ
と
と
、
．
そ
違
い
わ
ゆ
る
縷
關
経
何
人
の
鯉
享
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
条
件
髪
け
る
摯

關
係
が
正
に
そ
れ
に
該
當
す
る
も
の
と
す
べ
き
か
否
か
隻
自
ら
別
論
で
あ
る
．
こ
の
艶
關
し
て
鐘
程
必
ら
ず
し
至
致
し
涯
い
な
い

の
で
あ
る
。
刑
法
二
四
四
條
の
場
合
も
雫
い
が
な
い
で
は
な
い
が
、
通
論
は
「
法
は
家
庭
に
入
ら
ず
」
の
思
想
に
基
づ
く
と
の
理
由
か
ら
、
そ
の

親
族
關
係
は
犯
人
と
所
有
者
及
び
所
薯
の
三
者
間
に
そ
の
關
係
あ
る
妻
必
響
す
る
と
解
し
て
い
る
の
蜀
し
、
二
五
篠
の
場
合
は
、
所

有
者
と
腸
犯
人
と
の
間
の
關
係
と
解
す
窺
（
小
野
荊
法
各
論
二
八
四
頁
、
植
松
．
刑
法
學
各
論
二
九
・
頁
）
ゑ
る
が
、
通
読
、
観
鮭
物
罪

を
以
て
物
的
犯
罪
庇
護
の
性
格
を
も
つ
黙
を
老
慮
し
て
二
五
七
條
に
要
求
さ
れ
る
親
族
關
係
は
本
犯
と
犯
人
と
の
間
に
必
要
で
あ
り
、
、
か
つ
、
そ

れ
を
以
て
足
り
る
も
の
と
し
て
い
る
．
論
者
鮭
物
罪
を
以
蚕
維
罪
庇
護
の
類
型
と
し
て
の
毒
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
た
と
え
ば
顯
著

な
例
と
し
て
・
薯
的
竈
物
贅
懸
定
し
よ
－
碧
こ
で
は
昌
の
利
欲
蓑
票
か
奮
の
ウ
ェ
イ
ト
で
考
え
ら
れ
る
）
し
、
二
五
七
條
の
刑
量
除
の

趣
旨
が
何
墨
つ
く
奮
つ
い
て
の
老
え
方
に
模
ろ
嘉
、
通
常
繋
れ
る
よ
乏
、
刑
法
二
四
四
條
の
場
合
以
上
に
期
待
可
能
性
の
思
想
が
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前
面
に
浮
び
上
つ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
黙
等
を
考
え
併
せ
て
、
や
は
り
小
数
意
見
の
反
封
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
犯
と
駐
物
犯
人
と
の

間
の
關
係
と
解
す
る
を
正
當
と
し
よ
う
。
本
件
に
つ
い
て
み
れ
ば
少
轍
意
見
を
探
る
限
り
、
椹
利
者
（
所
有
者
刃
は
國
で
あ
る
か
ら
刑
法
二
五
七
條

の
適
用
の
有
無
は
全
く
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
從
來
剣
例
の
と
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
、
本
件
で
は
終
始
本
犯
と
行
爲
者
と
の

關
係
と
す
る
鮎
に
疑
義
を
は
さ
ま
ず
、
當
然
の
事
と
し
て
論
外
に
お
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
諸
黙
を
論
じ
、
か
つ
、
之
を
肯
定
し
た
と
し
て
も
、
倫
剣
決
を
全
面
的
に
支
持
で
き
な
い
貼
の
あ
る
事

を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
本
件
に
つ
い
て
は
以
上
の
諸
黙
の
解
決
だ
け
で
間
題
の
全
て
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
本
件
に
關
し
て
は
、
駐
物
罪
の
成
立
を
認
め
た
こ
と
の
當
否
が
間
題
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
結
局
窃
盗
（
と
く
に
森
林
窃
盗
）
の

凱
途
時
期
の
問
題
に
還
元
さ
れ
よ
う
が
本
件
に
つ
い
て
の
到
決
は
、
第
一
審
以
來
一
貫
し
て
、
父
親
が
材
木
を
伐
探
し
絡
え
た
時
に
窃
盗
は
既
途

に
達
し
、
從
つ
て
こ
れ
を
後
に
炭
僥
窯
へ
運
搬
し
た
息
子
の
行
爲
は
、
正
に
駐
物
運
搬
に
該
営
す
る
も
の
と
し
て
疑
わ
な
い
。
な
る
程
、
今
日
窃

盗
の
既
途
時
に
關
す
る
學
読
は
ド
イ
ッ
に
お
い
て
も
、
亦
我
が
國
に
お
い
て
も
取
得
読
が
通
読
で
あ
り
（
例
え
ば
2
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G。

・
小
野
清
一
郎
・
刑
法
概
論
〔
改
訂
版
、
昭
三
ご
三
〇
〇
頁
、
瀧
川
幸
辰
・
刑
法
各
論
〔
昭
二
六
〕
一
一
六
頁
、
木
村
縮
二
・
新
刑
法
讃
本
〔
全
訂
版
・
昭
三

〇
〕
九
〇
頁
、
團
藤
重
光
・
刑
法
〔
改
訂
版
・
昭
三
〇
〕
三
四
六
頁
、
植
松
正
・
刑
法
學
各
論
〔
昭
二
七
〕
二
四
〇
頁
、
井
上
正
治
・
刑
法
各
論
〔
昭
二
七
〕
二
一

一
頁
等
々
）
、
到
例
も
亦
醤
法
時
代
以
來
一
貫
し
て
取
得
読
の
立
場
を
基
調
と
し
て
い
る
（
綜
合
剣
例
研
究
叢
書
刑
法
〔
1
0
〕
一
〇
〇
頁
以
下
参
照
）
。
到

例
に
よ
れ
ば
た
と
え
被
害
者
の
管
理
・
警
戒
す
る
構
内
に
あ
る
う
ち
で
も
、
と
く
に
培
壁
、
門
扉
、
鎖
鍮
等
が
あ
つ
て
そ
の
障
擬
を
排
除
し
な
け



れ
ば
構
外
に
搬
出
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
を
除
き
（
そ
れ
を
理
由
と
し
て
窃
盗
未
途
を
以
て
論
じ
た
事
案
と
し
て
東
京
高
判
昭
二
四
．
一
〇
．
一
三
特
報
一
巻

嚇
四
七
頁
）
原
則
と
し
て
既
途
を
以
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
件
の
場
合
は
な
る
程
國
有
林
と
は
云
え
そ
の
監
覗
は
現
實
に
は
常
時
爲
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
勿
論
出
入
口
に
鎖
鍮
等
の
あ

る
べ
き
筈
も
な
い
。
到
例
の
態
度
を
公
式
的
に
解
す
る
限
り
、
右
の
例
外
的
場
合
に
は
當
ら
ず
、
從
つ
て
こ
の
場
合
に
は
伐
探
し
た
だ
け
で
す
で

に
既
途
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
う
。
實
際
に
立
木
の
盗
伐
に
關
す
る
到
例
を
拾
つ
て
み
て
も
「
土
地
二
定
着
セ
ル
他
人
所
有
ノ
樹
木
ヲ

不
法
に
領
得
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
以
テ
窃
二
之
ヲ
伐
探
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
是
レ
樹
木
ヲ
自
己
ノ
支
配
内
二
移
シ
タ
ル
ニ
外
ナ
ラ
サ
レ
ハ
伐
採
行
爲
ノ
終
了

ト
同
時
二
窃
盗
罪
ハ
直
二
成
立
ス
ヘ
ク
云
々
」
（
大
剣
大
二
一
．
二
．
一
天
刑
集
二
巻
一
四
七
頁
）
と
し
叉
は
「
立
木
ヲ
伐
探
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
時
二

於
テ
既
二
犯
人
ノ
現
實
ノ
實
力
支
配
下
二
置
カ
レ
其
ノ
所
持
ヲ
取
得
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
二
窃
盗
ノ
既
途
ヲ
以
テ
目
ス
ヘ
ク
之
ヲ
他
、
畑
搬
出
ス

ル
等
ノ
庭
分
行
爲
ア
ル
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
云
々
」
（
大
剣
昭
一
六
．
五
・
二
二
刑
集
三
〇
巻
三
二
頁
）
と
し
て
、
何
れ
も
伐
探
行
爲
の
終
了
時
に

窃
取
は
完
了
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
貫
し
た
到
例
の
態
度
も
全
く
批
到
の
飴
地
が
な
い
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
軍
に
立
木

を
伐
り
倒
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
鍛
棄
罪
の
犯
意
と
も
窃
盗
の
犯
意
と
も
確
定
し
難
い
し
、
他
入
の
所
持
（
事
實
上
の
支
配
）
を
完
全
に
排
除
し
て

自
己
の
支
配
下
に
お
い
た
と
も
云
い
得
な
い
。
印
ち
牧
野
博
士
も
云
わ
れ
る
よ
う
に
「
伐
探
行
爲
に
因
つ
て
所
有
者
の
占
有
が
失
わ
れ
て
い
る
も

の
と
は
お
も
わ
れ
な
い
」
。
し
か
し
牧
野
博
士
は
更
に
こ
こ
か
ら
猫
自
の
見
解
を
展
開
し
て
「
所
有
者
は
そ
の
立
木
の
所
持
を
失
つ
た
の
で
は
な

い
が
、
し
か
し
、
そ
の
所
持
に
封
し
て
侵
害
は
爲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
云
い
換
え
れ
ば
、
所
持
が
全
然
移
韓
す
る
こ
と
が
な
い
に
し
て

も
、
被
害
者
の
所
持
が
侵
害
せ
ら
れ
、
且
つ
行
爲
者
の
所
持
が
成
立
し
た
と
こ
ろ
に
窃
盗
罪
の
既
途
が
在
る
の
で
あ
る
」
と
、
結
局
窃
盗
の
既
途

を
認
め
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
黙
に
關
し
て
博
士
と
は
反
鉗
に
未
だ
所
持
の
移
轄
が
完
全
に
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
窃
盗
の
未
途

を
以
て
論
ず
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
本
事
案
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
あ
る
程
度
財
物
の
移
韓
が
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
始
め

て
事
實
上
の
支
配
が
行
爲
者
に
露
す
る
も
の
と
目
す
べ
き
で
あ
り
、
窃
盗
の
既
途
時
期
は
大
塚
助
教
授
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
前
掲
綜
合
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判
例
研
究
叢
書
刑
法
－
o
窃
盗
罪
・
彊
盗
罪
の
既
途
時
期
参
照
）
取
得
読
を
基
調
と
し
な
が
ら
荷
、
具
艦
的
諸
事
情
に
感
じ
て
個
別
的
に
修
正
が
な
さ
れ
て

し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
本
件
の
如
き
は
正
に
そ
の
一
場
合
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も
論
じ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
観
黙

に
立
て
ば
、
本
件
の
父
の
行
爲
は
未
だ
窃
盗
の
既
途
た
り
得
ず
、
從
つ
て
被
告
人
の
蓮
搬
行
爲
は
實
父
の
森
林
窃
盗
の
承
縫
的
共
犯
と
し
て
の
行

爲
と
評
慣
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
從
つ
て
國
有
林
か
ら
自
己
の
炭
僥
窯
へ
の
蓮
搬
は
、
す
で
に
窃
盗
共
犯
と
し
て
評
憤
ず
み
の
不
可
罰
的
事
後
行

爲
と
し
て
別
に
駐
物
蓮
搬
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
本
件
で
は
刑
法
二
五
七
條
の

適
用
の
有
無
の
間
題
は
生
じ
な
か
つ
た
こ
と
に
な
る
。

　
又
、
更
に
父
の
行
爲
は
森
林
窃
盗
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
（
窃
盗
既
途
）
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
行
爲
は
木
材
を
炭
僥
窯
に
蓮

搬
す
る
ま
で
は
實
質
的
に
は
終
了
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
つ
て
そ
の
段
階
に
お
い
て
は
な
お
承
繊
的
共
犯
が
成
立
し
得
る
と
の
見
解
も
成
り
立
ち

得
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
見
解
に
從
つ
て
も
刑
法
二
五
七
條
適
用
の
飴
地
は
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
本
件
到
例
は
、
直
接
到
示
さ
れ
た
部
分
に
は
反
封
す
べ
き
も
の
は
な
い
が
、
窃
盗
の
既
途
時
期
、
共
犯
加
功
、
駐
物
罪
の
成
否
の
問

題
を
め
ぐ
つ
て
解
繹
上
は
疑
わ
し
い
も
の
が
あ
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
検
察
官
と
し
て
は
む
し
ろ
こ
の
黙
を
捉
え
て
上
告
受
理
の
申
立
を
す
る

べ
き
で
あ
つ
た
し
、
又
、
最
高
裁
と
し
て
も
上
告
受
理
を
し
た
以
上
刑
訴
四
U
一
條
を
適
用
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
黙
を
職

椹
で
究
明
し
て
も
よ
か
つ
た
よ
う
に
老
え
る
。
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