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わ
れ
わ
れ
は
、
と
か
く
現
代
の
常
識
や
概
念
で
歴
史
上
の
諸
問
題
を
解
せ
ん
と
し
て
誤
り
を
お
か
す
こ
と
が
あ
る
。
　
「
六
月
晦
大
被
」

の
祝
詞
に
み
ら
れ
る
天
津
罪
・
国
津
罪
の
分
析
は
、
わ
が
刑
事
法
発
生
史
の
研
究
に
極
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
の
ツ
ミ
の
分
析
に
あ
た
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
常
識
的
に
解
し
て
い
る
罪
の
概
念
を
も
と
に
し
て
分
析
を
行
う
が
ゆ
え
に
、
と
か

く
無
理
が
生
じ
、
ま
た
、
ツ
、
・
・
本
来
の
姿
を
見
失
い
、
そ
れ
ら
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
刑
事
法
発
生
史
に
か
ん
し
、
大
き
な
誤
解
を
も
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。

　
ツ
ミ
と
い
う
言
葉
は
、
今
目
で
は
そ
の
概
念
は
か
た
ま
っ
て
居
り
、
通
常
ツ
ミ
は
漢
字
で
「
罪
」
と
書
き
、
こ
の
罪
と
い
う
字
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
9
営
①
と
か
＜
R
ぼ
8
ぽ
b
の
意
を
も
っ
て
い
る
。
通
常
わ
れ
わ
れ
は
、
ツ
ミ
を
か
く
の
ご
と
く
常
識
的
に
犯
行
の
意

味
に
つ
か
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
子
供
が
乏
し
い
小
遣
銭
を
貯
め
て
や
っ
と
買
っ
た
玩
具
を
故
意
に
殿
す
こ
と
は
、
　
「
ヅ
ミ
な
事
だ
」

と
し
、
そ
の
毅
し
た
人
聞
は
「
ツ
、
・
・
な
奴
だ
」
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
人
を
悲
し
ま
せ
、
困
ら
せ
、
恐
れ
さ
せ
、
怒
ら
せ
、
嫌
悪

　
　
　
「
国
津
罪
」
考
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（
一
）

さ
せ
る
こ
と
な
ど
が
「
ツ
ミ
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
、
　
「
い
か
な
る
罪
ふ
か
き
身
に
て
、
か
か
る
世
に
さ
す
ら
ふ
ら
む
」
と
い

っ
た
場
合
の
ツ
ミ
は
、
前
二
者
の
ツ
ミ
の
概
念
と
は
違
っ
て
、
む
し
ろ
罪
業
の
意
昧
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
上
述
の
犯
行
の
場
合
と
は

違
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
ツ
ミ
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
常
識
的
に
解
し
て
い
る
犯
行
の
意
の
み
で
は
な
く
、
他
に
も
異
な
っ
た
意
味
が
あ
り
、
そ

れ
ら
の
す
べ
て
を
も
と
に
し
な
け
れ
ば
古
昔
の
ツ
、
・
・
の
本
質
を
探
り
う
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
古
昔
の
ツ
ミ
は

犯
行
の
そ
れ
の
み
で
は
な
く
他
の
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
　
「
図
、
、
」
は
、
か
つ
て
犯
行
と
そ
れ
に
対
す
る
天
罰
の
二
者
を

含
む
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
時
が
た
つ
に
従
っ
て
、
従
来
一
つ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
犯
行
と
天
罰
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独

立
し
た
概
念
を
も
ち
分
化
し
て
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
ツ
、
・
・
と
い
う
言
葉
は
次
第
に
犯
行
を
示
す
言
葉
と
さ
れ
る
に

至
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
上
の
よ
う
に
ツ
、
・
・
と
い
う
言
葉
の
概
念
が
変
化
し
て
ゆ
く
過
渡
期
に
「
六
月
晦
大
被
」
の
祝
詞
が
つ
く

ら
れ
た
の
で
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
天
津
罪
や
国
津
罪
は
一
元
的
な
解
釈
で
と
ら
え
る
と
あ
や
ま
り
を
お
か
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
天
津
罪
と
国
津
罪
を
く
ら
べ
る
と
、
天
津
罪
は
、
高
天
原
に
お
け
る
須
佐
之
男
命
の
所
業
が
原
型
で
あ
り
、
祝
詞
の
作
者

が
意
識
的
に
、
こ
の
須
佐
之
男
命
の
ツ
ミ
を
も
と
に
し
て
天
津
罪
を
つ
く
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
国
津
罪
に
は
以
上
の
よ
う
な

制
約
は
な
く
、
ツ
ミ
が
本
来
の
姿
で
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
、
ツ
、
・
・
を
分
析
す
る
に
つ
い
て
は
、
国
津
罪
の
ほ
う
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

天
津
罪
よ
り
は
、
よ
り
本
質
的
な
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
わ
た
く
し
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
国
津
罪
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ツ

ミ
の
本
質
を
さ
ぐ
り
、
ツ
、
・
・
の
本
質
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
代
刑
法
発
生
史
の
特
質
を
つ
か
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。



（
『
）
　
源
氏
物
語
、
玉
鍵
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
十
五
、
三
四
三
頁
。

（
二
）
　
高
柳
博
士
は
国
津
罪
に
つ
い
て
「
こ
れ
が
原
始
的
罪
悪
意
識
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
津
罪
よ
り
旧
い
と
い
う
意
味
で
肯
定
で
き
そ

　
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
国
津
罪
に
お
い
て
は
、
罪
の
意
識
が
未
分
化
で
あ
り
、
そ
の
背
後
の
社
会
関
係
が
漠
然
と
し
た
感
じ
を
与
え
る
が
、
天
津

　
罪
に
お
い
て
は
罪
の
意
識
が
統
一
さ
れ
社
会
生
活
関
係
を
あ
る
程
度
う
か
び
上
ら
せ
て
お
り
、
後
代
の
罪
へ
直
接
つ
な
が
る
も
の
が
す
で
に
で
き

　
　
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
　
（
上
古
の
罪
と
被
お
よ
び
刑
・
法
学
十
五
巻
一
号
七
五
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
国
津
罪
の
ほ
う
が
天

　
津
罪
よ
り
ふ
る
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
天
津
罪
は
須
佐
之
男
命
の
神
話
に
あ
わ
せ
て
編
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
み
ら
れ
る
史
料
か
ら

　
だ
け
で
は
、
国
津
罪
と
天
津
罪
の
ど
ち
ら
が
古
い
か
と
い
う
こ
と
を
断
ず
る
の
は
早
計
で
あ
る
と
思
う
。

二

　
延
喜
式
の
六
月
晦
大
板
祝
詞
の
な
か
か
ら
、
ま
ず
ツ
、
・
・
に
関
す
る
部
分
の
み
を
摘
出
す
る
と

　
　
国
中
爾
成
出
武
天
之
益
人
等
我
過
犯
鞍
雑
雑
罪
波
天
津
罪
止
畔
放
、
溝
埋
、
樋
放
、
頻
蒔
、
串
刺
、
生
剥
、
逆
剥
、
尿
戸
許
許
太
久

　
　
乃
罪
乎
天
津
罪
止
法
別
気
民
国
津
罪
止
生
膚
断
、
死
膚
断
、
白
人
、
胡
久
美
、
己
母
犯
罪
、
己
子
犯
罪
、
母
与
子
犯
罪
、
子
与
母
犯

　
　
罪
、
畜
犯
罪
、
昆
虫
乃
災
、
高
津
神
乃
災
、
高
津
鳥
災
、
畜
什
志
、
盤
物
為
罪
許
許
太
久
乃
罪
出
武

と
な
る
。
す
な
わ
ち
天
の
益
人
ら
が
「
過
ち
犯
し
た
」
ツ
ミ
と
し
て
天
津
罪
・
国
津
罪
そ
の
他
多
く
の
ヅ
、
・
・
が
あ
ら
わ
れ
出
で
る
で
あ
ろ

う
と
し
、
祝
詞
の
作
者
は
、
ヅ
ミ
が
過
ち
犯
さ
れ
る
も
の
と
の
前
提
に
た
っ
て
、
こ
の
大
抜
祝
詞
を
つ
く
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
津
罪

は
高
天
原
で
の
須
佐
之
男
命
の
所
業
を
も
と
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
犯
行
と
し
て
の
ツ
ミ
と
解
し
得
て
も
、
国
津
罪
の
な
か
に

　
　
　
「
国
　
　
津
　
　
罪
」
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二
〇

は
犯
行
と
し
て
の
ツ
ミ
と
解
し
得
ざ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
点
は
、
祝
詞
の
作
製
者
の
ツ
ミ
に
関
す
る
解
釈
の
問
題
で
あ
り
、
ヅ
、
、
、
自
体

の
本
質
に
関
す
る
問
題
で
は
な
い
と
思
う
。

　
さ
て
、
国
津
罪
の
ほ
う
が
天
津
罪
よ
り
ツ
ミ
自
体
を
制
約
な
し
に
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
分
類
す
る
と
以
下
の
ご
と
く
に
分
け
ら
れ
る
。

　
ω
　
性
犯
　
己
母
犯
罪
、
己
子
犯
罪
、
母
与
子
犯
罪
、
子
与
母
犯
罪
、
畜
犯
罪

　
回
　
特
殊
の
疾
病
な
ら
び
に
損
傷
に
か
ん
す
る
も
の
　
生
膚
断
、
死
膚
断
、
白
人
、
胡
久
美

　
の
　
自
然
の
災
害
　
昆
虫
災
、
高
津
鳥
災
、
高
津
神
災

　
⑭
　
特
殊
の
呪
術
　
畜
朴
し
、
壷
物
せ
る
罪

と
な
る
。
と
こ
ろ
で
国
津
罪
と
し
て
数
え
ら
れ
る
べ
き
ツ
ミ
は
、
単
に
大
被
の
祝
詞
に
お
け
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
↑
D
に
い
れ
ら
る

べ
き
も
の
と
し
て
古
事
記
仲
哀
天
皇
の
巻
に
は
上
通
下
通
婚
、
馬
婚
、
牛
婚
、
鶏
婚
の
罪
が
み
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ω

に
分
類
し
た
性
犯
を
、
他
の
表
示
を
も
っ
て
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
大
神
宮
儀
式
帳
に
は

　
　
…
－
白
人
、
古
久
彌
、
川
入
、
火
焼
罪
乎
、
国
津
罪
止
定
給
昏
－
…

と
あ
り
、
「
川
入
」
、
「
火
焼
罪
」
が
み
え
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
ツ
ミ
は
前
掲
の
い
ず
れ
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
二

つ
の
ツ
ミ
の
本
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
う
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
応
回
の
特
殊
の
疾
病
な
ら
び
に
損
傷
に
か
ん
す
る

ツ
ミ
の
な
か
に
数
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
国
津
罪
と
は
い
え
な
い
が
、
日
本
書
紀
の
神
功
皇
后
摂
政
元
年
に

　
　
…
：
昼
暗
き
こ
と
夜
の
如
く
て
、
已
に
多
く
の
目
臼
を
経
た
り
、
蒔
の
人
日
く
、
常
夜
行
と
い
う
、
皇
后
紀
直
祖
豊
耳
に
間
ひ
て
日



　
　
く
、
是
の
帷
は
何
の
由
ぞ
、
時
に
一
の
老
父
有
り
て
日
く
、
伝
に
聞
く
、
如
是
る
権
れ
を
ば
阿
豆
那
比
之
罪
と
謂
ふ
、
問
何
の
謂
ぞ
、

　
　
対
へ
て
日
く
、
二
の
社
の
祝
者
ら
共
に
合
葬
む
る
か
…
…
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
）

と
い
っ
た
く
だ
り
が
あ
る
が
、
こ
の
ア
ズ
ナ
ヒ
の
ツ
、
・
・
は
、
目
蝕
に
関
し
て
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
日
蝕
を
ひ
き
お
こ
し
た
も
の
は
二

社
の
祝
の
合
葬
で
あ
る
。
こ
の
日
蝕
と
そ
の
原
因
を
な
し
た
合
葬
を
一
つ
の
ア
ズ
ナ
ヒ
の
ツ
、
・
・
と
し
て
い
る
こ
と
は
後
に
の
べ
る
ご
と
く

ツ
ミ
の
本
質
を
理
解
す
る
場
合
の
重
要
な
史
料
と
な
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
前
提
の
分
類
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
分
類
以
前
の
ツ
ミ
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
ご
と
く
国
津
罪
を
分
類
す
る
と
、
↑
り
の
性
犯
や
ω
の
特
殊
の
呪
術
の
ツ
、
・
・
の
ご
と
く
、
明
ら
か
に
犯
行
と
し
て
の
ツ
ミ
と
思
わ

れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
＠
の
特
殊
の
疾
病
な
ら
び
に
損
傷
に
か
ん
す
る
も
の
や
の
の
自
然
の
災
害
に
つ
い
て
の
ツ
ミ
の
ご
と
く
犯
行
と
し

て
の
ツ
、
・
・
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
従
来
学
者
が
犯
行
と
し
て
数
え
て
い
た
ツ
、
・
・
で
も
、
犯
行
と
し
て
の
ツ
ミ
と
し

て
解
す
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
で
て
く
る
。
こ
の
点
、
先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
国
津
罪
の
ほ
う
が
、
天
津
罪
に
く

ら
べ
、
ツ
ミ
が
よ
り
本
来
の
姿
で
収
録
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
下
国
津
罪
と
い
わ
れ
る
諸
々
の
ツ
ミ
の
分
析
を
通
じ
ツ
ミ
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
（
一
）
　
ア
ズ
ナ
ヒ
の
ッ
ミ
の
ア
ズ
ナ
ヒ
は
集
め
る
意
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
す
れ
ば
こ
の
ッ
ミ
は
本
来
合
葬
の
タ
ブ
ー
違
反
に
つ
い
て
の
ツ

　
　
　
ミ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
国
　
津
　
罪
」
　
考

二
一
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三

1
　
自
然
の
災
害

　
ま
ず
犯
行
と
い
う
概
念
か
ら
最
も
は
な
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
前
掲
の
の
「
自
然
の
災
害
に
か
ん
す
る
ッ
ミ
」
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　
イ
　
「
昆
虫
の
災
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
「
は
ふ
む
し
」
の
災
と
読
む
の
で
あ
る
が
、
こ
の
災
は
大
被
祝
詞
の
み
な
ら
ず
大
殿
祭
祝
詞
に
も
「
…
…
下
津
綱
根
波
府
虫
能
禍
無
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
フ
ム
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
フ
ム
シ

ー
…
」
と
あ
り
、
こ
の
ハ
フ
ム
シ
は
、
宣
長
が
大
板
後
釈
に
お
い
て
「
昆
虫
は
、
波
布
牟
志
と
訓
ム
雄
略
天
皇
の
御
歌
に
も
、
波
布
牟
志

モ

母
と
あ
り
、
虫
は
は
ふ
物
な
る
故
に
、
す
べ
て
虫
を
然
云
也
、
鳥
を
飛
フ
鳥
と
い
ふ
に
同
じ
、
な
ほ
又
、
雨
を
ふ
る
雨
、
花
を
さ
く
花
と

い
ふ
類
も
、
同
じ
こ
と
也
、
…
…
上
代
に
は
、
民
の
す
み
か
、
野
山
に
ま
じ
り
て
、
か
り
そ
め
な
る
か
ま
へ
な
り
し
か
ば
、
虫
の
害
多
か

り
し
な
る
べ
し
、
又
大
殿
祭
の
祝
詞
に
し
て
も
、
挙
ら
れ
た
る
を
思
へ
ば
、
上
代
に
は
、
た
だ
な
べ
て
此
害
の
多
か
り
し
に
も
有
べ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

今
の
世
と
て
も
腹
娯
訟
蜂
な
ど
に
さ
さ
れ
て
、
な
や
む
專
無
き
に
は
あ
ら
ず
」
と
し
て
い
る
ご
と
く
、
　
ハ
フ
ム
シ
は
蛇
な
ど
の
「
這
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
は
ひ

虫
」
の
み
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
「
昆
虫
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
神
代
紀
の
一
書
に
も
大
国
主
神
が
「
鳥
、
獣
、
昆
虫
の
突
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
じ
な
ひ
や
む
る
の
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

を
撰
は
む
為
め
に
は
、
則
ち
其
の
禁
厭
之
法
を
定
む
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
ハ
フ
ム
シ
を
蛇
や
娯
訟
に
限
定
す
る
こ
と
は
な

い
と
思
う
。

　
「
昆
虫
の
災
」
の
ツ
ミ
の
実
体
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
賀
茂
真
淵
は
「
祝
詞
考
」
に
お
い
て
「
こ
は
犯
罪
の
条
な
れ
ば

蛇
を
祝
て
災
を
な
す
類
を
い
ふ
な
る
べ
し
」
と
し
、
こ
の
点
、
本
来
な
ら
ば
、
つ
づ
い
て
「
畜
朴
し
」
が
続
く
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
拘



ら
ず
、
そ
の
間
に
「
高
津
神
の
災
」
や
「
高
津
鳥
の
災
」
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
国
津
罪
編
集
に
さ
い
し
て
の
「
文
の
乱
れ
た
る
也
」

　
　
　
　
（
四
）

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
賀
茂
真
淵
は
「
昆
虫
の
災
」
を
、
蛇
を
使
用
し
て
の
呪
誼
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
「
昆
ふ
虫
」
が
蛇
で
あ
る

か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
　
「
昆
ふ
虫
」
の
使
用
を
手
段
と
し
て
の
呪
誼
と
解
す
る
こ
と
に
は
、
こ
の
ツ
ミ
が
災
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
賛
成
し
が
た
い
。
本
居
宣
長
も
賀
茂
真
淵
の
以
上
の
ご
と
き
解
釈
に
反
対
し
て
、
真
淵
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
ツ
ミ
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

と
悪
行
と
の
み
心
得
え
る
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
だ
と
の
べ
て
い
る
。

　
真
淵
の
説
は
特
異
な
説
で
あ
る
が
、
他
の
説
は
大
体
上
掲
の
宣
長
の
説
に
従
っ
た
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
高
柳
真
三
博
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

は
「
人
体
に
加
え
ら
れ
た
る
昆
虫
」
の
災
禍
と
し
、
石
井
良
助
博
士
も
「
昆
虫
に
さ
さ
れ
る
こ
と
」
と
と
か
れ
、
さ
ら
に
佐
々
波
与
佐
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

郎
氏
も
「
毒
虫
・
蛇
・
腹
・
娯
に
刺
し
咬
ま
れ
悩
む
災
厄
」
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
大
同
小
異
の
説
を
た
て
ら
れ
、
こ
れ
ら
が
今
日
の
通
説

を
な
し
て
い
る
感
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
私
は
「
昆
虫
の
災
」
を
単
に
人
体
に
加
わ
っ
た
昆
虫
の
害
と
す
る
説
に
賛
成
す
る
に
躊
躇
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ

ち
「
昆
虫
の
災
」
を
も
含
め
て
先
掲
の
に
分
類
さ
れ
て
い
る
災
は
、
そ
の
共
通
の
場
と
し
て
農
業
社
会
が
あ
り
、
通
説
は
こ
れ
ら
の
ツ
ミ

の
基
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
の
共
通
の
場
を
無
視
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
「
昆
虫
の
災
」
な
ど
が
農
業
社
会
を

場
と
し
た
ツ
ミ
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
災
は
、
農
耕
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
を
実
体
と
し
た
災
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る

し
、
通
説
の
ご
と
く
、
昆
虫
に
よ
る
身
体
な
ど
の
侵
害
な
ど
は
日
常
茶
飯
事
で
あ
り
、
ツ
、
・
・
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
国
津

罪
と
し
て
分
類
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
農
民
が
最
も
念
頭
に
お
く
の
は
、
そ
の
年
の
実
り
で
あ
る
。
豊
か

な
実
り
を
期
す
た
め
に
額
に
汗
し
、
ま
た
自
然
の
支
配
者
で
あ
る
神
へ
祈
る
。
そ
れ
ゆ
え
宗
教
に
強
く
結
び
つ
い
た
原
始
時
代
の
農
業
に

　
　
　
　
「
国
津
罪
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
論
　
　
説
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

お
い
て
は
、
不
作
は
人
々
の
農
業
労
働
の
問
題
と
い
う
よ
り
か
、
多
く
宗
教
上
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ

こ
に
「
昆
虫
の
災
」
が
国
津
罪
と
し
て
集
録
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
鍵
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
乙
ろ
で
、
昆
虫
の
害
が
い
か
に
強
い
影
響
を
農
民
生
活
に
与
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
後
の
時
代
の
令
に
「
災
蛭
」
に
か
ん
す
る

規
定
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
田
令
の
遭
水
旱
条
に
は
、

　
　
凡
遭
一
永
旱
災
蛙
↓
不
熟
之
処
、
少
レ
糠
、
応
・
須
賑
給
一
者
、
国
郡
検
レ
実
、
預
申
・
太
政
官
一
奏
聞
。

と
あ
り
、
蛭
に
よ
る
災
害
に
よ
り
凶
作
と
な
っ
た
と
き
の
救
楓
策
に
つ
い
て
規
定
し
、
ま
た
、
こ
の
虫
害
に
あ
っ
た
農
民
に
つ
い
て
は
賦

役
令
の
水
旱
条
に

　
　
凡
田
有
‘
水
皐
虫
霜
｛
不
熟
之
処
、
国
司
検
レ
実
具
録
申
レ
官
、
十
分
損
二
五
分
以
上
一
免
レ
租
、
損
二
七
分
“
免
二
租
調
｛
損
二
八
分
以
上
｛

　
　
課
役
倶
免
。
若
桑
麻
損
尽
者
、
各
免
レ
調
、
其
已
役
己
輸
者
、
聴
レ
折
二
来
年
一

と
し
て
、
租
・
庸
・
調
の
減
免
を
規
定
し
て
い
る
。
以
上
の
令
の
規
定
に
お
い
て
は
、
虫
害
が
水
旱
な
ど
の
天
災
と
同
じ
程
度
に
評
価
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
他
方
虫
害
は
、
地
方
官
の
考
課
の
資
料
と
し
て
も
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
考
課
令
の

殊
功
異
行
条
に

　
　
凡
毎
レ
年
諸
司
、
得
一
一
国
郡
司
政
、
有
殊
功
異
行
袖
及
祥
瑞
災
蛭
、
戸
口
調
役
増
減
、
当
界
豊
倹
、
盗
賊
多
少
、
並
録
送
レ
省
、

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
が
、
こ
の
よ
う
な
点
よ
り
す
る
と
虫
害
は
単
な
る
農
耕
妨
害
の
問
題
の
み
で
は
な
く
、
地
方
行
政
の
問

題
で
も
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
中
国
の
令
を
そ
の
ま
ま
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国

に
お
い
て
は
、
ど
れ
だ
け
実
効
性
が
あ
っ
た
か
は
大
い
に
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
農
業
社
会
に
お
け
る
虫
害
の
地
位
は
、



こ
れ
ら
令
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
の
ご
と
く
虫
害
が
農
業
社
会
に
お
い
て
占
め
る
地
位
は
重
く
且
つ
大
き
い
。
か
く
す
れ
ば
「
昆
虫
の
災
」
と
は
通
説
の
ご
と
く
目

常
茶
飯
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
た
人
体
に
対
す
る
虫
害
と
す
る
こ
と
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
昆
虫
の
災
」
と
は
、

農
民
に
と
っ
て
死
活
の
問
題
に
な
り
え
た
作
物
・
田
畑
に
対
す
る
虫
害
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
斎
部
広
成
は
古
語
拾
遺
を
撰
し
た
。
そ
の
古
語
拾
遺
を
撰
し
た
動
機
は
、
よ
う
や
く
国
家
の
祭
祀
に
お
い
て
主

流
を
な
さ
ん
と
し
つ
つ
あ
っ
た
中
臣
氏
に
対
抗
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
古
語
拾
遺
に
は
正
史
に
も
れ
た

斎
部
氏
の
伝
承
が
多
く
し
る
さ
れ
、
時
代
的
に
は
九
世
紀
の
初
頭
と
い
っ
た
記
紀
に
く
ら
べ
、
は
る
か
に
お
く
れ
て
つ
く
ら
れ
、
ま
た
史

料
と
し
て
も
い
さ
さ
か
問
題
に
な
る
も
の
を
ふ
く
ん
で
は
い
る
が
、
古
語
拾
遺
に
は
正
史
に
み
ら
れ
な
い
貴
重
な
史
料
が
ふ
く
ま
れ
て
い

る
こ
と
は
反
面
学
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
「
昆
虫
の
災
」
の
本
質
を
考
え
る
に
つ
い
て
、
次
に
示
す
古
語
拾
遺
の
一
文
は
、

単
に
「
昆
虫
の
災
」
の
本
質
を
明
示
す
る
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
に
ツ
、
・
・
の
本
質
ま
で
サ
ゼ
ス
ト
し
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
オ
ト
コ
ヌ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ヘ
ヤ
ト
シ
ノ
カ
ミ

　
　
昔
在
、
神
代
に
、
大
地
主
神
、
田
営
り
ま
し
し
目
に
、
牛
宍
を
以
て
田
人
に
食
は
し
め
た
ま
ひ
き
。
時
に
御
歳
神
の
子
、
其
の
田
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ホ
ネ
ム
シ

　
　
至
ま
し
て
、
饗
に
唾
き
て
還
り
ま
し
て
、
状
を
父
に
告
げ
ま
し
き
。
御
歳
神
、
発
怒
り
ま
し
て
、
　
蛙
を
其
の
田
に
放
ち
た
ま
ひ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
ヌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
タ
カ
ム
ナ
ギ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
マ
ワ

　
　
か
ば
、
苗
の
葉
忽
に
枯
れ
損
は
れ
て
、
篠
竹
の
似
な
り
き
。
是
に
大
地
主
神
、
片
巫
（
志
止
止
鳥
）
肱
巫
（
今
の
俗
の
竈
輪
・
及

　
　
米
占
な
り
）
を
し
て
、
其
の
由
を
占
求
は
し
め
た
ま
ひ
し
に
、
御
歳
神
崇
を
為
ま
す
、
宜
し
く
白
猪
・
白
馬
・
白
難
を
献
り
て
、
其

　
　
の
怒
を
解
め
ま
つ
る
べ
し
と
ま
を
す
に
、
教
の
依
に
、
謝
み
奉
り
ま
す
と
き
に
、
御
歳
神
答
へ
た
ま
は
く
、
実
に
五
呈
息
ぞ
、
宜
し
く

　
　
　
「
国
津
罪
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
論
　
　
説
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
　
　
　
　
　
　
カ
セ

　
　
麻
柄
を
以
て
搾
を
作
り
て
搾
ぎ
、
乃
ち
其
の
葉
を
以
て
掃
ひ
、
天
押
草
以
て
押
し
、
烏
扇
以
て
扇
ぐ
べ
し
。
若
し
如
此
し
て
出
で
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
》
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ス
ダ
マ
　
　
ナ
ル
ハ
ジ
カ
、
、
、

　
　
ら
ず
は
、
宜
し
く
牛
宍
を
以
て
溝
口
に
置
き
、
男
茎
の
形
を
作
り
て
加
へ
、
（
是
は
、
其
の
怒
を
厭
ふ
所
以
な
り
）
慧
子
・
蜀
　
椒
・

　
　
ク
ル
ミ
ノ

　
　
呉
桃
葉
、
及
塩
を
以
て
其
の
畔
に
班
置
く
べ
し
と
の
た
ま
ひ
き
。
傍
れ
其
の
教
の
従
に
せ
し
か
ば
、
苗
の
葉
復
茂
り
て
、
年
穀
豊
稔

　
　
な
り
き
、
是
は
今
、
神
紙
官
に
、
白
猪
・
白
馬
・
白
難
以
て
御
歳
神
を
祭
る
こ
と
の
縁
な
り
。

と
。
こ
の
神
話
に
よ
る
と
田
の
作
物
に
対
す
る
虫
害
は
、
御
歳
神
の
嫌
悪
す
る
田
づ
く
り
の
時
の
肉
食
に
激
怒
し
た
御
歳
神
が
怒
の
表
現

と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
虫
害
に
対
し
大
地
主
神
は
、
御
歳
神
の
怒
を
和
わ
ら
げ
る
た
め
白
猪
・
白
馬
・
白
難
を
献
ま
つ
り
、

ま
ず
御
歳
神
の
怒
を
解
き
、
さ
ら
に
御
歳
神
の
教
に
よ
り
豊
稔
に
つ
い
て
の
マ
ジ
ッ
ク
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
り
年
穀
の
豊
稔
を
得
た
と
し

て
い
る
。

　
こ
の
神
話
は
「
昆
虫
の
災
」
の
本
質
を
考
え
る
場
合
に
多
く
の
ヒ
ン
ト
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
昆
虫
の
災
」
は
、
こ
の
神

話
に
で
て
く
る
蛙
に
よ
っ
て
苗
葉
が
喰
い
荒
ら
さ
れ
る
な
ど
の
虫
害
を
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
目
で
も
農
村
に
散
見
さ
れ

る
虫
送
り
な
ど
の
民
俗
も
、
田
畑
に
害
虫
を
つ
け
た
霊
に
対
す
る
宗
教
的
行
事
で
あ
り
、
そ
の
源
流
は
「
昆
虫
の
災
」
の
源
流
と
同
じ
思

想
よ
り
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
田
令
や
考
課
令
に
虫
害
に
か
ん
す
る
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
虫
害
が

当
時
の
社
会
生
活
内
に
お
い
て
占
め
て
い
た
地
位
が
、
他
の
凶
作
の
諸
原
因
に
く
ら
べ
相
当
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
を
い
れ
な
い
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

ろ
で
あ
る
し
、
そ
れ
だ
け
虫
害
は
農
業
社
会
に
お
い
て
は
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
農
民
の
関
心
を
ひ
く

重
大
な
虫
害
に
つ
い
て
現
在
の
農
村
で
あ
れ
ば
、
虫
害
を
自
然
現
象
と
し
て
科
学
的
に
把
握
し
、
そ
れ
に
対
す
る
適
切
な
る
措
置
を
と
る

で
あ
ろ
う
が
、
古
昔
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
虫
害
は
古
語
拾
遺
の
神
話
で
み
た
ご
と
く
超
自
然
的
権
威
の
崇
で
あ
る
と
確
信
さ
れ
て
お
り
、



そ
の
よ
う
な
虫
害
に
対
す
る
対
策
と
し
て
は
宗
教
的
行
事
に
よ
る
超
自
然
的
権
威
の
ゆ
る
し
に
よ
る
虫
害
の
収
拾
と
呪
い
に
よ
る
回
復
以

外
に
手
段
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
古
昔
の
人
々
が
日
常
一
般
に
行
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う

な
常
識
が
神
話
と
し
て
前
掲
の
ご
と
く
古
語
拾
遺
に
収
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
今
日
の
民
俗
的
行
事
で
あ
る
「
虫
送
り
」
な
ど

よ
り
し
て
も
虫
害
の
宗
教
的
件
格
を
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
も
考
え
る
な
ら
ば
、
私
は
「
昆
虫
の
災
」
が
通
説
の
と
く
が
ご

と
き
も
の
で
は
な
く
農
業
社
会
に
お
け
る
虫
害
と
し
て
の
本
質
を
も
っ
た
ツ
、
・
・
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
犯
行
と
し
て
の
ツ
、
・
・
で
は
な
く
、

天
罰
・
天
刑
と
し
て
の
ツ
ミ
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

　
口
　
「
高
津
鳥
の
災
」

　
こ
の
ツ
ミ
に
つ
い
て
も
、
ま
た
宣
長
以
降
、
宣
長
説
に
き
わ
だ
っ
た
異
説
を
と
な
え
た
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
。
本
居
宣
長
は
「
高
津

鳥
の
災
」
に
つ
い
て
「
高
つ
鳥
は
、
右
に
い
へ
る
如
く
、
空
飛
フ
鳥
と
い
ふ
意
に
て
、
た
鐙
鳥
の
事
也
、
さ
て
此
災
は
、
大
殿
祭
ノ
詞
に

ア
メ
ノ
チ
ダ
リ
ト
ブ
ト
リ
ノ
ワ
ザ
ハ
ヒ
ナ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ダ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ニ
ハ

天
乃
血
垂
飛
鳥
乃
禍
無
久
と
あ
る
、
即
チ
是
に
て
、
血
垂
は
応
神
天
皇
の
御
歌
に
、
も
』
ち
だ
る
家
庭
と
よ
ま
せ
給
へ
る
、
ち
だ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ダ
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
マ
ド

一
ッ
に
て
、
古
事
記
上
巻
に
は
、
登
陀
流
と
有
リ
、
そ
は
上
代
人
の
家
の
、
屋
根
の
竈
処
の
上
の
、
煙
を
出
す
処
の
名
也
、
さ
れ
ば
其
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
シ
キ
　
　
　
　
グ
ヒ

ヘ
を
飛
ヒ
渡
る
諸
の
鳥
の
、
毒
な
ど
あ
る
糞
、
又
さ
ら
で
も
毒
物
な
ど
咋
来
て
、
竈
の
上
へ
落
す
事
な
ど
あ
り
て
、
其
毒
に
あ
た
る
た
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
）

ひ
、
こ
れ
高
津
鳥
の
災
也
」
と
し
、
鳥
が
毒
糞
そ
の
他
の
有
毒
物
を
落
と
し
、
そ
れ
に
あ
た
る
た
ぐ
い
の
ツ
、
、
・
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
）

な
わ
ち
高
柳
博
士
は
、
こ
の
宣
長
説
を
う
け
て
「
人
体
に
加
え
ら
れ
る
…
…
鳥
類
に
よ
る
災
禍
」
と
さ
れ
、
ま
た
石
井
博
士
は
、
い
さ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
）

か
説
を
異
に
は
し
て
お
ら
れ
る
が
「
鳥
の
糞
等
が
」
殊
に
神
聖
な
も
の
に
「
か
玉
る
こ
と
で
あ
ら
う
」
と
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
「
高
津
鳥
の
災
」
に
つ
い
て
も
私
は
通
説
と
異
っ
た
み
か
た
を
し
て
い
る
。
先
述
の
ご
と
く
「
昆
虫
の
災
」
を
農
業
社
会
に

　
　
　
「
国
津
罪
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
入

お
い
て
最
も
関
心
を
ひ
く
生
産
活
動
に
対
す
る
侵
害
や
妨
害
を
実
体
と
す
る
ツ
ミ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
「
高
津
鳥
の
災
」
も
同
じ
性
格
を

も
っ
た
ツ
ミ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
「
高
津
鳥
の
災
」
は
収
穫
期
な
ど
に
お
け
る
作
物
に
対
す
る
鳥
害
を
実
体
と
し
た

ツ
ミ
と
思
う
。
鳥
害
も
虫
害
も
同
じ
よ
う
に
農
民
に
と
っ
て
は
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
こ
の
鳥
害
も
虫
害
と
同
じ
様
に
古
昔
の
人
々
に
と

っ
て
は
超
自
然
的
権
威
の
意
思
に
よ
り
お
乙
さ
れ
た
も
の
と
信
じ
て
居
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
々
は
自
分
た
ち
の
田
畠
に
神
の
依

代
の
人
形
な
ど
を
た
て
て
、
こ
れ
ら
の
侵
害
を
避
け
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
　
「
高
津
神
の
災
」

　
「
昆
虫
の
災
」
と
「
高
津
鳥
の
災
」
が
作
物
農
地
に
対
す
る
昆
虫
や
鳥
類
の
侵
害
で
あ
る
の
に
対
し
「
高
津
神
の
災
」
は
作
物
や
農
地

に
対
す
る
風
雨
な
ど
天
侯
に
よ
る
災
害
を
実
体
と
し
た
ヅ
、
・
・
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
こ
の
「
高
津
神
の
災
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
カ
ユ
ク
タ
ヅ
タ
カ
ユ
ク
　
　
ハ
ヤ
フ
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
カ
ト
ブ
ト
リ

に
つ
い
て
も
宣
長
は
「
高
と
は
空
を
い
ふ
、
古
事
記
に
高
牲
鵠
高
行
や
隼
、
万
葉
集
四
に
高
飛
鳥
、
な
ど
い
へ
る
皆
、
そ
ら
ゆ
く
そ
ら

と
ぶ
と
い
ふ
こ
と
に
て
、
た
父
に
高
く
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
、
次
な
る
高
津
鳥
の
高
も
同
じ
、
さ
て
高
津
神
と
は
、
雷
を
い
ふ
な
る
べ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
　
　
ラ

又
世
俗
に
天
狗
と
い
ふ
物
に
と
ら
る
鼠
な
ど
も
、
高
津
神
の
災
と
い
ふ
べ
し
、
虚
空
を
飛
ヒ
あ
り
く
物
な
れ
ば
也
、
此
条
も
、
こ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
）

災
に
あ
ふ
を
罪
と
す
る
也
」
と
し
、
こ
の
宣
長
説
を
う
け
て
学
者
は
、
人
体
や
神
聖
な
も
の
に
雷
が
お
ち
た
り
す
る
災
を
「
高
津
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
）

災
」
と
し
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
説
に
よ
る
と
、
高
津
神
と
は
雷
を
い
う
の
だ
と
な
る
。
も
つ
と
も
、
天
か
け
る
神
と
し
て

天
空
を
轟
音
と
閃
光
で
力
強
く
あ
ば
れ
ま
わ
る
雷
に
対
し
、
人
々
は
他
の
な
に
よ
り
も
神
の
存
在
を
強
く
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え

雷
も
高
津
神
で
あ
る
こ
と
に
は
私
も
疑
を
さ
し
は
さ
む
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
高
津
神
と
い
う
の
は
雷
神
の
み
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

か
。
古
昔
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
雨
や
風
を
支
配
し
て
い
る
雨
の
神
の
存
在
は
雷
神
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
こ
れ
は



延
喜
式
の
祝
詞
を
ひ
も
ど
け
ば
納
得
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
天
侯
気
象
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
の
支
配
が
あ
り
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
天
空
に
い
ま
す
も
の
と
人
々
は
信
じ
て
居
た
の
で
あ
り
、
か
く
て
、
こ
れ
ら
の
神
々
が
高
津
神
と
い
わ
れ
た
の
で
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
神
々
が
人
々
の
所
業
に
対
し
崇
と
し
て
な
し
た
農
業
生
産
に
障
凝
を
与
え
る
干
天
さ
ら
に
は
豪
雨
あ
る
い
は
暴
風

雨
な
ど
天
侯
を
支
配
し
て
い
る
神
よ
り
す
る
災
害
と
思
わ
れ
る
も
の
が
「
高
津
神
の
災
」
で
あ
ろ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
二
　
以
上
「
昆
虫
の
災
」
「
高
津
鳥
の
災
」
そ
し
て
「
高
津
神
の
災
」
な
ど
自
然
の
災
害
と
思
わ
れ
る
ツ
ミ
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、

そ
れ
に
よ
る
と
こ
れ
ら
の
災
を
犯
行
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
、
そ
の
犯
行
が
神
の
嫌
悪
す
る
穣
れ
で
あ
る
と
す
る
よ
り
か
は
、
む
し
ろ

神
に
よ
っ
て
人
々
に
加
え
ら
れ
た
崇
罰
と
解
し
た
方
が
よ
い
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
ツ
ミ
を
崇
罰
と
し
て
の
災
害
と
解
す
る
場
合
、
虫
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
六
）

・
鳥
害
・
天
災
な
ど
農
業
社
会
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
災
害
と
解
し
た
方
が
適
切
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
崇
罰
が

下
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
当
然
先
行
す
る
も
の
と
し
て
人
々
の
神
に
対
す
る
犯
行
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
人
の
犯
行
と
神
の
崇
罰

の
二
者
が
分
化
せ
ず
に
一
つ
の
概
念
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
が
最
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
型
に
お
け
る
ツ
ミ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
一
）

（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

大
殿
祭
祝
詞
に
お
け
る
下
津
綱
根
な
ら
び
に
天
乃
血
垂
に
つ
い
て
は
金
子
武
雄
「
下
津
綱
根
」
・
「
天
乃
血
垂
」
考

頁
以
下
。
）

　
本
居
宣
長
全
集
第
五
巻
　
三
九
三
頁
。

　
武
田
祐
吉
校
註
、
祝
詞
（
日
本
古
典
文
学
大
系
版
）
四

　
前
掲
本
居
宣
長
全
集
、
三
九
二
頁
。

　
同
右
、
三
九
三
頁
。

「
国
　
津
　
罪
」
　
考

一
八
頁
註
六
、
同
四
二
五
頁
註
一
九
。

（
延
喜
式
祝
詞
講
・
四
〇
八

二
九



　　 　　 　　 　
九八七六）　）　 ）　）

（
＋
）

（
＋
一
）

（
＋
二
）

（
＋
三
）

（
＋
四
）

（
＋
五
）

論
　
　
　
説
（
杉
山
）

　
高
柳
真
三
博
士
前
掲
論
文
、
　
一
号
七
二
頁
α

　
石
井
良
助
、
日
本
法
制
史
概
説
、
四
十
一
頁
註
二
。

　
佐
々
波
与
佐
次
郎
、
日
本
刑
事
法
制
史
、
三
丁
へ
頁
。

　
豊
田
武
編
、
産
業
史
1
（
体
系
日
本
史
叢
書
）
三
六
六
頁
以
下
、
な
お
日
本
残
酷
物
語
第
二
部
三
三
九
頁
以
下
に
は
、

ノ
サ
マ
バ
ッ
タ
や
ブ
ラ
ン
コ
ケ
ム
シ
の
大
発
生
に
よ
り
甚
大
な
被
害
が
あ
た
え
ら
れ
た
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。

　
前
掲
本
居
宣
長
全
集
、
三
九
四
頁
、
三
九
五
頁
。

　
　
え
る
神
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
」
』

（
＋
六
）

　
　
罪
の
中
に
は
、

　
　
は
共
同
社
会
の
う
け
た
災
で
あ
る
」

（
＋
七
）

　
　
を
惹
起
す
る
力
を
有
つ
た
、

　
　
ら
も
さ
よ
う
な
災
気
を
生
ず
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う

三
〇明

治
以
降
に
お
け
る
ト

高
柳
博
士
前
掲
論
文
一
巻
七
三
頁
。

石
井
博
士
前
掲
書
、
四
十
一
頁
。

前
掲
書
本
居
宣
長
全
集
、
三
九
四
頁
。

高
柳
博
士
前
掲
論
文
、
　
一
巻
七
三
頁
、
石
井
博
士
前
掲
書
、
四
十
一
頁
。

金
子
武
雄
教
授
は
『
「
高
津
神
と
は
何
を
指
す
か
に
就
い
て
は
、
古
来
種
々
の
見
解
が
あ
る
が
、
恐
ら
く
、
漠
然
と
、
高
い
処
に
居
る
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
さ
れ
て
い
る
。
同
教
授
前
掲
書
一
七
一
頁
。

井
上
光
貞
氏
も
「
こ
れ
ら
三
つ
の
災
は
、
農
村
を
場
と
し
て
考
え
る
と
、
全
体
と
し
て
の
意
味
が
通
じ
て
く
る
の
で
あ
る
、
要
す
る
に
国
津

　
　
　
　
一
類
の
も
の
と
し
て
、
罪
で
は
な
く
災
、
す
な
わ
ち
、
疫
病
と
農
村
の
被
害
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
前
者
は
個
人
的
な
災
、
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
さ
れ
て
い
る
。
目
本
古
代
国
家
の
研
究
、
二
六
一
頁
。

金
子
教
授
は
、
こ
れ
ら
の
災
に
つ
い
て
「
已
に
人
の
身
に
及
ん
で
実
現
し
た
災
禍
を
指
す
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
人
の
身
に
及
べ
ば
災
禍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
種
の
気
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
を
災
気
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
…
…
昆
虫
や
高
津
神
や
高
津
鳥
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
「
昆
虫
乃
災
」
「
高
津
神
乃
災
」
・
「
高
津
鳥
災
」
と
は
、
虫
や
神
や
鳥



が
人
間
に
与
へ
る
「
危
害
」
を
指
す
の
で
は
な
く
、
「
災
禍
」
を
与
へ
る
力
を
有
っ
た
「
災
気
」
を
指
す
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
　
こ

れ
を
枝
ふ
と
い
ふ
意
味
は
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
」
（
金
子
教
授
前
掲
書
四
五
五
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
ツ
ミ
と
ハ
ラ
ヘ
の
関
係
に

お
い
て
大
き
な
問
題
が
出
て
く
る
。
「
高
津
鳥
の
災
」
等
々
に
対
す
る
ハ
ラ
ヘ
は
何
を
目
標
に
し
て
な
さ
る
べ
き
ハ
ラ
ヘ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
金

子
教
授
は
鳥
や
昆
虫
の
「
災
禍
」
を
与
え
る
力
を
も
っ
た
「
災
気
」
を
抜
ふ
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
題
は
ツ
、
、
、
と
は
何
か
の
問

題
に
帰
着
す
る
の
で
節
を
改
め
て
後
述
す
る
。

　
2
　
疾
病
・
損
傷
と
し
て
の
ツ
、
、
・

　
前
節
に
お
い
て
自
然
の
災
害
と
思
わ
れ
る
ツ
、
・
・
に
つ
い
て
分
析
を
こ
こ
ろ
み
た
、
そ
こ
で
、
こ
の
自
然
の
災
害
と
質
に
お
い
て
類
似
し

て
い
る
ツ
ミ
と
思
わ
れ
る
前
掲
分
類
の
回
の
「
特
殊
の
疾
病
な
ら
び
に
損
傷
に
か
ん
す
る
ツ
、
・
・
」
に
つ
い
て
、
つ
づ
い
て
考
え
て
み
た
い

　
ヤ
　
　
　
の

と
思
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
特
殊
の
疾
病
と
し
て
、
一
種
の
災
的
な
ツ
、
・
・
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
「
白
人
」
「
胡
久
美
」
が
あ
る
が
、
私
は
、
こ
こ
に
分
類

さ
る
べ
き
ツ
ミ
は
、
こ
の
両
者
の
み
で
は
な
く
「
生
膚
断
」
「
死
膚
断
」
さ
ら
に
は
太
神
宮
儀
式
帳
に
み
え
る
「
川
入
」
「
火
焼
罪
」
も
こ

こ
に
入
れ
て
考
え
て
よ
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
イ
　
「
白
人
」
　
「
胡
久
美
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
づ
か
ら
ま
ゐ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
だ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
は
た

　
推
古
紀
二
十
年
夏
五
月
の
く
だ
り
に
「
是
の
歳
、
百
済
国
よ
り
化
　
来
る
者
有
り
、
其
の
面
身
皆
斑
白
な
り
、
若
し
白
癩
有
る
者

か
－
…
」
と
み
え
て
い
る
が
、
こ
の
シ
ラ
ハ
タ
が
「
白
人
」
の
病
状
で
あ
ろ
う
か
。
和
名
抄
に
「
病
源
論
云
、
白
簸
瀧
娘
、
人
面
及
身
頸

皮
肉
、
色
変
レ
白
、
亦
不
痛
養
一
者
也
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
恐
ら
く
「
白
人
」
と
い
う
の
は
今
目
い
う
一
種
の
白
皮
症
の

　
　
　
「
国
津
罪
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
一



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

病
状
を
呈
す
る
ツ
、
・
・
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
マ
　
シ
　
シ
　
　
　
ア
マ
リ
シ
シ

　
ま
た
「
胡
久
美
」
も
和
名
抄
に
「
癒
肉
。
説
文
云
、
癒
萩
酢
強
．
驚
輌
寄
肉
也
」
と
あ
り
、
宣
長
は
阿
万
之
之
と
は
贅
病
の
こ
と
で

あ
る
と
し
、
瘤
あ
る
い
は
疵
と
解
し
て
い
る
。
胡
久
美
に
つ
い
て
は
、
こ
の
宣
長
説
を
今
日
で
も
多
く
の
学
者
は
踏
襲
し
て
い
る
が
、
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

子
教
授
は
『
恐
ら
く
「
白
人
」
も
「
胡
久
美
」
も
恐
ら
く
癩
を
病
む
人
若
し
く
は
病
体
を
指
し
た
の
で
あ
り
…
…
』
と
さ
れ
て
い
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
「
白
人
」
・
「
胡
久
美
」
は
悪
質
な
特
殊
な
疾
病
を
さ
し
た
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、

「
白
人
」
・
「
胡
久
美
」
が
な
に
ゆ
え
に
ヅ
ミ
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
ま
ず
例
に
よ
り
宣
長
の
言
葉
を
き
こ
う
。
宣
長
は
「
か
く
て
此
類
は
共
に
、
き
た
な
き
物
な
る
故
に
、
穣
を
以
て
罪
と
す
る
也
。
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ナ
ル
ヲ
　
　
　
ニ
　
　
ス
　
　
ム
ト
　
　
　
　
　
ニ

推
古
天
皇
の
御
世
に
参
来
た
り
し
、
百
済
人
の
斑
白
な
り
し
も
、
白
人
の
た
ぐ
ひ
な
る
を
、
そ
こ
に
悪
三
其
異
一
於
人
一
欲
レ
棄
一
海
中
島
↓
と

あ
る
如
く
、
さ
る
類
は
、
き
た
な
き
物
に
て
、
世
の
人
も
悪
み
、
ま
し
て
神
は
に
く
み
き
た
な
み
給
ふ
也
、
書
紀
履
中
ノ
巻
に
見
え
た
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
マ
カ
ヒ
ベ
　
　
メ
す
キ
　
　
　
　
　
グ
渉
キ

淡
路
島
に
坐
シ
ま
す
伊
弊
諾
ノ
神
の
飼
部
の
鯨
の
疵
の
鼻
気
を
、
悪
み
給
ひ
し
事
な
ど
を
も
思
ふ
べ
し
。
さ
て
被
に
よ
り
て
、
白
人
胡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

久
美
の
類
の
、
直
る
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
抜
つ
物
を
出
し
て
被
へ
ば
、
そ
の
穣
の
清
ま
る
也
」
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
「
白
入
」
・

「
胡
久
美
」
と
も
神
の
嫌
悪
す
る
穣
を
も
っ
た
疾
病
な
の
で
ツ
ミ
に
な
る
の
だ
と
し
、
こ
れ
ら
の
疾
病
は
崇
罰
と
し
て
の
ツ
、
・
・
で
は
な
く
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
一
種
の
犯
行
的
ツ
ミ
の
類
に
入
れ
ら
る
べ
き
ツ
ミ
と
解
し
て
い
る
。
宣
長
の
か
か
る
説
は
今
目
で
も
多
く
の
学
者
に

よ
り
う
け
継
が
れ
て
い
る
。
例
え
ば
石
井
博
士
も
『
結
局
、
こ
れ
ら
の
行
為
な
い
し
事
実
は
神
の
忌
嫌
う
行
為
な
い
し
事
実
で
あ
る
か
ら
、

「
つ
み
」
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
説
明
は
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
つ
み
」
と
は
、
神
の
忌
嫌
う
事
柄
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
れ
ば
、
「
づ
み
」
の
根
底
に
は
、
「
い
み
」
（
忌
）
の
思
想
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
神
の
「
い
み
」
嫌
う
こ
と
（
タ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

ブ
ー
）
が
起
き
る
こ
と
、
ま
た
こ
れ
を
起
す
こ
と
が
「
つ
み
」
だ
つ
た
の
で
あ
る
』
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
「
白
人
」
・
「
胡
久
美
」
の
二
つ
の
ツ
ミ
を
以
上
の
ご
と
く
解
す
る
こ
と
は
、
ツ
ミ
と
は
「
罪
」
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
て

解
す
る
か
ら
以
上
の
説
以
外
に
説
明
は
つ
か
な
い
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
私
は
く
み
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
「
白
人
」
・

「
胡
久
美
」
は
犯
行
と
し
て
の
ツ
、
・
・
《
因
と
し
て
の
ツ
ミ
》
で
は
な
く
崇
罰
と
し
て
の
ツ
、
・
・
《
果
と
し
て
の
ツ
、
・
・
》
と
し
て
考
え
ら
る
べ

き
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
も
し
「
白
人
」
・
「
胡
久
美
」
が
神
の
忌
嫌
う
ツ
、
・
・
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
ツ
、
・
・
に
対
し
て
は
ハ
ラ
ヘ
が

執
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
古
昔
の
人
々
の
思
想
と
し
て
、
例
え
ば
白
人
の
人
に
ハ
ラ
ヘ
を
科
し
た
と
し
て
も
依
然
と
し

て
白
人
の
状
態
は
継
続
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ハ
ラ
ヘ
さ
え
科
せ
ば
た
と
え
病
状
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
て
も
ケ
ガ
レ

は
無
く
な
っ
た
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
私
は
大
い
に
疑
念
を
も
つ
。
金
子
教
授
は
『
病
人
若
し
く
は
病
体
そ
の
も
の
を
被
ひ
却

る
と
い
ふ
こ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
か
ら
汚
穣
が
生
ず
る
も
の
と
考
へ
、
こ
の
汚
穣
を
祓
は
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

…
…
か
や
う
な
場
合
の
「
汚
穣
」
と
は
、
物
質
的
な
汚
穣
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
汚
穣
か
ら
生
ず
る
と
考
へ
ら
れ
た
「
災
気
」
で
あ
ろ
う
。

さ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
被
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
と
思
ふ
。
汚
穣
が
忌
ま
れ
た
の
は
、
主
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
災
気
を
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

ず
る
と
考
へ
ら
れ
た
為
で
あ
ろ
う
。
』
と
さ
れ
。
こ
の
疑
問
を
解
決
せ
ん
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
疾
病
か
ら
発
生
す
る
汚
穣
の
災

気
を
祓
う
た
め
に
ハ
ラ
ヘ
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ハ
ラ
ヘ
を
科
し
終
っ
て
も
依
然
と
し
て
疾
病
が
続
い
て
い
る
と
き
、
す

で
に
ハ
ラ
ヘ
を
科
し
た
の
で
、
そ
の
病
気
に
よ
る
汚
穣
の
災
気
は
被
い
ぬ
ぐ
い
清
め
ら
れ
た
と
人
々
は
考
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
さ
て
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

に
よ
り
て
、
白
人
胡
久
美
の
類
の
、
直
る
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
被
つ
物
を
出
し
て
抜
へ
ば
、
そ
の
穣
の
清
ま
る
也
」
と
宣
長
も
簡
単
に

言
っ
て
い
る
が
、
古
昔
の
人
々
は
、
も
の
ご
と
を
そ
の
様
に
観
念
的
に
み
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
「
国
津
罪
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
私
は
「
白
人
」
・
「
胡
久
美
」
を
犯
行
的
な
ツ
ミ
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
が
悪
疾
で
あ
り
人
も
嫌
悪
す
る
の
で
、
ま
し
て
神
に
お
い
て
お
や

と
考
え
、
こ
れ
ら
悪
疾
は
神
の
忌
み
嫌
う
穣
を
も
っ
て
い
る
の
で
ツ
、
・
・
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
白
人
」
に
し
て
も
「
胡
久
美
」
に
し
て
も
、
そ
の
疾
病
自
体
の
穣
を
神
が
嫌
悪
す
る
た
め
に
ヅ
ミ
と
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
何
か
神
を

怒
ら
す
所
業
（
犯
行
と
し
て
の
ツ
ミ
）
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
、
神
か
ら
下
さ
れ
た
天
刑
・
天
罰
・
崇
罰
と
し
て
神
か
ら
「
白
人
」
や

「
胡
久
美
」
な
ど
の
業
病
を
科
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
神
を
怒
ら
し
た
所
業
と
神
よ
り
の
崇
罰
を
一
つ
の
概
念
と
し
て

の
ツ
ミ
と
古
昔
の
人
々
は
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
滝
川
政
次
郎
博
士
が
「
上
代
人
が
斯
か
る
不
具
、
疾
病
、
災
厄
等
を
罪
に
数
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

た
の
は
、
其
れ
が
ノ
リ
に
違
う
て
神
の
怒
り
を
買
っ
た
結
果
で
あ
る
と
思
惟
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
卓
見

で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
以
上
の
ご
と
く
「
白
人
」
「
胡
久
美
」
の
本
質
を
崇
罰
と
し
て
の
ツ
ミ
と
す
る
の
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
ツ
ミ
に
対
す
る
ハ
ラ
ヘ
の
性
格

が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
も
と
よ
り
「
白
人
」
「
胡
久
美
」
に
対
す
る
ハ
ラ
ヘ
は
、
そ
の
穣
れ
や
穣
れ
か
ら
発
す
る
災
気
を
板
う
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

み
で
は
な
く
、
か
か
る
悪
疾
の
原
因
を
な
し
て
い
る
神
の
怒
を
し
ず
め
和
ら
げ
る
た
め
の
ハ
ラ
ヘ
で
も
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
口
　
「
生
膚
断
」
　
「
死
膚
断
」

　
賀
茂
真
淵
は
「
生
膚
断
」
「
死
膚
断
」
を
「
生
な
が
ら
こ
玉
か
し
こ
に
疵
を
つ
け
て
、
人
を
殺
し
、
又
死
た
る
人
の
体
を
傷
ふ
を
も
、
罪

と
せ
り
」
と
し
、
今
目
の
傷
害
、
殺
人
ま
た
は
死
体
損
壊
の
罪
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
ツ
ミ
を
み
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

み
か
た
は
今
日
に
お
い
て
も
石
井
博
士
が
「
こ
の
中
に
、
生
膚
断
、
死
膚
断
の
ご
と
き
、
現
代
人
の
感
覚
か
ら
い
っ
て
も
犯
罪
に
な
り
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

う
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
…
…
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
。
真
淵
の
ご
と
き
解
釈
に
対
し
本
居
宣
長
は
「
さ
て
こ
は
、



生
人
に
も
あ
れ
、
死
屍
に
も
あ
れ
、
其
膚
に
疵
を
つ
く
る
礒
。
を
以
て
、
罪
と
す
る
也
、
機
を
罪
と
す
る
こ
と
、
次
に
委
ク
云
べ
し
、
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ト

身
を
傷
ふ
悪
行
の
方
を
以
て
、
罪
と
す
る
に
は
あ
ら
ず
、
其
疵
を
椴
と
す
る
也
、
さ
れ
ば
他
に
疵
つ
く
る
の
み
な
ら
ず
、
己
が
身
に
疵
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
チ

く
る
も
、
同
じ
事
也
、
又
人
に
疵
を
つ
け
た
る
者
も
、
人
に
つ
け
ら
れ
た
る
者
も
共
に
穣
な
る
べ
し
、
断
と
は
、
切
る
を
い
ふ
、
今
の
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
）

に
も
、
い
さ
さ
か
に
て
も
疵
つ
く
る
こ
と
を
、
手
を
き
る
、
足
を
き
る
な
ど
い
ふ
、
是
な
り
、
必
ず
し
も
切
離
つ
こ
と
に
は
あ
ら
ず
」
と

し
、
疵
そ
れ
自
体
が
穣
れ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
疵
が
、
ど
の
様
な
人
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
か
は
問
題
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

　
宣
長
は
ツ
ミ
す
な
わ
ち
悪
行
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
考
え
方
に
対
し
、
そ
の
謬
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
「
生
膚

断
」
「
死
膚
断
」
の
解
釈
で
示
し
た
の
で
あ
る
。
ツ
ミ
を
悪
行
と
し
て
み
る
な
ら
ば
傷
害
や
死
体
損
壊
行
為
と
し
て
「
生
膚
断
」
「
死
膚

断
」
を
み
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
か
か
る
見
解
が
果
た
し
て
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
根
本
的
な
間
題
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
例
え
ば
「
死
膚
断
」
と
死
体
損
壊
行
為
と
す
る
説
は
、
死
あ
る
い
は
死
体
に
対
す
る
古
昔
人
と
現
代
人
の
感
覚
の
差
を
無
視

し
、
現
代
人
の
感
覚
を
も
と
に
し
て
「
死
膚
断
」
の
解
釈
を
示
し
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
死
あ
る
い
は
死
体
に
対
す
る
古
昔

人
と
現
代
人
と
の
感
覚
に
は
質
的
な
差
が
あ
り
、
現
代
人
の
感
覚
を
も
っ
て
す
る
の
で
は
な
く
、
古
昔
人
の
感
覚
を
も
っ
て
「
死
膚
断
」

の
解
釈
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
こ
れ
ら
の
ツ
ミ
の
本
質
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
古
昔
の
人
々
に
と
っ
て
は
死
は
恐
ろ
し
き
も
の
で
あ
り
、
死
体
は
最
も
穣
れ
の
は
げ
し
い
忌
む
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
黄

泉
国
に
妻
の
伊
邪
那
美
命
を
訪
ね
ら
れ
た
伊
邪
那
岐
命
が
伊
邪
那
美
命
の
死
体
を
み
て
驚
ろ
い
て
逃
げ
帰
り
「
吾
は
い
な
し
こ
め
し
こ
め

き
穣
き
国
に
到
り
て
在
り
け
り
。
故
れ
、
吾
は
御
身
を
襖
せ
む
」
と
い
っ
て
阿
波
岐
原
に
お
い
て
喫
ぎ
板
い
を
し
た
と
の
神
話
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
そ
ツ
シ
ョ
メ
（
ム
ー
一
）

も
、
命
が
黄
泉
国
の
予
母
都
志
許
売
に
追
い
か
け
ら
れ
根
を
か
ぎ
り
に
逃
げ
た
有
様
は
、
死
穣
に
ふ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
は
げ
し
い
追
及

　
　
　
「
国
津
罪
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

か
ら
逃
げ
る
真
剣
な
様
子
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
葦
原
の
中
ッ
国
に
降
り
到
っ
た
天
若
日
子
が
天
乃
加
久
矢
に
よ
っ
て
死

ん
だ
の
を
阿
遅
志
貴
高
目
子
根
神
が
、
そ
の
喪
を
弔
い
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
二
柱
の
神
の
容
姿
が
あ
ま
り
に
も
似
て
い
た
の
で
、
天

若
目
子
の
父
や
妻
が
「
我
が
子
は
死
な
ず
て
有
り
け
り
、
我
が
君
は
死
な
ず
て
坐
し
け
り
」
と
い
っ
て
手
足
に
取
り
縫
っ
て
泣
き
悲
し
ん

だ
た
め
、
阿
遅
志
貴
高
目
子
根
神
は
大
い
に
怒
り
「
我
は
愛
し
き
友
な
れ
こ
そ
弔
ひ
来
つ
れ
、
何
と
か
も
吾
を
穣
き
死
人
に
比
ぶ
る
」
と

い
い
、
剣
を
抜
い
て
喪
屋
を
切
り
伏
せ
蹴
放
ち
や
つ
た
。
と
の
物
語
を
み
て
も
死
人
の
機
れ
の
は
げ
し
さ
が
古
代
人
に
と
っ
て
い
か
ば
か

り
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
死
機
は
、
は
げ
し
く
人
の
最
も
恐
怖
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
に
穣
の
は
げ
し
い
死
体
に
ふ
れ
、
そ
れ
を
損
壊
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
果
し
て
古
昔
の
人
々
が
行
な
い
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

現
代
人
の
私
た
ち
に
は
死
体
損
壊
は
単
な
る
犯
罪
行
為
の
一
つ
で
あ
る
が
、
太
古
の
人
々
に
は
夢
に
も
考
え
お
よ
ば
ざ
る
と
こ
ろ
で
は
な

か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
上
の
ご
と
く
す
る
と
、
「
死
膚
断
」
の
ツ
ミ
は
、
死
体
損
壊
行
為
の
ッ
ミ
を
い
う
の
で
は
な
く
他
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
「
死
膚
断
」
と
は
、
死
体
が
疵
つ
い
た
乙
と
自
体
が
ッ
ミ
と
さ
れ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　
「
死
膚
断
」
が
死
体
損
壊
行
為
で
は
な
く
死
体
損
壊
と
い
う
事
実
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
本
居
宣
長
が
先
掲
の
ご

と
く
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
宣
長
が
疵
自
体
が
穣
れ
で
あ
る
か
ら
ツ
ミ
に
な
る
の
だ
と
し
た
こ
と
に
私
は
賛
成
で
き
な
い
。
疵
を
う
け

る
こ
と
は
人
々
に
と
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
で
な
い
、
そ
の
好
ま
し
く
な
い
疵
を
自
己
ま
た
は
他
人
の
故
意
や
過
失
に
よ
り
受
け
た
場
合
に

は
、
必
ず
し
も
人
々
は
、
そ
こ
に
神
の
意
思
を
み
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
を
も
ふ
く
め
人
々
に
さ
し
た
る
責
任
な
く
し
て
疵

を
得
た
場
合
、
人
々
は
、
そ
の
疵
を
つ
け
し
め
た
も
の
と
し
て
神
を
み
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
く
に
「
死
膚
断
」
が
人
の
行
為
と
し

て
は
思
い
及
ば
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
死
体
に
傷
を
つ
け
る
も
の
は
人
以
外
の
神
の
意
向
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得



ま
い
。
神
に
よ
り
疵
が
つ
け
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
崇
罰
と
し
て
け
ら
れ
た
疵
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
死
膚
断
」
は
、
以
上
に
よ
り

犯
行
と
し
て
の
ツ
ミ
で
は
な
く
、
崇
罰
と
し
て
死
体
に
加
え
ら
れ
た
ツ
、
・
・
と
し
て
の
疵
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

　
「
死
膚
断
」
が
以
上
の
ご
と
く
一
つ
の
崇
罰
と
し
て
の
ツ
、
・
・
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
こ
れ
と
同
じ
様
に
「
生
膚
断
」
も
ま
た
殺

人
行
為
と
か
傷
害
行
為
と
い
っ
た
ツ
、
、
・
、
さ
ろ
に
は
疵
自
体
が
穣
れ
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
ツ
、
、
、
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
だ
と
す
る
の
で
は

な
く
、
や
は
り
神
の
崇
罰
と
し
て
の
疵
と
私
ば
思
う
。
未
開
社
会
に
お
い
て
神
に
つ
か
え
る
者
が
広
義
の
医
療
活
動
に
従
う
者
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
が
、
人
々
が
病
気
や
疵
を
え
た
と
き
、
神
に
つ
か
え
る
者
は
、
そ
の
病
気
や
疵
が
、
い
か
な
る
悪
霊
に
よ
る

も
の
か
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
神
の
怒
に
よ
る
も
の
か
を
神
に
た
ず
ね
、
そ
の
結
果
、
悪
霊
追
放
の
マ
ジ
ッ
ク
を
行
い
、
あ
る
い
は
怒
れ

る
神
の
気
持
を
鎮
め
る
た
め
謝
罪
の
セ
レ
モ
ニ
ー
を
行
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
現
代
に
お
い
て
も
、
そ
ん
な
に
無
理
を
す
る

こ
と
な
く
草
深
い
処
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
歴
史
を
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
、
か
か
る
広
義
の
医
療
活
動
が
社
会
生
活
に
お
い

て
占
め
る
比
重
が
重
く
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
否
定
し
得
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
々
は
病
気
や
疵
（
明
ら
か
に
人
の
行
為
に
起
因
せ
ざ
る

も
の
の
場
合
は
と
く
に
）
を
得
た
と
き
、
い
か
な
る
原
因
で
か
か
る
病
気
や
疵
を
得
る
よ
う
な
神
の
怒
を
買
っ
た
か
、
ま
た
如
何
な
る
悪

霊
の
し
わ
ざ
で
…
…
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
神
と
交
通
し
う
る
者
に
よ
っ
て
た
ず
ね
て
も
ら
い
、
そ
の
答
に
よ
り
有
効
適
切
な

る
措
置
を
講
じ
た
の
で
あ
る
。
先
掲
の
古
語
拾
遺
の
神
話
は
、
こ
の
関
係
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は

「
生
膚
断
」
「
死
膚
断
」
の
両
者
は
以
上
に
よ
り
と
も
に
犯
行
と
し
て
の
ツ
、
・
・
で
は
な
く
崇
罰
と
し
て
の
ツ
、
、
、
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
と

思
っ
て
い
る
。

　
ハ
　
「
川
入
」
　
「
火
焼
の
罪
」

　
　
　
「
国
津
罪
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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三
八

　
大
神
宮
延
暦
ノ
儀
式
帳
に
は
「
国
都
罪
ト
所
姶
シ
罪
ハ
生
秦
断
・
死
膚
断
・
己
ヵ
母
犯
セ
ル
罪
・
己
ヵ
子
犯
セ
ル
罪
・
畜
犯
セ
ル
罪
・

白
人
・
古
久
彌
・
川
入
・
火
焼
罪
ヲ
、
国
津
罪
ト
定
給
テ
、
犯
過
人
二
、
種
々
ノ
令
被
物
出
テ
、
抜
清
ト
定
給
シ
」
と
あ
り
、
大
被
祝
詞

に
は
み
え
な
い
「
川
入
」
と
「
火
焼
罪
」
が
国
津
罪
と
し
て
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
川
入
」
は
水
死
人
を
「
火
焼
」
は
焼
死
人
を
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ヤ
ケ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
カ

だ
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
宣
長
が
「
さ
て
川
入
リ
は
、
川
に
溺
れ
て
死
ぬ
る
こ
と
、
火
焼
は
、
火
に
焼
れ
て
死
ね
る
こ
と
に
て
、
此
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
ロ
　
　
　

ら
も
磯
な
り
、
或
説
に
カ
ハ
イ
レ
ホ
ヤ
キ
と
訓
て
、
人
を
川
に
沈
め
、
火
に
焼
き
て
殺
す
こ
と
玉
す
る
は
、
穣
を
罪
と
す
る
こ
と
を
知
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
）

ざ
る
例
の
し
ひ
ご
と
な
り
」
と
し
て
お
り
、
現
在
で
も
こ
の
宣
長
説
に
対
す
る
異
説
は
あ
ま
り
み
え
な
い
。
「
川
入
」
「
火
焼
」
の
罪
を
水

死
・
焼
死
そ
れ
自
体
が
穣
れ
で
あ
る
か
ら
ツ
、
・
・
に
な
る
の
だ
と
す
る
説
は
、
「
白
人
」
や
「
胡
久
美
」
が
穣
れ
で
あ
る
か
ら
ツ
ミ
に
な
る

の
だ
と
し
た
説
と
同
じ
思
考
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
水
死
・
焼
死
を
穣
れ
と
し
て
「
川
入
」
「
火
焼
」
の
ツ
ミ
が
成
立
す
る
の
だ
と
古

昔
の
人
々
が
考
え
た
と
は
思
わ
な
い
。
「
川
入
」
「
火
焼
」
め
ツ
、
・
・
も
ま
た
崇
罰
と
し
て
の
ツ
、
・
・
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
人
間
は
死
ぬ
べ
き

も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
死
が
異
常
の
原
因
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
、
今
日
で
も
迷
信
深
き
人
々
は
「
な
ぜ
、
こ
の
様
な
死
に
ざ
ま

を
し
た
の
か
」
と
、
そ
の
死
の
原
因
を
自
然
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
も
と
め
る
こ
と
が
あ
る
。
も
と
よ
り
水
死
や
焼
死
は
古
昔
に
お
い
て
も

変
死
と
し
て
み
ら
れ
た
こ
と
に
変
り
は
な
い
し
、
そ
の
異
常
な
変
化
は
、
彼
が
何
か
に
よ
っ
て
神
を
怒
ら
せ
、
神
が
彼
に
崇
罰
と
し
て
与

え
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
川
入
」
「
火
焼
」
の
ツ
、
・
・
も
か
く
の
ご
と
く
私
に
い
わ
せ
れ
ば
崇
罰
と
し
て
の
溺
死
そ
し

て
焼
死
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
井
上
光
貞
氏
も
こ
れ
ら
の
ツ
ミ
を
「
と
も
に
天
災
で
あ
る
」
と
し
て
居
ら
れ
る
。
前
掲
二
六
〇
頁
。

　
（
二
）
　
金
子
教
授
は
『
癩
に
よ
つ
て
身
体
に
生
じ
た
結
節
を
「
胡
久
美
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
考
へ
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
』
と
さ
れ
て
い
る
。



前
掲
四
五
六
頁
。

　　　　　　　　ハ　 　

八七六五四三）　）　）　）　）　 ）

（
九
）

（
＋
）

（
＋
一
）

（
＋
二
）

（
＋
三
）

（
＋
四
）

前
掲
本
居
宣
長
全
集
、
三
八
九
頁
。

　
石
井
教
授
、
刑
罰
の
歴
史
（
日
本
）
法
学
理
論
篇
、
　
一
四
頁
。

　
金
子
教
授
前
掲
、
四
五
六
頁
、
四
五
七
頁
。

　
前
掲
本
居
宣
長
全
集
、
三
九
八
頁
。

　
滝
川
博
士
、
日
本
法
制
史
、
六
二
頁
。

　
宣
長
は
「
白
人
・
胡
久
美
の
類
の
、
直
る
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
被
つ
物
を
出
し
て
被
へ
ば
、
そ
の
穣
の
清
ま
る
也
」
と
し
、
こ
の
場
合
の
ハ

ラ
ヘ
は
「
抜
ッ
物
」
を
奉
っ
て
の
ハ
ラ
ヘ
と
し
て
い
る
。
本
居
宣
長
全
集
前
掲
三
八
九
頁
。

　
石
井
教
授
、
前
掲
十
三
頁
、
す
な
わ
ち
石
井
博
士
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
ツ
ミ
を
傷
害
そ
し
て
死
体
損
壊
の
罪
と
し
て
考
え
て
居
ら
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
本
居
宣
長
全
集
前
掲
、
三
八
七
頁
。

　
　
ヨ
ミ
　
　
ヨ
モ
ツ
シ
コ
メ

　
　
黄
泉
国
の
予
母
都
志
許
売
は
死
の
穣
れ
の
擬
人
化
で
あ
る
。
岩
波
、
日
本
古
典
文
学
大
系
版
、
古
事
記
六
五
頁
註
二
十
二
。

　
　
本
居
宣
長
、
古
事
記
伝
三
十
、
本
居
宣
長
全
集
第
三
、
　
一
五
六
六
頁
。

　
　
金
子
教
授
、
前
掲
書
、
四
五
六
頁
。

　
　
滝
川
博
士
は
「
ハ
ラ
ヒ
の
刑
罪
化
と
ク
ガ
ダ
チ
の
拷
問
化
は
、
相
並
ん
で
行
は
れ
る
現
象
で
あ
り
、
拷
問
の
刑
罰
化
、
刑
罰
の
拷
問
化
は
普

通
に
行
は
れ
る
現
象
で
あ
っ
て
…
…
故
に
既
に
刑
罰
化
さ
れ
た
火
に
よ
る
神
判
に
よ
つ
て
負
は
さ
れ
る
火
傷
及
び
水
に
よ
る
神
判
に
よ
る
溺
死
も
、

ま
た
ツ
ミ
と
称
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
皇
太
神
宮
儀
式
帳
に
見
え
る
「
川
入
」
及
び
「
火
焼
」
な
る
二
つ
の
ツ
、
・
・
は
、
即
ち
こ
れ
を
指
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
解
釈
で
あ
る
」
と
独
特
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
法
制
史
研
究
二
巻
一
一
四
頁
。

「
国
津
罪
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



論

説
（
杉
山
）

四
〇

四

　
天
津
罪
と
国
津
罪
を
く
ら
べ
る
と
、
天
津
罪
は
高
天
が
原
に
お
け
る
須
佐
之
男
命
の
所
業
を
中
心
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
な
の
で
、

そ
れ
だ
け
制
約
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
国
津
罪
に
は
天
津
罪
の
ご
と
き
制
約
は
な
く
、
当
時
の
人
々
が
ツ
ミ
と
し
た
も
の
が
そ

の
ま
ま
の
姿
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
述
の
ご
と
く
自
然
の
災
害
や
特
殊
の
疾
病
・
損
傷
に
つ
い
て
の
ツ
、
・
・
が
多
く
み
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
国
津
罪
に
も
犯
行
と
し
て
の
ツ
、
・
・
も
し
る
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
性
犯
と
特
殊
の
呪
術
に
か
ん
す
る
ツ

ミ
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
イ
　
性
　
犯

　
己
母
犯
罪
・
己
子
犯
罪
・
母
与
子
犯
罪
・
子
与
母
犯
罪
・
畜
犯
罪
の
五
つ
の
ツ
、
・
・
が
大
被
祝
詞
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
古
事
記
仲
哀

　
　
　
　
　
　
　
オ
ヤ
コ
タ
ワ
ケ
　
ウ
マ
タ
ワ
ケ
　
ウ
シ
タ
ワ
ケ
　
ト
リ
タ
ワ
ケ

天
皇
の
巻
に
は
「
上
通
下
通
婚
、
馬
婚
、
牛
婚
、
鶏
婚
の
罪
」
と
あ
り
、
ま
た
大
神
宮
儀
式
帳
に
も
国
津
罪
と
し
て
己
母
犯
罪
、
己

子
犯
罪
、
畜
犯
罪
の
三
つ
の
ツ
ミ
が
み
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
な
ら
ば
己
母
犯
罪
、
己
子
犯
罪
、
母
与
子
犯
罪
、
子
与
母
犯
罪
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

ゼ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ソ
に
よ
る
通
婚
禁
止
が
み
ら
れ
、
ま
た
畜
犯
罪
は
獣
姦
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら
の
性
犯
は
犯
行
と
し

て
の
ツ
ミ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
行
為
が
神
の
嫌
悪
す
る
穣
れ
た
行
為
で
あ
る
と
古
昔
の
人
々
は
確
信
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
口
　
特
殊
の
呪
術
に
つ
い
て
の
ツ
ミ

　
「
畜
朴
し
、
壷
物
せ
る
罪
」
は
特
殊
の
呪
術
に
つ
い
て
の
犯
行
的
な
ヅ
、
・
・
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ツ
、
・
・
に
つ
い
て
真
淵
は
「
盤
物
為
罪
」

は
「
畜
腎
志
よ
り
、
引
つ
黛
け
て
心
得
べ
し
」
と
し
「
畜
瞥
し
盤
物
為
罪
」
が
一
つ
の
ツ
ミ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
宣
長
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ハ
ケ

翰
物
為
罪
」
に
つ
い
て
「
さ
て
畜
升
志
と
こ
れ
と
一
類
に
し
て
、
此
二
つ
は
、
上
な
る
妊
の
類
と
は
、
罪
さ
ま
異
な
る
が
故
に
、
中
間

に
災
の
類
の
罪
を
へ
だ
て
』
、
こ
こ
に
は
挙
た
る
也
、
考
に
、
畜
朴
志
よ
り
つ
貸
け
て
、
一
つ
に
せ
ら
れ
た
る
、
己
も
さ
き
に
は
、
然
思
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ザ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ザ
マ

つ
れ
ど
、
よ
く
思
へ
ば
、
か
れ
は
別
に
一
つ
也
、
そ
の
故
は
、
罪
の
名
を
挙
る
に
、
其
為
方
ま
で
を
、
挙
ク
ベ
き
に
あ
ら
ず
、
其
為
方
は

　
　
　
　
　
　
　
マ
ジ
モ
ノ
ヤ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
カ

い
か
に
も
あ
れ
、
盤
物
為
に
て
、
こ
と
足
ぬ
ぺ
し
、
又
か
の
畜
瞥
志
、
も
し
此
ま
じ
物
に
係
れ
る
事
な
ら
ば
、
獣
と
こ
そ
い
ふ
べ
き
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

畜
と
い
へ
る
も
、
別
事
と
こ
そ
聞
ゆ
れ
」
と
し
、
師
の
真
淵
の
説
に
不
賛
成
の
意
を
表
し
て
い
る
。
今
日
の
堂
説
は
、
こ
の
宣
長
の
説
を

継
承
し
た
も
の
が
大
多
数
で
、
「
畜
什
し
」
と
「
盤
物
為
罪
」
の
二
罪
と
し
て
い
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
金
子
教
授
は
こ
の
通

説
に
対
し
『
し
か
し
、
こ
れ
は
考
の
見
解
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
畜
を
瞥
し
て
盤
物
を
し
た
罪
」
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
後
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

の
説
く
と
こ
ろ
の
当
ら
な
い
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
』
と
し
、
真
淵
の
説
に
従
っ
て
居
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ツ
、
・
・
が
国

津
罪
の
最
後
に
あ
げ
ら
れ
た
理
由
と
し
て
は
コ
つ
に
は
、
上
文
の
、
「
国
津
罪
止
」
の
結
び
と
し
て
は
、
「
高
津
鳥
」
で
は
適
し
く
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
「
国
津
罪
」
と
し
て
、
他
の
も
の
と
縁
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ら

う
』
と
さ
れ
『
思
ふ
に
「
昆
虫
乃
災
・
高
津
神
乃
災
・
高
津
鳥
災
」
と
数
へ
挙
げ
て
来
る
な
ら
ば
、
獣
の
生
ず
る
災
も
亦
、
自
ら
思
ひ
浮

べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
そ
の
時
思
ひ
浮
べ
ら
れ
た
の
は
、
広
く
獣
の
生
ず
る
災
で
は
な
く
て
、
畜
を
朴
し
て
盛
物
を
し
た

時
に
、
こ
の
呪
術
に
よ
っ
て
生
ず
る
災
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
唯
、
そ
の
場
合
、
前
述
の
や
う
な
理
由
に
よ
り
、
「
畜
瞥
志
壷
物
為
罪
」

と
い
ふ
表
現
を
持
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
』
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
こ
の
ツ
ミ
は
『
悪
意
の
呪
術
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
被
は
れ
た
の
は
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

よ
っ
て
生
ず
る
災
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
』
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
金
子
説
に
対
し
て
高
柳
博
士
は
「
し
か
し
昆
虫
の
災
以
下
他
は
す
べ
て

災
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
に
、
盤
物
の
場
合
は
罪
と
い
う
言
葉
を
使
い
わ
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
宣
長
の
解
釈
が
不
合
理
で
あ
る

　
　
　
「
国
　
　
津
　
　
罪
」
　
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
論
　
　
　
　
説
（
杉
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

と
い
う
こ
と
を
立
証
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
さ
れ
金
子
説
を
排
し
て
い
る
。

　
ま
た
滝
川
博
士
は
、
こ
の
高
柳
博
士
の
論
文
の
紹
介
批
評
の
な
か
に
お
い
て
、
「
畜
什
し
」
と
「
壷
物
せ
る
罪
」
を
別
け
て
考
え
ら
れ
、

「
畜
替
し
」
に
つ
い
て
ま
ず
「
我
が
上
代
に
於
け
る
ツ
ミ
が
神
法
上
の
ツ
ミ
で
あ
る
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
我
が
古
神
道
と
同
じ
信
仰
に

立
つ
朝
鮮
・
満
洲
・
蒙
古
の
シ
ャ
マ
ソ
系
民
族
が
そ
の
神
の
怒
り
を
買
ふ
ヅ
、
・
・
に
つ
い
て
如
何
な
る
観
念
を
抱
い
て
ゐ
た
か
を
検
討
し
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
生
剥
逆
剥
に
か
ん
し
て
「
日
本
の
狩
猟
漁
携
時
代
の
ヅ
ミ
が
『
民
族
的
な
遠
い
記
憶
の
中
か
ら
ひ
き

出
さ
れ
て
』
大
祓
詞
に
這
入
っ
た
も
の
と
考
へ
る
」
と
さ
れ
蒙
古
民
族
の
家
畜
屠
殺
の
慣
習
法
と
の
関
連
に
お
い
て
生
剥
逆
剥
を
説
明
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

れ
た
の
ち
「
畜
什
も
、
恐
ら
く
狩
猟
の
方
式
又
は
時
期
を
無
視
し
て
行
は
れ
る
獣
類
の
屠
殺
を
い
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
盤
物
せ
る
罪
に
つ
い
て
も
博
士
は
「
通
志
の
六
書
略
に
『
造
盤
ノ
法
、
百
盤
ヲ
以
テ
皿
中
二
置
キ
、
相
啖
食
セ
シ
ム
。
其
ノ
存
ス
ル

者
ヲ
盤
ト
為
ス
』
と
あ
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
漢
土
伝
来
の
厭
魅
を
行
ふ
罪
で
あ
る
」
「
在
来
の
神
を
愚
依
せ
し
め
て
行
ふ
日
本

的
究
術
は
白
魔
術
で
あ
り
、
漢
土
伝
来
の
方
法
に
よ
っ
て
従
来
兇
術
者
で
な
か
っ
た
者
が
行
ふ
兄
術
が
黒
魔
術
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
。
盤

物
せ
る
罪
は
、
即
ち
黒
魔
術
を
行
ふ
罪
で
あ
る
。
律
令
時
代
に
於
て
も
、
陰
陽
寮
に
は
陰
陽
博
士
、
陰
陽
生
が
あ
っ
て
、
天
文
書
を
学
び
、

祥
災
を
密
奏
し
た
。
し
か
し
、
私
に
天
文
を
学
び
、
妄
り
に
祥
災
を
説
く
者
は
律
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
た
。
官
許
の
も
の
は
白
魔
術
で
あ

り
、
官
許
を
経
ざ
る
も
の
は
黒
魔
術
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
盤
物
せ
る
罪
が
国
津
罪
に
数
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
大
抜
の
祝
詞
が
外
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

文
化
を
継
承
し
た
後
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
ゐ
る
と
思
ふ
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
畜
朴
し
、
壷
物
せ
る
罪
」
を
真
淵
や
金
子
教
授
の
ご
と
く
一
つ
の
ツ
ミ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
。
こ
の

ツ
ミ
を
畜
物
を
朴
す
こ
と
を
手
段
と
し
た
呪
術
と
解
す
る
な
ら
ば
、
「
畜
朴
し
」
に
似
た
本
質
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
「
生
剥
」
や
「
逆
剥
」



も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
生
剥
し
盤
物
せ
る
罪
」
・
「
逆
剰
し
轟
皿
物
せ
る
罪
」
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
呪
術
に
か
ん
す
る
ツ
、
・
・
に
は
み
な

「
盤
物
せ
る
罪
」
が
、
そ
の
ツ
ミ
の
手
段
の
あ
と
に
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て

み
る
と
、
こ
の
ツ
ミ
は
「
畜
什
し
」
と
「
盤
物
せ
る
罪
」
の
二
つ
の
ツ
、
・
・
で
あ
る
と
し
な
け
ば
な
る
ま
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
ツ
、
・
・
は
、
大
抜
祝
詞
の
天
津
罪
と
国
津
罪
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
み
で
は
な
い
。

多
く
の
ツ
ミ
の
な
か
か
ら
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
た
も
の
が
天
津
罪
と
国
津
罪
の
名
の
下
に
収
録
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
生

剥
」
「
逆
剥
」
そ
し
て
「
畜
瞥
し
」
さ
ら
に
は
「
畜
什
せ
る
罪
」
の
背
後
に
は
今
目
に
お
い
て
は
、
す
で
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
出
来

な
い
狩
猟
文
化
に
関
連
し
た
ツ
ミ
が
、
あ
た
か
も
広
い
裾
野
を
も
つ
ご
と
く
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
わ
が
国
の
原
始

文
化
が
蒙
古
な
ど
の
狩
猟
文
化
に
影
響
を
う
け
て
い
た
こ
と
は
い
ま
さ
ら
贅
言
を
要
し
ま
い
。
狩
猟
に
つ
い
て
の
タ
ブ
ー
あ
る
い
は
呪
術

な
ど
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
か
は
し
ら
な
い
が
、
わ
が
原
始
社
会
に
も
た
ら
さ
れ
、
い
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
狩
猟
に
か
ん
す

る
ツ
ミ
の
う
ち
大
被
祝
詞
の
編
者
に
よ
り
高
天
ケ
原
に
お
け
る
須
佐
之
男
命
の
神
話
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
「
生
剥
」
と
「
逆
剥
」
が

天
津
罪
の
な
か
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
「
畜
瞥
し
」
が
そ
し
て
「
畜
朴
せ
る
罪
」
が
国
津
罪
の
な
か
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
「
畜
什
し
」
の
ツ
ミ
は
「
生
剥
」
や
「
逆
剥
」
が
狩
猟
生
活
に
お
い
て
家
畜
な
ど
の
屠
殺
剥
皮
の
一
定
方
式
に
適
わ
な
い
禁
ぜ
ら

れ
た
方
法
に
よ
り
剥
皮
し
た
場
合
を
ツ
ミ
と
し
た
ご
と
く
、
家
畜
の
屠
殺
を
禁
ぜ
ら
れ
た
方
式
で
行
っ
た
場
合
と
思
わ
れ
る
。
古
事
記
や

日
本
書
紀
の
神
話
に
よ
れ
ば
「
生
剥
」
や
「
逆
剥
」
は
、
乙
れ
に
よ
り
人
の
死
傷
と
い
っ
た
害
悪
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

恐
ら
く
「
畜
朴
し
」
も
、
そ
れ
を
犯
す
こ
と
に
よ
り
人
々
に
「
生
剥
」
や
「
逆
剥
」
と
同
じ
様
に
何
ら
か
の
害
悪
が
も
た
ら
さ
れ
る
も
の

と
確
信
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
生
剥
」
「
逆
剥
」
そ
し
て
「
畜
瞥
し
」
は
神
の
禁
じ
た
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
が
犯
さ
れ

　
　
　
「
国
津
罪
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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四
四

る
こ
と
に
よ
り
神
の
権
威
は
冒
漬
さ
れ
、
神
の
怒
り
は
崇
罰
と
し
て
人
々
の
上
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
。
少
く
と
も
人
々
は
、
そ
の
よ
う
に
確

信
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
盤
物
せ
る
罪
」
は
呪
術
一
般
に
つ
い
て
の
ヅ
、
・
・
で
は
な
く
滝
川
博
士
が
言
及
さ
れ
た
ご
と
く
特
殊
の
呪
術
に
つ
い
て
の
ツ
ミ
と
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
ジ
モ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
コ

れ
る
。
宣
長
は
「
字
鏡
に
、
盤
ハ
万
自
物
と
あ
り
、
ま
じ
な
ひ
物
の
意
に
て
、
人
を
の
ろ
ひ
誼
ふ
と
て
、
構
ふ
る
わ
ざ
也
、
中
昔
の
書
ど

も
に
も
、
此
ま
じ
わ
ざ
の
事
を
り
く
見
え
た
り
、
上
代
よ
り
有
し
事
な
る
べ
し
、
か
ら
ぶ
み
に
も
、
盤
物
の
事
、
多
く
見
え
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ル

造
方
な
ど
を
も
し
る
せ
り
、
ま
じ
物
の
罪
と
い
は
ず
し
て
、
こ
れ
に
の
み
、
為
と
い
ふ
言
を
加
へ
て
い
へ
る
故
は
、
た
黛
ま
じ
物
の
罪
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

の
み
に
て
は
、
人
に
ま
じ
物
せ
ら
れ
た
る
も
、
災
に
て
、
罪
な
る
に
、
ま
が
ふ
が
故
也
」
と
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
「
盤
物
せ
る
罪
」

が
ツ
ミ
と
せ
ら
れ
た
の
は
神
の
権
威
を
冒
漬
す
る
行
為
と
し
て
の
実
体
を
も
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
壷
物
せ
る

罪
」
は
他
人
を
害
す
る
た
め
神
の
権
威
を
そ
こ
な
う
が
如
き
何
ら
か
の
呪
術
を
施
し
た
ツ
、
・
・
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
一
）

（
二
）

（　（　（
五四三）　）　）

　
こ
の
ツ
ミ
は
モ
ル
ガ
ン
の
分
類
に
よ
る
血
縁
家
族
O
象
ω
薦
巳
諾
閃
餌
目
一
蔓
を
思
い
出
さ
し
む
る
。
そ
の
点
、
家
族
制
度
史
上
に
お
い
て
は
注

目
さ
る
べ
き
ツ
ミ
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
拙
著
概
説
日
本
法
史
、
六
九
頁
。

　
他
民
族
に
く
ら
べ
農
業
民
で
あ
る
日
本
民
族
に
は
獣
姦
の
ご
と
き
非
行
は
あ
ま
り
そ
の
例
を
き
か
な
い
。
も
っ
と
も
日
本
紀
略
応
和
二
年
四
月

十
九
日
の
く
だ
り
に
は
「
出
雲
守
橘
泰
胤
宅
下
男
一
人
与
レ
犬
通
婬
」
な
る
も
の
が
み
え
て
い
る
。

　
本
居
宣
長
全
集
前
掲
第
五
、
三
九
六
頁
。

　
金
子
教
授
前
掲
四
五
三
頁
。

　
金
子
教
授
前
掲
四
五
四
頁
、
四
五
五
頁
。



（
六
）
　
高
柳
博
士
前
掲
一
巻
七
三
頁
。

（
七
）
　
滝
川
博
士
前
掲
一
一
二
頁
。

（
八
）
　
滝
川
博
士
前
掲
一
一
五
頁
。

（
九
）
　
本
居
宣
長
全
集
前
掲
三
九
六
頁
。

（
十
〉
　
わ
が
王
朝
の
刑
事
法
は
唐
律
の
十
悪
を
う
け
大
宝
・
養
老
の
両
律
に
八
虐
と
し
た
が
、
こ
の
八
虐
の
な
か
に
不
道
が
あ
り
、
こ
の
不
道
の
な
か

　
　
に
「
厭
魅
」
が
規
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
八
虐
の
罪
を
犯
し
た
も
の
は
常
赦
に
お
い
て
は
こ
れ
を
赦
さ
な
い
と
し
た
。
ま
た
賊
盗
律
厭
魅
條
に
は
「
凡

　
　
有
レ
所
二
憎
悪
り
而
造
二
厭
魅
鱒
及
造
二
符
書
究
誼
り
欲
二
以
殺
フ
入
者
。
各
以
二
謀
殺
一
論
。
減
二
二
等
一
…
…
以
レ
故
致
レ
死
者
。
各
依
二
本
殺
法
り
欲
三
以

　
　
疾
二
苦
人
一
者
者
。
又
減
巴
三
等
。
…
…
即
於
二
祖
父
母
父
母
及
主
り
直
求
二
愛
媚
一
而
厭
凹
几
者
。
徒
二
年
。
若
渉
二
乗
輿
一
者
皆
絞
」
と
あ
り
、
そ
の
疏

　
　
文
に
は
「
謂
。
有
レ
所
レ
憎
一
一
嫌
前
人
叩
而
造
二
厭
魅
り
厭
事
多
方
。
牢
二
能
詳
悉
り
或
刻
判
作
人
身
り
繋
レ
手
縛
レ
足
。
如
レ
此
人
厭
勝
。
事
非
二
一
緒
り

　
　
魅
者
。
或
仮
判
託
鬼
神
つ
或
妄
行
二
左
道
【
之
類
。
或
兇
。
或
認
。
欲
二
以
殺
▽
人
者
。
」
と
あ
り
、
厭
魅
行
為
の
一
・
二
の
行
為
類
型
が
示
さ
れ
て
い

　
　
る
。
こ
の
点
「
盤
物
せ
る
罪
」
の
本
質
を
思
わ
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
賊
盗
律
造
妖
書
條
に
は
「
凡
造
二
妖
書
及
妖
言
っ
遠
流
」

　
　
と
あ
り
、
「
造
。
謂
。
自
造
二
然
響
及
鬼
神
之
言
り
妄
説
二
吉
凶
り
渉
二
於
不
順
一
者
。
」
と
し
て
い
る
が
。
こ
の
疏
文
に
「
造
二
妖
書
及
妖
言
一
者
、
謂
、

　
　
構
二
成
惟
異
之
書
り
詐
為
二
鬼
神
之
語
↓
然
、
謂
、
妄
説
三
他
人
及
已
身
有
二
然
懲
↓
替
、
謂
、
妄
言
三
国
家
有
一
一
轡
悪
↓
観
レ
天
画
レ
地
、
誰
説
二
災
祥
↓

　
　
妄
二
陳
吉
凶
↓
並
渉
二
於
不
順
者
ご
と
あ
り
、
ま
た
僧
尼
令
の
ト
相
吉
凶
の
「
凡
僧
尼
ト
ニ
相
吉
凶
“
及
小
道
、
巫
術
療
レ
病
者
、
皆
還
俗
、
其
依
二

　
　
仏
法
↓
持
レ
究
救
レ
疾
、
不
レ
在
二
禁
限
一
」
と
い
つ
た
条
文
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
国
　
津
　
罪
」
　
考

四
五



…〈
巨冊

説
（
杉
山
）

四
六

五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
　
ミ

　
「
そ
も
く
世
々
の
物
し
り
人
た
れ
も
み
な
、
罪
ノ
字
に
な
づ
み
て
、
都
美
と
い
ふ
こ
と
を
、
た
だ
悪
行
と
の
み
心
得
る
か
ら
、
此
罪

　
　
　
　
　
ト
キ
ヱ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヒ
＝
ト
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

の
條
々
に
、
解
得
が
た
き
事
共
有
て
、
く
さ
ぐ
の
強
説
の
出
来
る
也
」
と
は
本
居
宣
長
が
「
昆
虫
の
災
」
を
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
は

し
な
く
も
の
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
い
ま
「
国
津
罪
」
と
さ
れ
た
ツ
ミ
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
宣
長
の
言
葉
は
千
金
の
重
き
を
お
く

も
の
だ
と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
る
。
序
に
も
の
べ
た
ご
と
く
ツ
、
・
・
を
漢
字
で
「
罪
」
と
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
「
罪
」
と
い
う

文
字
が
も
つ
意
味
の
約
束
に
と
ら
わ
れ
、
そ
の
約
束
の
限
度
内
に
お
い
て
の
み
ツ
、
・
・
を
解
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
宣
長
の
い
う

ご
と
く
根
本
的
な
誤
を
お
か
す
も
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
ご
と
く
国
っ
罪
の
各
々
を
み
て
ゆ
く
と
、
犯
行
と
し
て
考

え
る
と
無
理
が
あ
り
、
天
刑
・
天
罰
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
容
易
に
理
解
し
う
る
ツ
、
・
・
が
多
く
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
点
天
っ
罪

は
須
佐
之
男
命
の
高
天
原
に
お
け
る
所
業
を
も
と
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
は
じ
め
か
ら
犯
行
と
し
て
の
ツ
、
・
・
の
性
格
を
も
っ

た
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
国
っ
罪
は
、
天
津
罪
の
ご
と
き
収
録
に
際
し
て
の
制
約
が
な
く
、
あ
る
作
為
を
加
え
ら
れ

る
こ
と
な
く
編
集
さ
れ
た
の
で
、
天
津
罪
に
く
ら
べ
よ
り
自
然
の
姿
を
も
っ
た
ツ
、
・
・
が
収
録
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ツ
、
・
・

を
分
析
し
理
解
す
る
に
は
、
国
津
罪
の
ほ
う
が
天
津
罪
よ
り
も
本
質
的
な
も
の
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
以
上
の
ご
と
く
国
津
罪
と
さ
れ
た
ツ
、
・
・
を
分
析
し
て
み
る
と
性
犯
の
ご
と
く
悪
行
と
し
て
の
ツ
ミ
と
疾
病
や
災
害
の
ご
と
き
崇

罰
と
し
て
の
ツ
、
・
・
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
ら
二
つ
の
も
の
は
今
目
の
私
た
ち
か
ら
み
れ
ば
、
悪
行
と
そ
れ
に
対
す
る
崇
罰

と
い
う
ご
と
く
明
ら
か
に
異
っ
た
二
つ
の
も
の
で
あ
る
が
、
古
昔
の
人
々
は
、
そ
れ
ら
を
と
も
に
ツ
ミ
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ



は
単
に
名
称
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
今
日
で
は
二
つ
の
概
念
と
さ
れ
る
も
の
を
古
昔
の
人
は
一
つ
の
概
念
の
下
に
統
一
的
に
こ
れ
を
認
識

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
に
は
か
つ
て
罪
と
い
う
目
本
語
は
あ
っ
て
も
刑
に
相
当
す
る
日
本
語
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
し
、
そ
れ
ゆ

え
唐
法
の
継
受
に
際
し
、
死
刑
・
徒
刑
…
…
と
唐
法
に
あ
る
も
の
を
死
罪
・
徒
罪
…
…
と
改
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一

つ
に
は
、
ツ
ミ
は
、
は
し
が
き
に
お
い
て
も
の
べ
た
ご
と
く
、
他
人
を
悲
し
ま
せ
、
困
ら
せ
、
恐
れ
さ
せ
、
嫌
悪
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、

人
の
行
為
に
よ
り
神
を
そ
の
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
も
、
ま
た
反
面
神
の
行
い
に
よ
り
人
々
が
か
か
る
気
持
を
も
た
せ
ら
れ
る
こ
と
も
受
け

る
方
に
お
い
て
は
同
じ
心
理
を
も
つ
の
で
ツ
ミ
と
い
う
言
葉
を
つ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
神
に
対
す
る
悪
行
と
、
そ
れ
の
神

か
ら
人
々
に
下
さ
れ
る
崇
罰
と
の
関
係
は
、
原
因
と
結
果
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
て
人
々
が
一
連
の
事
実
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
原
因
と

結
果
に
別
け
て
認
識
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
一
連
の
事
実
関
係
の
な
か
か
ら
主
観
的
に
超
越
し
客
観
的
立
場
に
た
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
出
来
う
る
こ
と
で
あ
り
、
果
し
て
古
昔
の
人
々
に
か
く
の
ご
と
く
客
観
的
立
場
に
立
っ
て
一
連
の
事
実
を
み
え
た
か
に
つ
い
て
は

疑
念
が
で
て
く
る
。
原
始
社
会
の
な
か
に
埋
没
し
個
と
し
て
の
人
間
の
自
覚
も
ま
だ
も
ち
得
ち
得
ざ
る
太
古
の
人
々
に
、
は
た
し
て
現
実

よ
り
超
越
し
客
観
的
立
場
に
立
っ
て
事
実
を
見
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
人
々
が
客
観
的
に
事
実
を
観
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
は
じ
め
て
ツ
ミ
に
は
、
犯
行
と
し
て
の
も
の
と
崇
罰
と
し
て
の
も
の
に
分
け
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

そ
し
て
先
に
も
の
べ
た
ご
と
く
、
祝
詞
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
ツ
、
・
・
は
、
ま
だ
ツ
、
・
・
の
内
部
関
係
が
は
っ
き
り
人
々
に
分
析
せ
ら
れ
る
に
至

ら
な
か
っ
た
過
渡
期
に
収
録
さ
れ
た
た
め
、
後
の
人
が
み
る
と
な
に
か
そ
こ
に
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と

思
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
太
古
の
人
々
は
ツ
ミ
に
つ
い
て
、
今
日
私
共
の
目
か
ら
み
る
と
結
果
よ
り
遡
及
し
て
原
因
に
至
た
り
対
策
を
講
じ
た
よ
う
に

　
　
　
「
国
津
罪
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
神
功
皇
后
紀
の
ア
ズ
ナ
ヒ
の
ツ
ミ
の
く
だ
り
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
古
語
拾
遺
の
大
地
主
神
の
物
語
に
し
て
も
、

目
蝕
や
虫
害
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
災
害
が
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
か
を
神
に
き
き
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
原
因
に
つ
い
て
神
に
謝
罪

す
る
な
ど
の
措
置
を
こ
う
じ
た
。
太
古
の
人
々
は
疾
病
や
災
害
は
崇
罰
と
考
え
、
こ
れ
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
人
々
が
意
識
せ
る
と
せ
ざ

る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
神
に
対
し
て
犯
し
た
悪
行
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
い
か
な
る
罪
ふ
か
き
身
に
て
…
…
」
と
い
う
言
葉

は
太
古
の
入
々
の
ツ
、
・
・
に
つ
い
て
の
考
え
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
日
私
共
は
ツ
ミ
を
原
因
と
結
果
を
ふ
く
ん
だ
概
念
と
み
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
ツ
、
・
・
に
お
け
る
原
因
と
結
果
に
は
、
「
神
に
対
す
る
悪
行
」
と
「
神
よ
り
の
崇
罰
」
と
い
う
ご
と
く
、
そ
の
中
核
に

は
神
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
こ
ら
に
も
古
昔
の
人
々
が
ヅ
、
・
・
を
一
つ
の
概
念
の
も
と
に
悪
行
と
崇
罰
を
ふ
く
め
て
認
識
し
た
原
因
が
あ
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
ツ
、
・
・
に
対
し
て
は
ハ
ラ
ヘ
が
科
せ
ら
れ
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
金
子
教
授
の
ご
と
く
ハ
ラ
ヘ
は
汚
穣
か
ら
生
ず
る
「
災

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

気
」
を
祓
い
や
る
の
だ
と
の
見
解
も
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
特
殊
の
疾
病
や
損
傷
さ
ら
に
は
自
然
の
災
害
に
か
ん
す
る
ツ
ミ
な
ど
に
つ
い

て
前
述
の
ご
と
く
通
説
と
は
異
な
っ
た
見
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
当
然
に
ツ
ミ
に
対
す
る
ハ
ラ
ヘ
の
性
格
も
明
ら
か
に

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。
先
述
の
古
語
拾
遺
に
み
ら
れ
る
大
地
主
神
と
御
歳
神
と
の
物
語
に
お
い
て
「
…
…
御

歳
神
崇
を
為
ま
す
、
宜
し
く
白
猪
・
白
馬
・
白
難
を
献
り
て
、
其
の
怒
を
解
め
ま
つ
る
べ
し
…
…
」
と
あ
り
、
ハ
ラ
ヘ
ツ
モ
ノ
を
献
じ
て

い
る
の
は
蛭
害
そ
の
も
の
に
対
す
る
の
で
は
な
く
、
蛭
害
の
原
因
を
な
し
た
神
の
怒
に
対
す
る
謝
罪
、
す
な
わ
ち
田
営
の
日
に
田
人
に
牛

宍
を
食
べ
さ
せ
た
ツ
、
・
・
に
対
し
て
の
謝
罪
で
あ
る
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
古
事
記
神
功
皇
后
の
新
羅
征
討
に
か
ん
す
る
物

語
の
う
ち
仲
哀
天
皇
の
崩
御
に
際
し
て
「
国
の
大
奴
佐
を
取
り
て
、
生
剥
、
逆
剥
、
阿
離
、
溝
埋
、
尿
戸
、
上
通
下
通
婚
、
馬
婚
、
牛
婚
、



鶏
婚
の
罪
の
類
を
種
々
求
ぎ
て
、
国
の
大
抜
を
為
て
…
…
」
と
あ
る
が
こ
の
場
合
の
大
祓
も
仲
哀
天
皇
の
崩
御
を
来
た
し
た
原
因
と
な
っ

て
い
る
ヅ
ミ
を
も
と
め
て
ハ
ラ
ヘ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
「
生
剥
」
以
下
の
諸
々
の
ツ
ミ
は
す
べ
て
犯

行
と
し
て
の
ツ
ミ
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
以
上
の
神
話
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
ご
と
く
、
特
殊
の
疾
病
や
損
傷

さ
ら
に
は
災
害
に
つ
い
て
の
ツ
ミ
に
ハ
ラ
ヘ
が
執
り
行
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
疾
病
や
災
害
自
体
に
対
し
て
ハ
ラ
ヘ
が
行
わ
れ
る
の
で
も
、

ま
た
疾
病
や
な
に
か
か
ら
生
ず
る
災
気
を
抜
い
や
る
た
め
に
ハ
ラ
ヘ
が
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
疾
病
や
災
害
な
ど
の
ツ
、
、
・
を
来
た
し

た
根
本
的
原
因
を
な
し
て
い
る
人
々
の
神
に
対
す
る
悪
行
を
神
に
対
し
謝
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
先
掲
の
古
語
拾

遺
の
物
語
に
お
い
て
は
白
猪
・
白
馬
・
白
難
を
ハ
ラ
ヘ
ツ
モ
ノ
と
し
て
神
に
献
り
、
そ
の
怒
り
を
解
き
、
御
歳
神
が
教
え
た
呪
術
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
苗
葉
を
も
と
の
通
り
に
し
、
年
穀
の
豊
稔
を
得
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
こ
の
史
料
は
災
害
や
疾
病
な
ど
に

対
す
る
ハ
ラ
ヘ
の
性
格
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
本
居
宣
長
全
集
第
五
、
三
九
三
頁
。

　
（
二
）
　
金
子
教
授
は
「
災
」
に
つ
い
て
「
広
く
獣
の
生
ず
る
災
で
は
な
く
て
、
畜
を
仕
し
て
盤
物
を
し
た
時
に
、
こ
の
呪
術
に
よ
っ
て
生
ず
る
災
」
で

　
　
　
あ
り
『
こ
れ
が
抜
は
れ
た
の
は
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
災
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
「
天
津
罪
」
の
場
合
に
於
て
も
、
や
は
り
「
畔
放
」

　
　
　
以
下
の
悪
意
の
呪
術
に
よ
っ
て
生
じ
た
災
を
抜
は
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
』
と
さ
れ
『
か
よ
う
な
場
合
の
「
災
」
と
は
、
已
に
人
の
身
に

　
　
　
及
ん
で
実
現
し
た
災
禍
を
指
す
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
の
身
に
及
べ
ば
災
禍
を
惹
起
す
る
力
を
有
っ
た
、
　
一
種
の
気
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
で

　
　
　
あ
ら
う
。
こ
れ
を
災
気
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
悪
意
の
呪
術
か
ら
は
さ
や
う
な
災
気
が
生
ず
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
「
昆

　
　
　
虫
乃
災
」
・
「
高
津
神
乃
災
」
・
「
高
津
鳥
災
」
と
は
、
虫
や
神
や
鳥
が
人
問
に
与
へ
る
「
危
害
」
を
指
す
の
で
は
な
く
、
「
災
禍
」
を
与
へ
る
力
を

　
　
　
有
っ
た
「
災
気
」
を
指
す
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
祓
ふ
と
い
ふ
意
味
は
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
』
と
さ
れ
て
い
る
（
金

　
　
　
　
「
国
津
罪
」
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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子
教
授
前
掲
書
四
五
四
・
四
五
五
頁
）
。

　
し
か
し
、
思
う
に
ハ
ラ
ヘ
の
思
想
に
は
、
時
代
と
と
も
に
変
遷
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
へ
ば
「
昆
虫
の
災
」
に
つ
い
て
の
ハ
ラ

ヘ
は
、
本
来
神
の
怒
に
対
す
る
謝
罪
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
た
ハ
ラ
ヘ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
時
代
と
と
も
に
、
い
つ
し
か
虫
害
自
体
に
対
し

て
行
う
ハ
ラ
ヘ
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
虫
害
に
対
し
て
ハ
ラ
ヘ
を
行
う
な
ど
金
子
教
授
の
云
わ
れ
る
ご
と
く
ハ
ラ
ヘ
の
本
質
か
ら
す
れ

ば
解
し
か
ね
る
も
の
で
あ
る
が
、
時
代
と
と
も
に
事
物
が
形
式
的
に
な
り
、
形
式
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
が
見
失
わ
れ
、
本
来
の
本

質
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
こ
と
に
な
る
こ
と
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
虫
害
に
対
す
る
ハ
ラ
ヘ
な
ど
は
、
そ
の
一
つ
の
例
に
な
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。


