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一

幽
霊
と
罪
刑
法
定
主
義

罪
刑
法
定
主
義
に
基
づ
く
法
律
を
制
定
し
て
も
、
裁
判
官
が
そ
の
法
律
を
正
し
く
適
用
し
な
け
れ
ば
、
罪
刑
法
定
主
義
の
目
的
が
実
現

し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
法
律
を
適
用
す
る
対
象
で
あ
る
犯
罪
事
実
を
裁
判
官
が
正
確
に
知
る
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
、
法
律
を
正
し
く
適
用
し
た
く
て
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
犯
罪
事
実
を
正
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め

に
、
中
国
で
は
法
医
学
が
早
く
か
ら
発
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
指
紋
法
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
は
、
法
医
学
の
所
見
だ
け
で
は
犯
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人
は
誰
か
と
い
う
最
も
肝
心
な
事
実
が
わ
か
ら
な
い
。
犯
行
を
目
撃
し
た
と
称
す
る
人
が
い
て
も
嘘
を
つ
い
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
裁
判

官
か
ら
見
れ
ば
、
誰
が
犯
人
か
を
間
違
い
な
く
知
っ
て
い
る
の
は
犯
人
自
身
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
犯
人
は
誰
か
と
い
う
事
実
を
含
む

犯
罪
事
実
を
正
確
に
知
る
た
め
に
は
、
犯
人
の
自
白
が
必
要
で
あ
る
。
明
律
及
び
清
律
の
下
で
は
、
裁
判
で
判
決
を
下
す
に
は
被
疑
者
の

自
白
が
必
要
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
犯
人
の
自
白
を
得
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
中
国
で
は
、
被
疑
者
の
自
白
を
得
る
目
的
で
拷
問
を
行
う
た
め
の
手

続
が
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
拷
問
を
行
え
ば
、
我
慢
強
い
真
犯
人
が
自
白
し
な
い
一
方
で
、
無
実
の
人
が
苦
痛
に
耐
え
切

れ
ず
に
嘘
の
自
白
を
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、
ど
ん
な
に
凶
悪
な
犯
人
で
も
必
ず
少
し
は
持
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
罪
悪
感
に
乗
じ
て
、
被
害
者
の
幽
霊
が
出
た
ふ
り
を
し
た
り
、
実
際
に
幽
霊
の
姿
を
出
現
さ
せ
た
り
し
て
、
犯
人
を
恐
怖
に
陥

れ
て
自
白
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
滋
賀
秀
三
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』（
創
文
社
、
昭
和
五
十
九
年
）
第
一
「
清
朝
時
代
の
刑

事
裁
判
」
第
二
節
の
二
は
、「
中
国
の
裁
判
官
は
面
倒
な
証
拠
法
上
の
規
則
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。（
中
略
）
真
相
を
見
破
る

た
め
の
奇
計
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
裁
判
官
は
（
中
略
）
探
偵
で
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。」（
七
十
頁
）
と
述
べ
て
、
そ
の
一
例

と
し
て
、『
鹿
洲
公
案
』
の
「
幽
魂
対
質
」
の
話
を
挙
げ
て
い
る
（
七
十
三
頁
注
218
）。

二

幽
霊
と
向
か
い
合
わ
せ
て
尋
問
す
る

『鹿
洲
公
案
』
は
、
清
の
藍
鼎
元
（
一
六
八
〇
～
一
七
三
三
）
が
広
東
省
潮
州
府
普
寧
県
の
知
県
に
任
じ
ら
れ
、
同
府
潮
陽
県
の
知
事

代
理
を
兼
ね
て
い
た
時
に
行
っ
た
裁
判
の
う
ち
二
十
四
件
の
裁
判
の
顚
末
を
自
ら
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
曠
敏
本
と
い
う
人
が
雍
正
七

年
（
一
七
二
九
）
春
に
書
い
た
序
文
が
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
藍
鼎
元
は
、
字
は
玉
霖
、
福
建
省
漳
州
府
漳
浦
県
の
人
。『
清
史
稿
』
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巻
四
七
七
に
伝
が
あ
る
。「
鹿
洲
」
は
号
で
あ
る
。『
鹿
洲
公
案
』
巻
上
「
幽
魂
対
質
（
幽
霊
と
向
か
い
合
わ
せ
て
尋
問
す
る
）」
は
次
の

よ
う
な
話
で
あ
る
。『
鹿
洲
公
案
』
は
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
所
収
本
を
見
た
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
宮
崎
市
定
訳
『
鹿
洲
公
案
』

（『
宮
崎
市
定
全
集
』
別
巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）、
劉
鵬
雲
・
陳
方
明
注
訳
『
鹿
洲
公
案
』（
群
衆
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）

を
参
考
に
し
た
。

【和
訳
】

潮
陽
県
の
延
長
埔
・
上
塘
子
な
ど
の
村
で
は
、
共
同
で
堤
を
築
い
て
水
を
さ
え
ぎ
り
、
順
番
に
水
を
流
し
て
各
家
の
田
に
そ
そ
い
で
い

ま
す
。
雍
正
五
年
（
一
七
二
七
）
の
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
ひ
で
り
が
続
き
ま
し
た
。
江
・
羅
の
両
家
は
勢
力
と
人
数
と
を
恃
ん
で

規
約
を
破
っ
て
、
朔
日
は
楊
家
が
水
を
流
す
日
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
、
勝
手
に
は
ね
つ
る
べ
を
使
い
、
取
水
口
を
占
拠
し
ま
し
た
。

楊
仙
友
は
承
服
せ
ず
、
刀
を
つ
か
ん
で
阻
止
し
に
行
き
ま
し
た
。
弟
の
楊
文
煥
と
兄
の
楊
世
香
と
が
つ
い
て
行
き
ま
し
た
。
羅
明
珠
が

走
っ
て
帰
っ
て
き
て
、
そ
の
村
の
長
老
の
江
立
清
に
報
告
し
ま
し
た
。
江
立
清
は
号
令
を
か
け
て
村
人
を
召
集
し
ま
し
た
。
江
子
千
・
江

宗
桂
・
羅
達
士
・
羅
俊
之
・
江
阿
明
・
江
阿
祖
・
江
阿
満
・
江
阿
尾
・
江
献
瑞
ら
四
五
十
人
が
、
ほ
こ
を
か
つ
ぎ
棍
棒
を
か
ま
え
て
楊
仙

友
ら
を
取
り
囲
ん
で
攻
撃
し
ま
し
た
。
楊
学
文
は
、
父
と
叔
父
と
が
囲
ま
れ
て
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
ち
ら
も
三
十
人
余

り
を
呼
び
集
め
て
、
相
手
と
格
闘
し
ま
し
た
が
、
衆
寡
敵
せ
ず
、
楊
仙
友
は
殺
さ
れ
ま
し
た
。
楊
文
煥
ら
は
散
り
散
り
に
逃
げ
去
り
、
楊

世
香
は
重
傷
を
負
っ
て
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
つ
か
ま
え
ら
れ
て
、
と
り
で
の
中
に
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
勢
力
を
誇
示
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
ま
す
が
、
実
は
治
療
薬
を
調
剤
し
て
与
え
て
い
た
の
で
す
。
江
羅
両
家
は
楊
世
香
が
死
ぬ
の
を
恐
れ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
時
、

潮
陽
県
令
の
代
理
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
本
府
大
埔
県
知
県
の
白
公
（
白
日
宣
。
雍
正
二
年
（
一
七
二
四
）
に
知
大
埔
県
に
任
じ
ら
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れ
た
。『
広
東
通
志
』
巻
二
十
九
）
で
し
た
。
被
害
者
の
傷
の
状
態
を
検
査
し
て
省
の
総
督
・
巡
撫
以
下
の
上
司
に
報
告
し
ま
し
た
が
、

ま
だ
訊
問
を
行
わ
な
い
う
ち
に
亡
く
な
り
ま
し
た
（『
鹿
洲
公
案
』
巻
上
、
五
営
兵
食
に
「
大
埔
尹
白
君
、
署
潮
篆
、
九
月
、
卒
于
官
。」

と
あ
る
。）。

冬
十
月
十
八
日
に
私
は
本
県
に
到
っ
て
知
事
代
理
の
任
に
つ
き
ま
し
た
（『
鹿
洲
公
案
』
巻
下
、
仙
村
楼
に
「（
十
月
）
十
八
日
、
抵
潮

莅
任
。」
と
あ
る
。）。
法
廷
で
再
三
、
鞫
問
を
行
い
ま
し
た
が
、
楊
仙
友
を
殺
し
た
こ
と
を
白
状
す
る
者
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
証
人
の

江
拱
山
と
謝
文
卿
は
、
格
闘
に
参
加
し
た
人
が
多
く
、
刀
や
棍
棒
が
目
ま
ぐ
る
し
く
振
り
回
さ
れ
た
の
で
、
誰
が
殺
し
た
の
か
本
当
に
知

ら
な
い
、
と
言
い
ま
し
た
。
ま
だ
生
き
て
い
る
楊
世
香
に
尋
ね
ま
す
と
、
彼
も
ま
た
、
自
分
に
傷
を
負
わ
せ
た
者
が
羅
俊
之
と
江
阿
尾
と

江
献
瑞
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、
楊
仙
友
を
死
に
到
ら
せ
た
元
凶
は
、
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
、
と
答
え
ま
し
た
。

江
羅
両
姓
の
格
闘
参
加
者
を
個
別
に
細
か
く
尋
問
し
、
や
さ
し
く
な
ぐ
さ
め
た
り
、
情
に
訴
え
た
り
、
お
ど
か
し
た
り
、
脛
を
は
さ
む
拷

問
を
加
え
た
り
し
て
、
殺
人
犯
を
探
り
出
す
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
尽
く
し
、
拷
問
も
行
い
尽
く
し
ま
し
た
が
、
全
員
が
「
不
知
」

の
二
字
で
答
え
る
だ
け
で
、
一
言
で
も
少
し
で
も
隙
を
見
せ
る
者
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
こ
こ
に
至
っ
て
は
ど
う
す
る
こ
と

も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

数
日
が
経
ち
ま
し
た
。
冷
た
い
風
が
か
す
か
に
吹
き
、
水
時
計
の
音
だ
け
が
聞
こ
え
、
人
は
寝
静
ま
っ
て
い
る
暗
い
夜
に
、
私
は
明
か

り
を
つ
け
て
執
務
室
に
す
わ
り
ま
し
た
。
原
告
被
告
を
全
員
呼
び
集
め
て
語
り
か
け
ま
し
た
。「
人
を
殺
せ
ば
自
分
の
命
で
償
う
の
は
古

今
不
易
の
お
き
て
で
す
。
あ
な
た
方
は
こ
の
静
か
な
夜
に
自
ら
を
省
み
て
下
さ
い
。
も
し
あ
な
た
が
人
に
殺
さ
れ
て
、
そ
の
人
が
あ
な
た

の
命
を
自
分
の
命
で
償
わ
な
け
れ
ば
、
寃
魂
と
な
っ
た
あ
な
た
は
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。
あ
な
た
方
が
僥
倖
を
期
待
し
て
白
状

し
よ
う
と
し
な
い
理
由
は
、
犯
人
を
指
し
示
す
人
が
い
な
い
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
す
で
に
城
隍
神
（
県
城
を
守
る
神
。
冥
界
の
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裁
判
官
で
も
あ
る
。）
様
に
文
書
を
送
っ
て
、
今
夜
の
二
更
（
午
後
十
時
ご
ろ
）
に
楊
仙
友
の
幽
魂
を
呼
び
出
し
て
も
ら
っ
て
、
あ
な
た

方
と
向
か
い
合
わ
せ
て
尋
問
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
ま
し
た
。
あ
な
た
方
が
百
の
言
い
逃
れ
を
し
て
も
、
ご
ま
か
し
隠
す
の
は
難
し
い
で

す
。」隷

卒
に
命
じ
て
、
原
告
被
告
の
諸
人
を
何
人
ず
つ
か
に
分
け
て
城
隍
廟
ま
で
連
れ
て
行
か
せ
ま
し
た
。
そ
の
後
に
つ
い
て
城
隍
廟
に
到

り
ま
す
と
、
鐘
と
太
鼓
を
鳴
ら
し
、
香
を
焚
き
、
再
拜
し
て
立
ち
上
が
る
と
城
隍
神
の
法
廷
で
あ
る
広
間
に
す
わ
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
楊

仙
友
の
幽
魂
を
呼
ん
で
広
間
に
上
ら
せ
て
、
訴
え
を
聴
い
て
尋
問
を
行
い
ま
し
た
。
空
中
に
向
か
っ
て
簡
単
に
数
語
の
質
問
を
し
て
か
ら
、

階
下
の
諸
人
に
言
い
ま
し
た
。「
楊
仙
友
が
こ
こ
に
い
て
、
あ
な
た
方
と
向
か
い
合
っ
て
尋
問
を
受
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。
あ
な

た
方
は
顔
を
上
げ
て
彼
を
見
て
下
さ
い
。
こ
の
、
両
手
で
胸
を
押
さ
え
、
血
で
赤
く
染
ま
っ
た
衣
服
を
着
て
い
る
人
が
楊
仙
友
で
す
。」

こ
れ
を
聞
い
て
階
下
の
衆
人
は
、
あ
る
者
は
顔
を
上
げ
て
見
ま
し
た
。
あ
る
者
は
目
だ
け
を
動
か
し
て
こ
っ
そ
り
と
う
か
が
い
見
ま
し
た
。

た
だ
羅
明
珠
・
江
子
千
・
江
立
清
の
三
人
だ
け
が
、
頭
を
垂
れ
て
見
よ
う
と
せ
ず
、
私
の
話
が
聞
こ
え
な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
よ
う
で
し

た
（
原
文
。
若
為
弗
聞
也
者
。『
礼
記
』
檀
弓
下
に
「
夫
子
為
弗
聞
也
者
而
過
之
。」
と
あ
る
。）。

私
は
た
だ
ち
に
羅
明
珠
を
呼
び
寄
せ
て
、「
楊
仙
友
が
こ
こ
に
い
て
、
あ
な
た
が
彼
の
一
命
を
償
う
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。
あ
な
た

は
ま
だ
何
か
言
い
逃
れ
を
す
る
つ
も
り
で
す
か
。」
と
ず
ば
り
と
言
い
ま
し
た
。
羅
明
珠
は
驚
き
震
え
て
、
し
ば
ら
く
返
事
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
私
は
「
あ
な
た
は
平
生
、
口
が
う
ま
く
て
狡
猾
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
、
楊
仙
友
の
寃
魂
が
こ
こ
に
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
あ

な
た
は
言
い
逃
れ
を
し
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。
彼
が
あ
な
た
に
殺
さ
れ
た
の
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
本
当
の
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
、

拷
問
に
か
け
ま
す
よ
。」
と
言
い
ま
し
た
。
羅
明
珠
は
「
私
は
棍
棒
で
彼
の
頭
頂
を
撃
ち
ま
し
た
。
傷
は
偏
左
（
頂
心
の
左
側
）
に
あ
り

ま
す
。
楊
仙
友
が
死
ん
だ
の
は
、
ほ
こ
の
刃
に
由
り
ま
す
。
殺
し
た
の
は
江
子
千
で
す
。
私
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
白
状
し
ま
し

裁
判
官
が
法
廷
に
幽
霊
を
出
現
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た
。続

い
て
江
子
千
を
呼
び
寄
せ
て
尋
問
し
ま
し
た
。
江
子
千
は
白
状
し
ま
せ
ん
。
私
が
「
あ
な
た
は
自
分
で
楊
仙
友
と
弁
論
し
て
下
さ

い
。」
と
言
い
ま
す
と
、
江
子
千
は
じ
っ
と
前
を
見
つ
め
て
何
も
言
い
ま
せ
ん
。
私
は
江
子
千
に
語
り
か
け
ま
し
た
。「
あ
な
た
は
寃
魂
が

見
え
ま
せ
ん
か
。
寃
魂
が
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
羅
明
珠
が
木
の
棍
棒
を
持
っ
て
、
彼
の
額
顱
（
額
の
骨
）
の
左
側
を
傷
つ
け
ま
し
た
。

あ
な
た
は
長
刀
を
持
っ
て
、
彼
の
胸
膛
（
む
ね
）
を
刺
し
、
地
面
に
倒
し
て
動
け
な
く
し
ま
し
た
。
あ
な
た
が
刃
を
引
き
抜
き
ま
す
と
血

が
同
時
に
湧
き
出
し
ま
し
た
。
当
日
の
状
況
は
こ
の
よ
う
で
し
た
。
あ
な
た
は
ま
だ
何
か
言
い
逃
れ
が
で
き
ま
す
か
。」
江
子
千
は
「
そ

の
通
り
で
す
。」
と
答
え
ま
し
た
。
私
が
「
楊
仙
友
の
死
は
、
あ
な
た
方
二
人
に
由
り
ま
す
。
寃
魂
が
言
う
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
で
す

か
。」
と
言
い
ま
す
と
、
二
人
は
「
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
答
え
ま
し
た
。
私
が
「
当
日
は
大
勢
の
人
が
呼
び
集
め
ら
れ
ま
し
た
。
指

揮
し
て
殺
人
を
命
じ
た
の
は
誰
で
す
か
。」
と
尋
ね
ま
す
と
、「
江
立
清
で
す
。」
と
答
え
ま
し
た
。

隷
卒
に
命
じ
て
江
子
千
と
羅
明
珠
と
を
廟
中
の
暗
い
所
に
入
れ
さ
せ
て
、
江
拱
山
を
呼
び
寄
せ
て
言
い
ま
し
た
。「
楊
仙
友
は
あ
な
た

を
と
が
め
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
彼
を
殺
し
た
犯
人
を
は
っ
き
り
と
知
り
な
が
ら
、
本
当
の
こ
と
を
告
げ
ず
、
彼
の
恨
み
が
晴
ら
さ
れ
な

い
ま
ま
に
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
今
、
寃
魂
は
あ
な
た
を
非
難
し
て
い
る
の
で
す
。
あ
な
た
は
賄
賂
を
い
く
ら
受
け
取
っ
た

の
で
す
か
。
す
ぐ
に
あ
な
た
に
彼
の
命
を
償
っ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。」
江
拱
山
は
地
面
に
頭
を
打
ち
つ
け
て
、「
楊
仙
友
を
殺
し
た
の
は

江
子
千
と
羅
明
珠
で
す
。
命
令
し
た
の
は
江
立
清
で
す
。
殺
人
に
無
関
係
の
私
が
ど
う
し
て
彼
の
命
を
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。」
と
答
え
ま
し
た
。
続
い
て
江
宗
桂
・
羅
達
士
・
江
阿
明
・
江
阿
祖
・
江
阿
満
を
呼
ん
で
、
細
か
く
尋
問
し
ま
し
た
。
五
人

と
も
江
拱
山
ら
の
証
言
と
同
じ
こ
と
を
証
言
し
ま
し
た
。

江
立
清
は
自
分
が
老
人
で
あ
る
こ
と
を
恃
み
に
し
て
、
拷
問
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
ず
（『
順
治
律
』
刑
律
、
断
獄
、
老
幼
不
拷
訊
条
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に
「
年
七
十
以
上
（
中
略
）
の
者
は
、
並
び
に
拷
訊
す
べ
か
ら
ず
。
皆
、
衆
証
に
拠
り
罪
を
定
む
。」
と
あ
る
。）、
鬼
神
も
威
嚇
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、「
自
分
は
何
も
知
ら
な
い
。」
と
堅
く
言
い
張
り
ま
す
。
し
ば
ら
く
詰
問
し
ま
し
た
が
、
し
ま
い
ま
で
白
状
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
私
は
彼
の
病
状
が
重
い
の
を
見
て
、
久
し
く
こ
の
世
に
留
ま
る
こ
と
は
な
い
と
予
想
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
江
立
清
に
言
い
ま
し
た
。

「
衆
証
（
三
人
以
上
の
証
言
）
が
明
確
で
す
の
で
、
あ
な
た
が
自
白
し
な
く
て
も
、
七
十
歳
以
上
で
あ
る
あ
な
た
に
つ
い
て
は
、
獄
成

（
犯
罪
事
実
の
確
定
）
と
同
じ
で
す
。
楊
仙
友
が
、
禍
い
は
江
立
清
に
由
る
の
で
、
絶
対
に
活
か
し
て
は
お
か
な
い
、
道
で
彼
の
魄
（
た

ま
し
い
）
を
奪
っ
て
や
る
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。」

た
だ
ち
に
江
子
千
・
江
立
清
ら
の
諸
人
に
つ
い
て
、
律
の
条
文
を
調
べ
て
判
決
原
案
を
作
成
し
て
、
彼
ら
を
判
決
原
案
と
と
も
に
潮
州

府
知
事
の
も
と
へ
送
り
と
ど
け
ま
し
た
。
わ
ず
か
三
日
後
に
江
立
清
は
亡
く
な
り
ま
し
た
。
潮
陽
県
の
人
民
は
そ
の
結
果
、
本
当
に
幽
魂

と
城
隍
神
は
存
在
す
る
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

(以
下
、
曠
敏
本
の
評
語
。）

疑
獄
を
決
し
難
い
と
き
は
、
権
術
（
は
か
り
ご
と
）
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
。
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
こ
の
裁
判
で
は
、
も
し
被
疑
者

を
寃
魂
と
向
か
い
合
わ
せ
て
尋
問
し
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
殺
人
犯
に
罪
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
数
十
人
の

被
疑
者
を
こ
と
ご
と
く
夾
棍
（
三
本
の
木
の
棒
で
脛
を
は
さ
む
拷
問
具
）
で
拷
問
し
た
な
ら
ば
、
拷
問
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
真

実
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
し
て
犯
罪
事
実
を
確
定
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
う
ま
い
具
合
に
暗
い
夜
に
冷
た
い
風
が
吹
い

た
が
、
こ
れ
は
寃
魂
が
出
や
す
い
条
件
で
あ
る
。
ま
た
う
ま
い
具
合
に
、
城
隍
神
が
幽
魂
を
召
喚
す
る
こ
と
は
多
く
の
人
々
が
信
じ
て
い

る
。
演
出
さ
れ
た
多
く
の
場
面
が
森
森
凛
凛
（
お
ご
そ
か
で
恐
ろ
し
い
）
と
し
て
い
て
、
人
を
ぞ
っ
と
さ
せ
毛
髪
を
逆
立
た
せ
る
。
そ
し

て
、
神
技
の
よ
う
な
工
夫
は
全
く
、
顔
を
上
げ
て
寃
魂
を
見
さ
せ
た
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
罪
人
は
心
に
や
ま
し
さ
が
あ
る
の
で
、
自
然
、

裁
判
官
が
法
廷
に
幽
霊
を
出
現
さ
せ
た
話
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他
の
大
勢
の
人
と
同
じ
状
態
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
つ
ぼ
を
押
さ
え
た
か
ら
に
は
、
刃
物
で
す
る
す
る
と
切
る
よ
う
に
容
易
に
解
決

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
の
曲
折
を
慎
重
に
明
ら
か
に
し
て
、
無
実
の
人
を
罪
に
入
れ
る
こ
と
が
な
く
、
有
罪
の
者
を
釈
放
す
る
こ
と

も
な
い
。
県
知
事
殿
は
ま
さ
に
包
閻
羅
（
北
宋
の
名
裁
判
官
、
包
拯
。
地
獄
の
裁
判
官
で
あ
る
閻
羅
に
た
と
え
ら
れ
た
。）
で
あ
る
。

冒
頭
に
「
潮
陽
県
の
延
長
埔
・
上
塘
子
な
ど
の
村
で
は
」（
原
文
。
延
長
埔
上
塘
子
等
郷
）
と
あ
る
が
、
光
緒
十
九
年
重
刊
『
潮
州
府

志
』（『
中
国
方
志
叢
書
』
所
収
、
成
文
出
版
社
）
巻
十
三
、
都
啚
、
普
寧
県
、
氵戎
水
都
に
「
延
長
埔
。
県
西
南
三
十
五
里
。」「
上
塘
。
県

西
南
三
十
五
里
。」
と
あ
る
。
同
書
巻
十
八
、
水
利
、
普
寧
県
に
「
上
塘
陂
。
城
を
距
た
る
こ
と
南
四
十
里
。
氵戎
水
都
。（
中
略
）
上
塘
仔

郷
の
田
（
も
と
誤
っ
て
「
山
」
に
作
る
。）
畝
に
分
灌
す
。」
と
あ
る
か
ら
、
同
書
巻
十
三
の
「
上
塘
」
は
「
上
塘
仔
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

同
書
巻
十
三
、
都
啚
、
潮
陽
県
の
項
に
附
さ
れ
た
按
語
に
「
雍
正
十
年
に
至
り
、
氵戎
水
全
都
を
割
き
て
普
寧
に
帰
せ
し
む
。」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
雍
正
五
年
当
時
は
、
氵戎
水
都
の
延
長
埔
郷
と
上
塘
仔
郷
は
潮
陽
県
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

藍
鼎
元
は
、
雍
正
五
年
七
月
十
三
日
に
普
寧
県
知
県
の
任
に
つ
き
（『
鹿
洲
公
案
』
巻
上
、
三
宄
盗
屍
）、
三
か
月
後
の
十
月
十
八
日
に

潮
陽
県
の
知
事
代
理
の
任
に
つ
き
、
早
速
こ
の
闘
殺
事
件
の
審
理
に
当
た
っ
た
の
で
あ
る
。
雍
正
五
年
当
時
は
、
順
治
四
年
（
一
六
四

七
）
に
頒
行
さ
れ
、
康
熙
九
年
（
一
六
七
〇
）
に
校
訂
さ
れ
た
『
大
清
律
集
解
附
例
』、
通
称
『
順
治
律
』
が
行
用
さ
れ
て
い
た
。
藍
鼎

元
が
江
立
清
に
対
し
て
述
べ
た
「
衆
証
が
明
確
で
す
の
で
、
獄
成
と
同
じ
で
す
。（
原
文
。
衆
証
明
確
、
即
同
獄
成
。）」
と
い
う
言
葉
は
、

『
順
治
律
』（『
中
国
珍
稀
法
律
典
籍
続
編
』
第
五
冊
所
収
、
黒
龍
江
人
民
出
版
社
）
の
名
例
律
、
犯
罪
事
発
在
逃
条
の
「
も
し
罪
を
犯
し
、

事
発
し
て
逃
に
在
る
者
は
、
衆
証
明
白
な
れ
ば
即
ち
獄
成
る
に
同
じ
。（
原
文
。
衆
証
明
白
、
即
同
獄
成
。）
対
問
を
須ま

た
ず
。」
と
い
う

文
か
ら
引
い
た
言
葉
で
あ
る
。「
衆
証
明
白
な
れ
ば
即
ち
獄
成
る
に
同
じ
。」
と
い
う
規
定
は
、
犯
罪
が
発
覚
し
て
逃
亡
し
て
い
る
者
に
対
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す
る
規
定
で
あ
る
が
、『
順
治
律
』
刑
律
、
断
獄
、
老
幼
不
拷
訊
条
に
「
年
七
十
以
上
（
中
略
）
の
者
は
並
び
に
合ま

さ

に
拷
訊
す
べ
か
ら
ず
。

皆
、
衆
証
に
拠
り
て
罪
を
定
む
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
七
十
歳
以
上
の
老
人
に
対
し
て
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

「空
中
に
向
か
っ
て
簡
単
に
数
語
の
質
問
を
し
て
（
原
文
。
憑
空
略
問
数
語
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
藍
鼎
元
は
幽
霊
が
出
た
ふ

り
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
次
節
で
紹
介
す
る
よ
う
に
、
幽
霊
の
姿
を
実
際
に
法
廷
に
出
現
さ
せ
て
し
ま
っ
た
裁
判
官
が

い
た
の
で
あ
る
。

三

法
廷
に
幽
霊
を
出
現
さ
せ
た
裁
判
官

袁
枚
（
一
七
一
六
～
一
七
九
八
）
の
短
編
怪
奇
物
語
集
『
子
不
語
』
の
巻
一
、
田
烈
婦
に
次
の
よ
う
な
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
子
不

語
』
は
『
筆
記
小
説
大
観
』
所
収
本
及
び
『
続
修
四
庫
全
書
』
所
収
『
新
斉
諧
』
を
見
た
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
手
代
木
公
助
訳
『
子

不
語
⚑
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
考
に
し
た
。

【和
訳
】

江
蘇
巡
撫
の
徐
公
、
名
は
士
林
、
は
正
義
感
の
強
い
人
で
し
た
。
安
徽
省
安
慶
府
（
治
所
は
現
在
の
安
徽
省
安
慶
市
。）
の
太
守
で

あ
っ
た
時
、
日
が
暮
れ
て
か
ら
堂
（
法
廷
）
に
上
り
ま
し
た
。
月
が
白
色
に
輝
い
て
い
ま
し
た
。
一
人
の
女
子
が
現
れ
ま
し
た
。
黒
い
布

で
肩
か
ら
上
を
覆
い
隠
し
、
顔
立
ち
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
儀
門
（
法
廷
の
前
の
門
）
の
外
に
ひ
ざ
ま
ず
き
、
寃
（
う
ら
み
）

を
訴
え
る
者
の
よ
う
で
し
た
。
徐
公
は
彼
女
が
幽
霊
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
吏
卒
に
命
じ
て
牌
（
ふ
だ
。
訴
え
を
受
理
し
た
こ
と
を
示

す
。）
を
持
っ
て
、「
寃
が
有
る
者
の
魂
に
法
廷
に
入
る
許
可
を
与
え
ま
す
。」
と
大
声
で
言
わ
せ
ま
し
た
。
そ
の
女
子
は
ゆ
っ
く
り
と
門

裁
判
官
が
法
廷
に
幽
霊
を
出
現
さ
せ
た
話

九

(九
九
六
)



内
に
入
っ
て
き
て
、
法
廷
の
階
段
の
下
に
ひ
ざ
ま
ず
き
ま
し
た
。
む
せ
び
泣
く
声
が
子
供
の
よ
う
で
し
た
。
吏
卒
に
は
そ
の
姿
が
見
え
ず
、

た
だ
そ
の
声
が
聞
こ
え
る
だ
け
で
し
た
。
彼
女
が
言
う
に
は
、
自
分
は
、
姓
は
田
で
、
夫
を
亡
く
し
て
節
を
守
っ
て
い
た
が
、
夫
の
兄
の

方
徳
が
、
彼
女
が
管
理
す
る
財
産
を
奪
お
う
と
し
て
改
嫁
を
迫
り
、
そ
の
た
め
首
つ
り
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
、
と
の
こ
と
で
し
た
。

徐
公
は
彼
女
の
夫
の
兄
を
拘
引
し
て
、
彼
女
の
幽
霊
と
並
べ
て
尋
問
し
ま
し
た
。
は
じ
め
、
夫
の
兄
を
訊
問
し
た
時
は
、
彼
は
全
く
罪

を
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
振
り
返
っ
て
女
子
を
見
ま
す
と
、
び
っ
く
り
仰
天
し
て
、
と
う
と
う
真
実
を
白
状
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
彼
に
法
律
を
適
用
し
ま
し
た
。
安
慶
府
の
人
々
は
、
徐
公
は
神
の
よ
う
な
裁
判
官
だ
と
騒
ぎ
立
て
ま
し
た
。
徐
公
は
「
田
烈
婦
碑
記
」

を
作
っ
て
田
氏
を
称
え
ま
し
た
。
当
時
、
山
東
省
泰
安
府
泰
安
県
出
身
の
相
国
、
趙
国
麟
が
安
徽
省
の
巡
撫
（
省
の
最
高
監
督
官
）
で
し

た
が
、
こ
の
件
は
訪
聞
（
聞
き
取
り
調
査
）
を
行
っ
て
真
相
を
究
明
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
、
幽
霊
に
頼
っ
て
奇
策
を
誇
る
必
要
は
な
い
、

と
徐
公
を
非
難
し
ま
し
た
。
徐
公
は
心
か
ら
恥
ず
か
し
く
思
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
徐
公
が
法
廷
に
幽
霊
の
姿
を
出
現
さ
せ
た
こ
と
は
紛

れ
も
な
く
事
実
で
し
た
の
で
、
秘
密
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

【原
文
】

江
蘇
巡
撫
徐
公
士
林
、
素
正
直
。
為
安
慶
太
守
時
、
日
暮
陞
堂
。
月
色
皎
然
。
見
一
女
子
、
以
黒
帕

首
肩
以
上
、
眉
目
不
可
辨
、

跪
儀
門
外
、
若
訴
寃
者
。
徐
公
知
為
鬼
、
令
吏
卒
持
牌
喝
曰
、
有
寃
者
魂
許
進
。
女
子
冉
冉
入
跪
堦
下
。
声
嘶
如
小
児
。
吏
卒
不
見
、
但

聞
其
声
。
自
言
姓
田
、
寡
居
守
節
、
為
其
夫
兄
方
徳
、
逼
嫁
謀
産
、
致
令
縊
死
。
徐
公
為
拘
夫
兄
、
与
鬼
対
質
。
初
訊
時
、
殊
不
服
、
回

首
見
女
子
、
大
駭
、
遂
吐
情
実
。
乃
置
之
法
。
一
郡
譁
以
為
神
。
公
作
田
烈
婦
碑
記
、
以
旌
之
。
時
泰
安
趙
相
国
国
麟
為
巡
撫
。
責
徐
公

謂
（『
続
修
四
庫
全
書
』
所
収
本
は
「
謂
」
を
「
為
」
に
作
る
。）
此
事
作
訪
聞
足
矣
。
何
必
託
鬼
神
以
自
奇
。
徐
公
深
以
為
愧
。
然
其
事

頗
実
、
不
能
秘
也
。
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袁
枚
撰
「
江
蘇
巡
撫
雨
峰
徐
公
神
道
碑
」（『
小
倉
山
房
文
集
』（『
続
修
四
庫
全
書
』
所
収
）
巻
三
所
収
）
及
び
『
清
史
稿
』
巻
三
百
八
、

徐
士
林
伝
に
拠
れ
ば
、
徐
士
林
は
、
字
は
式
儒
、
号
は
雨
峰
、
山
東
省
登
州
府
文
登
県
の
人
。
康
熙
五
十
二
年
（
一
七
一
三
）
の
進
士
。

雍
正
五
年
（
一
七
二
七
）
に
安
慶
府
の
知
府
を
授
け
ら
れ
、
同
十
年
（
一
七
三
二
）
に
江
蘇
按
察
使
に
任
じ
ら
れ
た
。
乾
隆
五
年
（
一
七

四
〇
）
に
江
蘇
巡
撫
を
授
け
ら
れ
、
同
六
年
（
一
七
四
一
）
に
五
十
八
歳
で
歿
し
た
。
知
安
慶
府
在
任
時
、
及
び
福
建
省
汀
漳
道
台
在
任

時
に
行
っ
た
裁
判
の
判
決
文
を
収
録
し
た
『
徐
雨
峰
中
丞
勘
語
』
が
現
存
す
る
。
そ
の
巻
三
、
田
氏
被
搶
自
刎
身
死
案
は
、
上
記
の
田
烈

婦
の
事
件
に
対
す
る
判
決
文
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
田
氏
は
「
縊
死
」
で
は
な
く
、
剃
刀
で
首
を
切
っ
て
自
殺
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
私
が
こ
の
案
件
に
つ
い
て
法
廷
で
何
度
も
訊
問
し
、
供
述
さ
れ
た
事
実
を
閲
読
し
ま
す
と
、
ま
こ
と
に
田
氏
が
り
り
し
く
生
き
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。」（
原
文
。
卑
府
庭
訊
此
案
、
至
再
至
三
、
披
閲
供
情
、
真
覚
田
氏
凜
凜
有
生
気
。）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、

田
氏
の
幽
霊
の
姿
を
法
廷
に
出
現
さ
せ
た
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

「公
、
田
烈
婦
碑
記
を
作
り
、
以
て
之
れ
を
旌
す
。」
と
あ
る
が
、「
田
烈
婦
碑
記
」
の
節
略
文
が
民
国
十
年
刊
『（
安
徽
省
）
宿
松
県

志
』（『
中
国
方
志
叢
書
』
所
収
、
成
文
出
版
社
）
巻
四
十
五
、
列
女
伝
、
節
烈
、
清
、
田
氏
の
項
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
和
訳
を
次
に
掲

げ
る
。
宿
松
県
は
田
氏
の
事
件
が
起
き
た
県
で
あ
る
。

【和
訳
】

烈
婦
の
田
氏
は
宿
松
県
の
人
。
方
才
の
妻
で
す
。
十
九
歳
で
才
に
と
つ
ぎ
、
二
年
後
に
才
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
遺
児
も
五
歳
で
死
に

ま
し
た
。
才
に
は
兄
が
三
人
い
て
、
伯
兄
と
仲
兄
は
才
に
先
立
っ
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。
方
徳
は
叔
兄
で
す
。
伯
兄
の
婦
が
王
氏
で
、
仲

兄
の
婦
が
郭
氏
で
す
。
王
氏
は
自
分
の
子
の
闖
に
才
の
後
を
嗣
が
せ
ま
し
た
。
三
人
の
寡
婦
は
と
も
に
志
を
守
り
、
そ
の
姑
の
陳
氏
を
孝
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養
し
て
い
ま
し
た
。
方
才
は
田
十
畝
を
遺
し
、
田
烈
婦
は
そ
れ
を
守
っ
て
生
活
の
手
段
と
し
て
い
ま
し
た
。
方
徳
は
よ
こ
し
ま
な
性
格
で
、

そ
の
田
を
貪
り
取
ろ
う
と
し
て
、
し
ば
し
ば
田
氏
に
再
婚
す
る
こ
と
を
迫
り
ま
し
た
。
田
烈
婦
は
三
た
び
首
つ
り
自
殺
を
は
か
り
、
ど
の

時
も
二
寡
婦
が
救
助
し
て
死
な
ず
に
済
み
ま
し
た
。

何
偉
と
い
う
者
が
い
て
、
凶
暴
な
人
で
す
。
方
徳
は
母
の
名
を
仮
り
て
婚
券
を
作
成
し
、
何
偉
に
与
え
て
勝
手
に
財
礼
を
受
け
取
り
ま

し
た
。
雍
正
七
年
（
一
七
二
九
）
十
一
月
二
十
一
日
の
夜
、
方
徳
と
何
偉
ら
若
干
人
と
が
内
室
に
突
入
し
、
田
氏
を
無
理
や
り
連
れ
去
り

ま
し
た
。
田
烈
婦
は
号
泣
し
て
、
地
面
に
う
ず
く
ま
っ
て
動
こ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
悪
者
共
が
寄
っ
て
た
か
っ
て
ひ
っ
ぱ
っ
た
の
で
、

衣
服
が
ば
ら
ば
ら
に
引
き
裂
か
れ
て
道
路
に
落
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
田
氏
を
縛
っ
て
輿
の
中
に
押
し
込
め
ま
し
た
。
田
烈
婦
が
頭
で
輿
を

突
い
た
の
で
、
重
ね
て
彼
女
を
縛
り
ま
し
た
。
酒
坊
舗
に
到
っ
た
時
、
田
氏
は
大
声
で
泣
き
な
が
ら
輿
か
ら
跳
び
出
し
て
地
面
に
倒
れ
ま

し
た
。
住
民
が
皆
び
っ
く
り
し
て
様
子
を
見
に
出
て
き
ま
し
た
。
方
才
の
従
兄
の
告
と
い
う
名
の
人
が
、
そ
の
息
子
及
び
衆
人
と
と
も
に

悪
者
共
を
斥
け
阻
み
ま
し
た
の
で
、
何
偉
ら
は
と
う
と
う
逃
げ
去
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
方
告
は
息
子
に
命
じ
て
着
物
を
脱
い
で
田
烈
婦
に

着
せ
さ
せ
ま
し
た
。
自
分
の
家
に
連
れ
て
行
っ
て
着
が
え
さ
せ
、
は
げ
ま
し
慰
め
ま
し
た
。
田
烈
婦
は
大
声
で
泣
き
ま
し
た
。
翌
朝
に

な
っ
て
方
告
が
田
氏
を
家
ま
で
送
り
届
け
ま
し
た
。

田
烈
婦
は
、
寡
婦
が
こ
の
よ
う
な
大
き
な
辱
め
を
受
け
、
し
か
も
そ
れ
は
夫
を
辱
め
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
ま
ま
生
き
な
が
ら
え

て
姑
に
つ
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
泣
く
ば
か
り
で
、
水
も
汁
も
絶
ち
、
刀
を
引
い
て
自
ら
喉
を
断
ち
、

（
中
略
）
八
日
後
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
あ
あ
、
田
烈
婦
は
誠
に
大
義
に
負
か
ず
、
死
夫
に
負
か
ず
、
そ
の
志
も
そ
の
操
も
、
貞
固
で
あ

る
こ
と
金
石
と
同
じ
で
す
。
生
き
て
は
人
か
ら
敬
わ
れ
、
死
ん
で
は
人
を
悲
し
ま
せ
ま
し
た
。
卓
越
し
た
婦
人
で
し
た
。

こ
の
時
に
当
た
っ
て
、
方
徳
は
な
お
自
ら
罪
を
悔
い
ず
、
ず
る
が
し
こ
く
も
そ
の
母
親
に
か
こ
つ
け
て
、
田
氏
の
名
誉
を
傷
つ
け
る
内
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容
の
詞
状
を
作
成
し
て
官
に
う
っ
た
え
て
、
罪
を
逃
が
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
結
局
は
法
か
ら
逃
が
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、

天
を
欺
く
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
法
廷
で
尋
問
し
た
時
、
は
じ
め
の
う
ち
は
悪
者
共
は
ず
る
が
し
こ
く
で
た
ら
め
を
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、

つ
い
に
一
人
一
人
が
自
ら
真
実
を
白
状
し
ま
し
た
。
裁
判
官
が
事
実
を
究
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
田
烈
婦
の
貞
気

寃
魂
が
悪
者
共
の
心
に
迫
り
、
そ
の
秘
密
を
あ
ば
き
、
隠
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
さ
せ
て
、
自
ら
白
状
さ
せ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら

そ
の
時
、
か
す
か
に
形
状
が
あ
り
、
泣
く
が
ご
と
く
訴
え
る
が
ご
と
く
、
法
廷
の
下
に
伏
し
て
い
た
の
で
す
。
あ
あ
、
天
の
作
用
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。

方
徳
は
こ
こ
安
慶
府
城
で
急
死
し
ま
し
た
。
余
人
は
悉
く
法
律
通
り
に
処
罰
し
ま
し
た
。
方
徳
が
死
ぬ
直
前
、
病
気
で
も
な
い
の
に
急

に
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
寝
て
い
て
驚
き
恐
れ
、
ベ
ッ
ド
の
間
で
狂
乱
し
、
突
然
大
声
で
「
私
の
喉
を
し
め
な
さ
い
。
私
の

胸
を
刺
し
な
さ
い
。
私
の
心
臓
を
突
き
な
さ
い
。」
と
叫
び
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
数
夜
を
経
て
死
ん
だ
の
で
す
。
彼
の
母
親
が
人
に
こ

の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。
私
は
不
才
な
が
ら
安
慶
府
の
知
事
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
人
民
に
道
徳
を
教
え
る
責
任
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
田
氏
の
行
い
を
と
り
わ
け
表
彰
し
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
裁
判
が
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
田
氏
に
ま
つ
わ
る
事
実

を
安
徽
巡
撫
の
程
公
（
原
文
。
大
府
程
公
。『
清
史
稿
』
巻
二
百
一
、
疆
臣
年
表
五
、
各
省
巡
撫
、
雍
正
八
年
（
一
七
三
〇
）
庚
戌
、
安

徽
省
の
段
に
、「
魏
廷
珍
、
五
月
戊
辰
調
。
程
元
章
、
安
徽
巡
撫
。」
と
あ
る
。）
に
報
告
し
、
田
氏
の
行
状
を
朝
廷
に
送
上
し
、
田
氏
を

旌
表
し
て
田
氏
の
子
孫
が
代
々
栄
光
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
申
請
し
ま
し
た
。
私
は
公
務
の
合
い
間
に
文
を
作
っ
て
田
氏

に
ま
つ
わ
る
事
実
を
記
し
、
宿
松
県
の
街
道
に
碑
を
立
て
て
、
田
烈
婦
の
行
い
が
埋
没
し
な
い
よ
う
に
し
、
勧
善
懲
悪
の
心
を
永
遠
に
伝

え
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
あ
あ
、
田
烈
婦
は
死
ん
で
は
い
ま
せ
ん
。
兄
嫁
の
王
氏
と
郭
氏
と
の
二
人
も
そ
の
貞
烈
を
表
彰
す
る
べ
き
で
す
。

田
烈
婦
が
自
刎
し
て
亡
く
な
っ
た
時
、
年
は
三
十
一
で
し
た
。
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和
訳
に
注
記
し
た
よ
う
に
、「
大
府
程
公
」
が
安
徽
巡
撫
程
元
章
を
指
し
て
い
る
と
す
る
と
、
田
氏
の
案
件
に
対
し
て
徐
士
林
が
判
決

を
下
し
た
の
は
、
程
元
章
が
安
徽
巡
撫
に
任
じ
ら
れ
た
雍
正
八
年
五
月
以
後
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

「徳
暴
死
於
皖
。（
徳
、
に
わ
か
に
皖
に
死
す
。）」
を
「
方
徳
は
こ
こ
安
慶
府
城
で
急
死
し
ま
し
た
。」
と
訳
し
た
。「
皖
」
は
安
徽
省
全

体
を
指
す
場
合
が
あ
り
、
安
徽
省
潜
山
県
の
古
名
で
も
あ
る
が
、「
余
謬
典
皖
郡
。（
余
、
謬
っ
て
皖
郡
を
典
す
。）」
と
安
慶
府
を
「
皖

郡
」
と
呼
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
の
「
晥
」
は
安
慶
府
城
（
現
在
の
安
徽
省
安
慶
市
）
を
指
し
て
い
る
と
受
け
取
っ
た
。
方
徳
は
安
慶
府
の

知
府
が
行
う
裁
判
を
受
け
る
た
め
に
安
慶
府
城
に
連
れ
て
こ
ら
れ
、
こ
の
「
碑
記
」
に
拠
れ
ば
そ
の
地
で
客
死
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
徐
雨
峰
中
丞
勘
語
』
の
「
田
氏
被
搶
自
刎
身
死
案
」
で
は
、
方
徳
に
「
杖
一
百
」「
枷
号
両
箇
月
」
の
刑
、
及
び
何
偉
か
ら
得
た
財
礼
の

銀
八
両
を
官
に
没
収
す
る
処
分
が
科
さ
れ
て
お
り
、
方
徳
が
死
ん
だ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
裁
判
の
途
中
で
は
な
く
、
裁
判
が
終
了
し

て
判
決
文
が
按
察
司
に
送
ら
れ
た
後
で
死
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
「
田
烈
婦
碑
記
」
に
つ
い
て
は
、「
海
陽
鞠
濂
書
徐
中
丞
宿
松
田
烈
婦
碑
記
後
（
海
陽
の
鞠
濂
、
徐
中
丞
の
宿
松
田
烈
婦
碑
記
の

後
に
書
す
）」
と
題
さ
れ
た
文
に
、「
碑
記
」
に
徐
士
林
が
わ
ざ
と
書
か
な
か
っ
た
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
は
光
緒
二
十
三
年
修

『（
山
東
省
）
文
登
県
志
』（『
中
国
方
志
叢
書
』
所
収
、
成
文
出
版
社
）
巻
九
上
三
、
人
物
二
、
徐
士
林
の
項
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

部
分
訳
を
次
に
掲
げ
る
。
海
陽
は
、
徐
士
林
の
出
身
地
で
あ
る
文
登
県
と
同
じ
く
山
東
省
登
州
府
の
属
県
で
あ
る
。
民
国
四
年
重
印
『
山

東
通
志
』（
華
文
書
局
）
巻
一
七
六
、
人
物
志
に
拠
れ
ば
、
鞠
濂
は
、
字
は
溪
源
、
海
陽
の
人
。
歳
貢
生
。
古
文
に
た
く
み
で
あ
っ
た
。

『
悦
軒
文
鈔
』『
史
記
述
評
』『
史
席
閒
話
』
を
著
し
た
。
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【和
訳
】

(前
略
）
徐
先
生
は
（
知
安
慶
府
の
任
期
を
終
え
て
、
雍
正
十
年
（
一
七
三
二
）
に
）
江
蘇
按
察
使
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た
。
私
、
鞠
濂

は
南
遊
し
て
、
按
察
司
の
官
署
で
徐
公
に
ま
み
え
ま
し
た
。
徐
公
が
作
っ
た
「
碑
記
」
を
読
み
ま
し
た
。
田
烈
婦
は
こ
の
「
碑
記
」
を
得

て
、
千
年
後
も
生
気
が
懍
懍
と
し
て
威
厳
を
保
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
徐
公
が
言
い
ま
し
た
。「
こ
の
碑
記
に
は
述
べ
尽
く
し
て
い
な
い

こ
と
が
ま
だ
あ
り
ま
す
。
怪
に
渉
る
か
ら
で
す
。
た
め
し
に
あ
な
た
の
た
め
に
そ
れ
を
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

私
が
田
烈
婦
の
案
件
を
審
理
し
た
時
、
方
徳
ら
が
で
た
ら
め
な
こ
と
ば
か
り
供
述
す
る
の
で
、
三
木
で
脚
を
は
さ
む
拷
問
を
加
え
よ
う

と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
日
が
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
て
、
隷
卒
が
闇
に
乗
じ
て
手
加
減
し
た
り
虐
待
し
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を

心
配
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
指
図
し
て
被
告
人
を
し
ば
ら
く
法
廷
か
ら
退
出
さ
せ
、
他
日
、
再
び
尋
問
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
時

で
す
。
儀
門
の
外
に
婦
人
の
よ
う
な
存
在
が
ひ
ざ
ま
ず
い
て
北
に
向
い
て
い
る
の
が
見
え
ま
し
た
。
吏
卒
に
示
し
ま
す
と
皆
、
見
え
ま
せ

ん
で
し
た
。
法
廷
に
い
た
書
記
た
ち
は
「
田
氏
の
幽
魂
で
は
な
い
か
。」
と
さ
さ
や
き
合
い
ま
し
た
。
私
は
気
持
ち
が
動
い
て
、「
田
氏
」

の
字
を
牌
に
朱
書
し
て
、
隷
卒
に
渡
し
て
、
儀
門
か
ら
こ
れ
を
呼
ば
せ
ま
し
た
。
婦
人
は
す
み
や
か
に
起
ち
上
が
り
、
隷
卒
の
後
に
つ
い

て
東
の
角
門
（
正
門
脇
の
小
門
）
か
ら
入
り
、
法
廷
の
階
段
の
下
ま
で
来
て
伏
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
呼
ん
で
法
廷
に
上
ら
せ
よ
う
と
し
ま

し
た
が
応
じ
ま
せ
ん
。
ひ
さ
し
の
前
の
た
い
ま
つ
を
取
り
の
け
さ
せ
て
、
も
う
一
度
こ
れ
を
呼
び
ま
す
と
、
起
ち
上
が
っ
て
歩
い
て
東
楹

（
法
廷
の
前
に
立
て
ら
れ
た
左
右
二
本
の
大
柱
の
う
ち
東
側
の
柱
）
の
前
ま
で
来
て
伏
し
ま
し
た
。

「も
し
か
し
て
田
氏
で
す
か
。」
と
問
い
ま
す
と
、「
そ
う
で
す
。」
と
答
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
夫
に
嫁
ぎ
節
を
守
っ
た
年
数
、
及
び
兄

嫁
の
王
氏
に
孤
児
を
託
し
た
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。
こ
と
ご
と
く
事
実
に
合
致
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
声
は
生
き
て
い
る
人
に
比
べ
て
小

さ
か
っ
た
で
す
が
、
は
っ
き
り
と
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
田
烈
婦
の
幽
魂
が
お
ご
そ
か
に
出
現
し
た
の
で
す
。
そ
の

裁
判
官
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た
め
、
ぞ
っ
と
し
て
骨
ま
で
寒
く
な
り
、
毛
髪
が
逆
立
ち
ま
し
た
。
私
は
彼
女
に
ど
う
し
て
死
ん
だ
の
か
を
話
さ
せ
ま
し
た
。
す
る
と
、

そ
の
言
葉
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
声
は
む
せ
び
、
じ
っ
く
り
と
聴
き
ま
し
た
が
そ
の
意
味
を
す
べ
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

け
れ
ど
も
何
度
も
悲
し
み
を
訴
え
、
方
徳
に
対
し
て
特
に
恨
み
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
私
も
思
わ
ず
も
ら
い
泣
き
し
て
、
感
情
を
押
さ
え

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
時
、
月
が
白
色
に
光
っ
て
い
ま
し
た
。
幽
魂
の
形
体
は
人
間
と
異
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
肩

か
ら
上
が
見
た
と
こ
ろ
真
黒
で
、
演
劇
の
中
で
幽
霊
が
黒
い
布
で
顔
を
覆
っ
て
い
る
の
に
似
て
い
ま
し
た
。
私
は
緑
茶
を
地
面
に
そ
そ
い

で
か
ら
彼
女
を
慰
め
て
言
い
ま
し
た
。「
あ
な
た
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
言
い
尽
く
し
た
と
思
い
ま
す
。
あ
な
た
は
し
ば
ら
く
お
帰
り

下
さ
い
。
私
は
犯
人
達
に
法
律
を
適
用
し
て
、
あ
な
た
の
憤
り
を
晴
ら
し
、
あ
な
た
の
貞
節
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。」

隷
卒
に
命
じ
て
牌
を
持
っ
て
先
導
さ
せ
ま
し
た
。
婦
人
は
そ
の
後
を
つ
い
て
行
き
、
西
の
角
門
か
ら
出
て
、
儀
門
か
ら
延
び
る
甬
道

（
れ
ん
が
敷
き
の
道
）
の
中
に
転
じ
た
後
ろ
姿
を
ま
だ
望
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
大
門
（
表
門
）
に
到
っ
て
姿
を
消
し
ま
し
た
。

こ
の
時
よ
う
や
く
、
法
廷
の
上
に
い
た
人
も
下
に
い
た
人
も
皆
、
恐
怖
心
が
収
ま
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
実
際
に
幽
魂
を
見
た
者
は
い
な

か
っ
た
の
で
す
。
た
だ
裁
判
担
当
の
吏
人
（
原
文
。
刑
房
）
の
某
の
幼
い
息
子
一
人
だ
け
が
こ
れ
を
見
ま
し
た
。
俗
に
子
供
は
幽
霊
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
ま
す
が
、
本
当
で
す
ね
。」

徐
公
は
さ
ら
に
言
い
ま
し
た
。「
県
か
ら
こ
の
事
件
の
一
件
書
類
が
上
が
っ
て
き
た
時
、
私
は
精
神
を
集
中
し
て
、
朝
晩
、
書
類
を
ひ

ら
い
て
検
討
し
、
十
日
間
、
真
実
を
究
明
す
る
手
段
を
考
え
ま
し
た
。」
と
い
う
こ
と
は
、
田
烈
婦
の
幽
魂
が
現
れ
た
の
は
、
徐
公
の
一

途
な
誠
意
に
感
動
し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。（
後
略
）

『子
不
語
』「
田
烈
婦
」
で
は
、
訊
問
さ
れ
て
い
た
時
に
方
徳
が
振
り
返
っ
て
女
子
を
見
て
大
い
に
驚
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
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の
文
の
中
で
徐
士
林
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
語
っ
て
い
な
い
。
袁
枚
の
創
作
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
文
の
中
で
徐
士
林
は
、
田
氏
の

幽
霊
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
裁
判
官
で
あ
る
自
分
と
刑
房
の
息
子
と
の
二
人
だ
け
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
袁
枚
撰
「
江
蘇
巡

撫
雨
峰
徐
公
神
道
碑
」（
前
掲
『
小
倉
山
房
文
集
』
巻
三
）
に
は
「
公
、
堂
上
に
坐
す
。
黒
衣
の
女
子
、
啾
啾
（
す
す
り
泣
く
さ
ま
）
と

し
て
訴
う
る
有
る
が
如
き
を
見
る
。
兄
公
（
夫
の
兄
）
を
召
し
て
之
れ
を
質
す
に
、
則
ち
毛
髪
析
灑
（
ば
ら
ば
ら
に
散
る
）
し
、
情
実
を

口
吐
す
。
公
、
鬼
道
を
以
て
教
え
を
設
く
る
を
深
く
愧
づ
る
も
、
満
庭
の
胥
隷
、
皆
、
見
聞
す
る
有
り
、
掩お

お

う
能
わ
ざ
る
な
り
。」
と
あ

り
、「
徐
公
は
、
幽
霊
を
使
っ
て
教
訓
を
示
し
た
こ
と
を
深
く
後
悔
し
ま
し
た
が
、
法
廷
一
杯
の
吏
卒
が
全
員
、
見
聞
き
し
ま
し
た
の
で
、

な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
徐
士
林
は
あ
ら
か
じ
め
、
俳
優
が
演
じ
る
幽
霊

は
自
分
と
被
告
人
と
だ
け
に
見
え
て
、
他
の
人
に
は
見
え
な
い
こ
と
に
す
る
か
ら
そ
の
つ
も
り
で
ふ
る
ま
う
よ
う
吏
卒
に
指
示
し
た
の
で

あ
る
が
、
子
供
に
ま
で
は
指
示
が
伝
わ
ら
ず
、
刑
房
の
幼
い
子
供
が
「
幽
霊
を
見
た
。」
と
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『子
不
語
』「
田
烈
婦
」
に
「
時
に
泰
安
の
趙
相
国
国
麟
、
巡
撫
た
り
。
徐
公
を
責
め
て
謂
え
ら
く
、
此
の
事
は
訪
聞
を
作な

せ
ば
足
る
。

何
ぞ
必
ず
し
も
鬼
神
に
託
し
て
以
て
自
ら
奇
と
せ
ん
や
。
と
。」
と
あ
り
、
巡
撫
の
趙
国
麟
が
、
幽
霊
を
法
廷
に
出
現
さ
せ
た
徐
士
林
を

責
め
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
趙
国
麟
（
一
六
七
五
～
一
七
五
一
。『
清
史
稿
』
巻
二
八
九
に
伝
が
あ
る
。）
が
安
徽
巡
撫
に
任
じ
ら
れ

て
い
た
の
は
、『
清
史
稿
』
巻
二
百
一
、
疆
臣
年
表
五
、
各
省
巡
撫
に
拠
れ
ば
、
雍
正
十
二
年
（
一
七
三
四
）
か
ら
翌
十
三
年
ま
で
で
あ

り
、
徐
士
林
が
安
慶
府
の
知
府
で
あ
っ
た
時
期
（
雍
正
五
年
か
ら
同
十
年
ま
で
の
間
）
に
は
趙
国
麟
は
安
徽
巡
撫
で
は
な
か
っ
た
。
趙
国

麟
は
、
雍
正
八
年
に
安
徽
巡
撫
に
任
じ
ら
れ
た
程
元
章
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
被
害
者
の
幽
霊
の
姿
を
法
廷
に
出
現
さ
せ

て
被
疑
者
を
自
白
に
追
い
込
む
と
い
う
方
法
は
、
識
者
か
ら
見
て
感
心
で
き
る
方
法
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
徐
士
林
は
恥
じ
入
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
、
か
の
名
探
偵
エ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ポ
ア
ロ

裁
判
官
が
法
廷
に
幽
霊
を
出
現
さ
せ
た
話

一
七

(九
八
八
)



が
、
被
害
者
の
幽
霊
を
出
現
さ
せ
て
、
容
疑
者
を
恐
怖
に
陥
れ
て
犯
行
を
告
白
さ
せ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス

テ
ィ
ー
、
小
倉
多
加
志
訳
「
マ
ー
ス
ド
ン
荘
の
惨
劇
」『
ポ
ア
ロ
登
場
』
所
収
、
ハ
ヤ
カ
ワ
文
庫
）。

四

「田
氏
被
搶
自
刎
身
死
案
」
訳
注

前
節
に
記
し
た
よ
う
に
、
田
氏
の
事
件
に
対
す
る
徐
士
林
の
判
決
文
が
『
徐
雨
峰
中
丞
勘
語
』
巻
三
に
「
田
氏
被
搶
自
刎
身
死
案
（
田

氏
、
搶
せ
ら
れ
て
自
刎
し
て
身
死
す
る
案
）」
と
題
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
判
決
文
は
、
田
氏
の
事
件
に
対
す
る
宿
松
県
知
県
の

第
一
審
裁
判
の
判
決
文
が
当
事
者
及
び
証
人
と
と
も
に
安
慶
府
に
送
ら
れ
て
き
た
の
を
受
け
て
、
安
慶
府
知
府
の
徐
士
林
が
行
っ
た
第
二

審
裁
判
の
判
決
文
で
あ
る
。
被
告
人
の
一
人
が
充
軍
の
刑
に
当
た
る
の
で
、
こ
の
判
決
文
は
当
事
者
及
び
証
人
と
と
も
に
安
徽
省
の
按
察

司
に
送
ら
れ
て
、
按
察
使
が
第
三
審
裁
判
を
行
い
、
そ
の
判
決
文
を
含
む
一
件
書
類
が
安
徽
巡
撫
に
送
ら
れ
て
、
巡
撫
が
一
件
書
類
に

拠
っ
て
審
査
を
行
い
、
そ
の
判
決
文
及
び
一
件
書
類
が
刑
部
に
送
ら
れ
て
、
刑
部
が
再
審
査
を
行
い
、
最
終
判
決
を
下
す
こ
と
と
な
る
。

安
徽
省
の
按
察
司
と
安
徽
巡
撫
の
治
所
と
は
ど
ち
ら
も
安
慶
府
城
に
あ
っ
た
。

「田
氏
被
搶
自
刎
身
死
案
」
の
和
訳
を
次
に
掲
げ
る
。『
徐
雨
峰
中
丞
勘
語
』
は
光
緒
三
十
二
年
丙
午
（
一
九
〇
六
）
武
進
李
氏
聖
訳
楼

校
刊
本
（
京
都
大
学
法
学
部
図
書
館
所
蔵
）
を
見
た
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
陳
全
倫
・
畢
可
娟
・
呂
曉
東
主
編
『
徐
公
言献
詞
』（
斉
魯

書
社
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
考
に
し
た
。

【和
訳
】

審
理
し
て
次
の
よ
う
な
結
論
に
至
り
ま
し
た
。

関
法

第
六
八
巻
四
号

一
八

(九
八
七
)



宿
松
県
の
、
略
奪
さ
れ
て
自
刎
し
た
田
氏
は
烈
婦
で
す
。
田
氏
は
二
十
歳
で
方
才
に
嫁
ぎ
、
翌
々
年
に
夫
が
亡
く
な
り
、
志
を
守
っ
て

遺
児
を
撫
養
し
ま
し
た
が
、
五
歳
で
夭
折
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
夫
の
兄
の
寡
婦
王
氏
の
子
で
あ
る
方
闖
を
養
子
に
し
ま
し
た
。
田
氏
と
王

氏
、
そ
し
て
夫
の
二
番
目
の
兄
の
寡
婦
郭
氏
と
は
、
夫
た
ち
兄
弟
の
家
に
同
居
し
て
、
三
人
の
寡
婦
が
助
け
合
い
、
交
代
で
そ
の
姑
の
食

事
の
世
話
を
し
ま
し
た
。
そ
の
ま
ま
仲
違
い
す
る
こ
と
な
く
、
今
ま
で
九
回
、
年
を
越
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
、
田
氏
の
夫
の
三
番
目
の
兄
で
あ
る
方
徳
は
、
も
と
も
と
遊
び
人
で
怠
け
者
で
し
た
が
、
家
産
を
蕩

尽
し
て
し
ま
い
、
つ
い
に
弟
嫁
の
存
在
を
奇
貨
と
し
て
、
雍
正
七
年
（
一
七
二
九
）
の
九
月
中
に
、
勝
手
に
程
伯
に
頼
ん
で
媒
人
に
な
っ

て
も
ら
い
、
鄧
孟
に
嫁
が
せ
て
そ
の
妻
に
す
る
こ
と
を
許
し
、
方
徳
の
母
、
即
ち
田
氏
の
姑
に
よ
る
婚
書
を
作
成
し
、
財
礼
は
十
二
両
と

す
る
こ
と
を
取
り
決
め
ま
し
た
。
鄧
孟
ら
は
花
嫁
を
受
け
取
る
た
め
に
牯
牛
嶺
で
待
ち
合
わ
せ
ま
し
た
。
方
徳
は
門
を
出
る
よ
う
田
氏
に

迫
り
ま
し
た
が
、
王
氏
が
阻
止
し
た
の
で
、
田
氏
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
方
徳
は
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
礼
金
を
返

し
た
の
で
、
鄧
孟
ら
は
帰
り
ま
し
た
。
田
氏
は
方
徳
が
容
赦
し
な
い
の
を
恨
み
、
首
つ
り
自
殺
を
三
度
試
み
ま
し
た
。
死
ん
で
も
再
婚
し

な
い
、
と
い
う
の
が
田
氏
の
志
で
あ
り
、
ま
る
で
白
日
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
し
て
い
ま
し
た
。
方
徳
が
も
し
少
し
で
も
人
間
の
心
を

持
っ
て
い
た
ら
、
あ
き
ら
め
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
思
い
が
け
な
く
も
、
財
産
を
手
に
入
れ
た
い
気
持
ち
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な

り
、
再
婚
を
迫
る
計
画
が
ま
す
ま
す
悪
質
に
な
っ
た
の
で
す
。

十
一
月
四
日
に
今
度
は
張
列
に
頼
ん
で
媒
人
に
な
っ
て
も
ら
い
、
な
ら
ず
者
の
何
偉
と
悪
だ
く
み
を
し
て
か
ら
、
方
徳
の
母
に
よ
る
婚

書
を
揑
造
し
て
、
財
礼
八
両
を
受
け
取
り
ま
し
た
。
田
氏
を
十
一
日
に
強
奪
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
ま
し
た
。
こ
の
日
、
何
偉
は
、
張
列

と
と
も
に
、
家
人
の
求
老
と
亮
老
と
を
連
れ
て
、
日
暮
れ
時
に
な
る
の
を
待
っ
て
、
駕
籠
を
担
い
で
方
家
の
門
に
至
り
ま
し
た
。
こ
の
夜
、

方
徳
の
母
は
間
違
い
な
く
方
徳
の
家
に
い
ま
し
た
。
方
徳
は
何
偉
ら
を
率
い
て
田
氏
の
居
室
に
突
入
し
、
力
を
合
わ
せ
て
強
奪
し
ま
し
た
。
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王
氏
が
全
力
で
阻
み
ま
し
た
が
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
田
氏
は
、
た
と
え
死
ん
で
も
従
わ
な
か
っ
た
の
で
、
悪
者
共
が
引
き
ず
り

ま
わ
し
て
い
る
う
ち
に
、
身
に
つ
け
て
い
た
衣
服
が
す
べ
て
粉
々
に
な
り
ま
し
た
。
弱
い
力
で
は
抵
抗
し
き
れ
ず
、
縛
ら
れ
て
駕
籠
の
中

に
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
田
氏
は
中
か
ら
頭
で
突
い
て
外
へ
出
よ
う
と
し
ま
し
た
。
何
偉
は
そ
の
駕
籠
の
扉
を
縛
ら
せ
ま
し
た
。

駕
籠
を
担
い
で
行
き
、
鄧
酒
鋪
（
前
掲
「
田
烈
婦
碑
記
」
節
略
文
で
は
「
酒
坊
舗
」
と
す
る
。
民
国
十
年
刊
『
宿
松
県
志
』
巻
三
十
一
、

交
通
、
駅
伝
、
鋪
遞
に
拠
れ
ば
、
酒
坊
舗
（
鋪
）
は
県
治
の
二
十
里
北
に
あ
っ
た
。「
舗
（
鋪
）」
は
郵
駅
で
あ
る
。「
鄧
酒
鋪
」
は
『
宿

松
県
志
』
に
見
ら
れ
な
い
。）
を
経
由
し
た
時
、
田
氏
は
地
を
震
わ
せ
る
叫
び
声
を
上
げ
て
、
死
を
決
し
て
駕
籠
か
ら
転
が
り
出
ま
し
た
。

丸
裸
で
地
面
に
倒
れ
ま
し
た
。
鋪
の
居
民
が
皆
、
叫
び
声
を
聞
い
て
外
に
出
て
き
て
こ
の
有
り
様
を
見
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
そ
の
中
に
田

氏
の
堂
伯
（
夫
の
従
兄
）
の
方
告
が
い
て
、
方
家
の
節
婦
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
自
分
の
子
を
率
い
て
阻
止
し
ま
し
た
。
何
偉
ら
は
逃
げ

去
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
方
告
は
田
氏
を
彼
の
家
に
連
れ
て
行
き
、
衣
服
を
与
え
て
励
ま
し
慰
め
ま
し
た
。
田
氏
は
明
け
方
ま
で
大
声
で
泣

き
続
け
ま
し
た
。
方
告
は
翌
朝
、
田
氏
を
家
ま
で
送
り
届
け
ま
し
た
。

田
氏
は
思
い
ま
し
た
。
数
年
の
苦
節
を
経
て
こ
の
よ
う
な
凌
辱
に
遭
い
、
今
更
、
世
間
の
人
々
と
顔
を
合
わ
せ
た
く
は
な
い
し
、
私
の

亡
き
夫
に
対
し
て
恥
ず
か
し
い
、
と
。
泣
い
て
は
悲
し
み
、
水
も
汁
も
口
に
入
れ
ず
、
死
ぬ
意
志
は
あ
っ
て
も
、
生
き
る
理
由
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
王
氏
は
懸
命
に
説
得
し
、
そ
ば
を
離
れ
ず
見
張
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
田
氏
は
そ
れ
で
も
な
お
速
や
か
に
死
ぬ
こ
と

が
で
き
な
い
の
を
恨
む
だ
け
で
し
た
。
翌
日
に
な
っ
て
、
不
意
に
ひ
そ
か
に
剃
刀
を
引
い
て
首
を
一
寸
の
深
さ
で
切
り
、
八
日
後
に
亡
く

な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
に
は
宿
松
県
の
士
民
は
万
人
が
声
を
合
わ
せ
て
節
婦
の
た
め
に
冤
を
叫
び
、
凶
徒
に
対
し
て
腕
ま
く
り
し
ま
し
た
。

正
し
い
道
が
自
然
に
人
心
の
中
に
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

そ
こ
で
田
氏
の
父
の
田
樞
ら
は
、
詞
状
を
連
ね
て
方
徳
ら
を
告
訴
し
ま
し
た
。
方
徳
ら
は
罪
を
畏
れ
、
無
理
に
方
徳
の
母
の
阿
陳
を
祭
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り
上
げ
て
座
主
と
し
て
、
狡
猾
な
詞
状
を
作
成
し
て
、
自
分
達
の
罪
を
覆
い
隠
そ
う
と
し
、「
田
氏
は
方
告
か
ら
秘
か
に
誘
わ
れ
て
野
合

し
、
ふ
り
ほ
ど
い
て
水
に
身
を
投
げ
た
。
ま
た
、
姑
に
背
い
て
別
居
し
て
い
た
。」
と
嘘
の
訴
え
を
し
ま
し
た
。
た
だ
田
氏
を
不
孝
の
罪

で
誣
告
し
た
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
田
氏
を
淫
行
の
罪
で
誣
告
し
た
の
で
す
。
ま
た
、「
媒
人
が
親
迎
し
て
、
駕
籠
に
乗
せ
て
十
里
余
り

行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
方
告
に
よ
っ
て
さ
え
ぎ
ら
れ
、
劫
奪
さ
れ
て
死
に
至
っ
た
。」
と
嘘
の
訴
え
を
し
ま
し
た
。
た
だ
田
氏
に
再
婚
を

迫
っ
て
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
救
助
し
て
阻
止
し
た
人
に
罪
を
転
嫁
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
何
偉
ら
は
外

か
ら
援
助
を
受
け
、
内
か
ら
そ
れ
に
応
じ
、
内
外
の
者
が
ぐ
る
に
な
り
ま
し
た
。
婚
書
を
作
成
し
た
の
は
方
徳
で
あ
る
の
に
、
母
の
陳
氏

か
ら
口
頭
で
許
可
を
得
た
、
と
嘘
を
つ
き
ま
し
た
。
田
氏
の
強
奪
を
主
導
し
た
の
は
方
徳
で
あ
る
の
に
、
陳
氏
が
指
図
し
た
、
と
嘘
を
つ

き
ま
し
た
。
ま
た
、
方
告
が
財
貨
を
要
求
し
て
嫁
入
り
の
邪
魔
を
し
た
、
と
嘘
を
つ
き
、
さ
ら
に
、
方
告
が
姦
通
し
て
田
氏
が
憤
激
し
て

首
を
切
っ
た
、
と
嘘
を
つ
き
ま
し
た
。
様
々
な
悪
賢
い
嘘
を
つ
い
て
、
法
網
か
ら
逃
れ
よ
う
と
図
っ
た
の
で
す
。
宿
松
県
知
県
は
各
被
告

人
を
厳
し
く
取
り
調
べ
、
田
氏
を
強
奪
し
て
嫁
入
り
さ
せ
よ
う
と
し
て
死
に
追
い
込
ん
だ
事
実
が
す
で
に
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
陳
氏
が
首
謀
者
で
あ
る
と
い
う
偽
り
の
護
身
符
が
堅
牢
で
破
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
方
徳
と
何
偉
ら
と
の
罪
が
ま
だ
明

ら
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
と
田
氏
の
恨
み
が
ま
だ
十
分
に
晴
ら
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

安
慶
府
知
府
で
あ
る
私
は
、
被
告
人
を
呼
び
出
し
て
厳
し
く
訊
問
し
ま
し
た
。
田
氏
の
同
居
の
姪
（
お
い
。
兄
弟
の
子
。
こ
こ
で
は
夫

の
兄
の
子
を
意
味
す
る
。）
の
方
歓
、
な
ら
び
に
方
告
が
救
助
し
阻
止
し
た
の
を
目
撃
し
た
隣
証
の
余
善
林
・
余
加
ら
の
詳
し
い
供
述
に

拠
っ
て
、
方
徳
ら
が
田
氏
の
居
室
に
入
っ
て
田
氏
を
強
奪
し
、
途
中
で
田
氏
が
大
声
で
叫
ん
で
救
わ
れ
た
有
り
様
は
、
絵
に
か
い
た
よ
う

に
は
っ
き
り
と
し
て
い
ま
す
。
田
氏
の
父
の
田
樞
は
泣
き
な
が
ら
、
粉
々
に
裂
か
れ
た
衣
服
の
残
骸
を
並
べ
て
示
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
見

た
り
証
言
を
聴
い
た
り
し
て
い
ま
す
と
、
ま
こ
と
に
怒
り
で
髪
の
毛
が
天
を
指
し
て
逆
立
つ
よ
う
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
方
徳
と
何
偉
ら
と
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は
、
な
お
老
母
を
た
の
み
に
し
て
、
狡
猾
に
も
「
媒
人
を
立
て
て
正
式
に
娶
っ
た
。」
と
主
張
し
ま
し
た
が
、
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
言

い
逃
れ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
方
徳
を
厳
し
く
訊
問
す
る
に
及
ん
で
、
は
じ
め
て
、
財
産
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
再
嫁
を
迫
り
、
共
謀
し
て

田
氏
を
強
奪
し
た
の
は
、
本
当
は
自
分
が
主
導
者
で
あ
っ
て
、
自
分
の
母
と
は
全
く
関
係
が
な
い
、
と
自
供
し
ま
し
た
。
そ
し
て
何
偉
ら

も
言
い
逃
れ
が
で
き
な
く
な
り
、
正
直
に
、
田
氏
を
強
奪
し
て
娶
ろ
う
と
し
た
こ
と
を
隠
さ
ず
に
認
め
ま
し
た
。

田
氏
を
汚
辱
す
る
陳
氏
の
呈
詞
を
誰
が
代
作
し
た
の
か
を
詰
問
し
ま
す
と
、
方
徳
は
は
じ
め
は
隠
し
て
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で

田
樞
は
方
徳
か
ら
の
自
筆
の
手
紙
一
通
を
提
出
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
王
紹
周
・
何
子
見
・
高
爾
が
母
に
代
わ
っ
て
呈
詞
を
作
っ
た
、

と
い
う
語
句
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
ぐ
に
婚
書
の
筆
跡
を
方
徳
の
自
筆
の
手
紙
の
筆
跡
と
見
比
べ
ま
す
と
、
婚
書
は
実
に
方
徳
一
人
の

手
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
再
び
方
徳
に
厳
し
い
訊
問
を
行
い
ま
す
と
、
自
分
が
婚
書
を
書
い
た
と
い
う
事
実

を
正
直
に
自
供
し
ま
し
た
。
方
徳
の
手
紙
の
中
に
出
て
く
る
何
子
見
と
高
爾
と
は
、
知
府
で
あ
る
私
が
前
に
聞
き
取
り
調
査
（
原
文
。
訪

聞
）
を
し
て
、
朱
筆
で
名
前
を
掲
示
し
た
、
有
名
な
悪
訟
師
で
す
。
陳
氏
に
代
わ
っ
て
呈
詞
を
作
っ
た
と
い
う
か
ら
に
は
、
必
ず
安
慶
府

城
（
原
文
。
皖
）
で
訴
訟
の
手
助
け
を
し
て
い
る
に
違
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
た
だ
ち
に
役
卒
を
遣
わ
し
て
、
密
か
に
捕
え
さ
せ

ま
し
た
。
何
子
見
は
果
た
し
て
安
慶
府
城
に
い
ま
し
た
が
、
逮
捕
の
う
わ
さ
を
聞
い
て
逃
亡
し
ま
し
た
。
追
跡
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
捕
え

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
県
（
安
慶
府
の
附
郭
県
で
あ
る
懐
寧
県
を
指
す
。）
に
命
じ
て
呼
び
出
さ
せ
逮
捕
さ
せ
ま
し
た
と
こ
ろ
、

た
だ
高
爾
一
名
を
捕
え
て
送
っ
て
き
た
だ
け
で
し
た
。
当
法
廷
で
鞫
問
し
た
と
こ
ろ
、
正
直
に
、
王
紹
周
が
起
草
し
、
何
子
見
が
清
書
し
、

彼
即
ち
高
爾
が
と
も
に
校
正
し
た
事
実
を
自
供
し
ま
し
た
。
そ
の
供
述
は
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
田
氏
の
死
が
、
方
徳
が
再
嫁
を
強
い
た
こ
と
、
何
偉
が
強
奪
し
た
こ
と
、
張
列
が
無
理
に
仲
立
ち
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る

こ
と
は
、
間
違
い
の
な
い
事
実
で
す
。
少
し
も
疑
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
陳
氏
は
我
が
子
を
か
ば
っ
て
、
表
に
出
て
罪
を
引
き
受
け
ま
し
た
。
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我
が
子
を
愛
す
る
ゆ
え
の
ふ
る
ま
い
で
あ
っ
て
、
深
く
責
め
る
に
は
足
り
ま
せ
ん
。
痛
恨
す
べ
き
こ
と
は
、
一
組
の
悪
訟
師
グ
ル
ー
プ
が
、

訴
訟
を
請
け
負
っ
て
生
活
を
営
み
、
玉
や
氷
の
よ
う
に
清
潔
な
節
婦
に
対
し
て
、
つ
い
に
敢
え
て
汚
ら
わ
し
い
呈
詞
を
揑
造
し
、
そ
の
幽

魂
を
辱
め
た
こ
と
で
す
。
た
だ
田
氏
が
地
下
で
瞑
目
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
天
地
の
神
と
人
も
ま
た
当
然
、
田
氏
の
た

め
に
共
に
憤
っ
て
い
ま
す
。
知
府
で
あ
る
私
が
、
こ
の
案
件
に
つ
い
て
法
廷
で
何
度
も
訊
問
し
、
供
述
さ
れ
た
事
実
を
閲
読
し
ま
す
と
、

ま
こ
と
に
田
氏
が
り
り
し
く
生
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
こ
の
案
件
内
の
諸
凶
悪
犯
は
、
そ
の
犯
行
内
容
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
死
刑

に
処
し
て
も
ま
だ
罪
が
余
り
ま
す
が
、
適
用
す
べ
き
法
律
を
調
べ
ま
す
と
、
以
下
で
犯
人
に
科
し
た
刑
よ
り
も
重
い
刑
を
科
す
る
こ
と
が

で
き
る
法
律
は
あ
り
ま
せ
ん
。

何
偉
は
、「
婦
人
、
夫
亡
く
な
り
、
守
志
を
情
願
す
る
に
、
別
に
主
婚
の
人
無
く
、
も
し
強
を
用
い
て
娶
る
を
求
め
、
逼
り
て
聘
財
を

受
け
し
め
、
因
り
て
死
を
致
す
者
有
ら
ば
、
律
に
依
り
て
問
罪
し
、
埋
葬
銀
両
を
追
給
し
、
辺
衛
に
発
し
て
軍
に
充
つ
。」（『
雍
正
律
』

刑
律
、
人
命
、
威
逼
人
致
死
条
に
附
さ
れ
た
条
例
）
と
い
う
規
定
を
適
用
し
て
、
埋
葬
銀
を
徴
収
し
て
辺
境
の
軍
隊
に
発
遣
す
る
べ
き
で

す
。張

列
は
、
田
氏
が
節
を
守
っ
て
い
る
の
を
明
ら
か
に
知
り
な
が
ら
、
故
ら
に
結
婚
の
仲
立
ち
を
し
て
、
何
偉
に
附
和
し
て
田
氏
を
強
奪

し
ま
し
た
。
従
犯
の
規
定
（『
雍
正
律
』
名
例
律
、
共
犯
罪
分
首
従
条
）
に
照
ら
し
て
、
何
偉
の
充
軍
刑
か
ら
一
等
を
減
じ
て
徒
三
年
杖

一
百
の
刑
を
科
す
る
べ
き
で
す
。
た
だ
し
、
田
氏
の
再
嫁
は
方
徳
が
主
婚
の
人
で
あ
っ
た
の
で
、
本
条
（
前
掲
の
条
例
）
の
「
別
に
主
婚

の
人
無
く
」
と
い
う
規
定
と
何
偉
ら
の
犯
行
と
の
間
に
は
違
い
が
あ
り
ま
す
。
何
偉
と
張
列
と
は
、
県
の
意
見
の
通
り
に
、「
旗
下
の
人
、

罪
を
犯
さ
ば
、
笞
・
杖
は
各
々
数
に
照
ら
し
て
鞭
責
す
。
軍
・
流
・
徒
は
発
遣
を
免
じ
、
分
別
し
て
枷
号
と
す
。
徒
一
年
は
枷
号
二
十
日
。

等
ご
と
に
五
日
を
遞
加
す
。（
中
略
）
充
軍
の
附
近
は
枷
号
七
十
日
。
辺
衛
は
七
十
五
日
。」（『
雍
正
律
』
名
例
律
、
犯
罪
免
発
遣
条
）
と
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い
う
規
定
に
比
照
し
て
、
何
偉
に
は
枷
号
七
十
五
日
を
科
し
、
張
列
に
は
杖
一
百
枷
号
四
十
日
を
科
し
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
埋
葬
銀
を
徴
収

す
る
べ
き
で
す
。

求
老
と
亮
老
と
は
、
田
氏
を
拉
致
し
て
駕
籠
に
乗
せ
、
縄
で
駕
籠
の
扉
を
縛
っ
て
担
ぎ
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
主
人
で
あ
る
何
偉
の
命

令
に
聴
き
従
っ
た
行
為
で
す
。
二
人
と
も
「
応ま

さ

に
為
す
を
得
べ
か
ら
ず
し
て
之
れ
を
為
す
者
は
笞
四
十
。
事
理
、
重
き
者
は
杖
八
十
。」

（『
雍
正
律
』
刑
律
、
雑
犯
、
不
応
為
条
）
と
い
う
律
文
に
依
っ
て
杖
八
十
の
刑
を
科
す
る
べ
き
で
す
。

方
徳
は
、
財
礼
を
得
よ
う
と
図
り
、
小
功
親
で
あ
る
弟
嫁
に
無
理
や
り
改
嫁
を
迫
り
ま
し
た
。「
夫
の
喪
の
服
満
ち
、
果
た
し
て
守
志

を
願
う
に
、
女
の
祖
父
母
父
母
、
及
び
夫
の
祖
父
母
父
母
、
強
い
て
之
れ
を
嫁
せ
し
む
る
者
は
杖
八
十
。
期
親
は
一
等
を
加
え
、
大
功
以

下
は
又
た
一
等
を
加
う
。」（『
雍
正
律
』
戸
律
、
婚
姻
、
居
喪
嫁
娶
条
）
と
い
う
律
文
に
依
っ
て
、
杖
一
百
を
科
す
る
べ
き
で
す
。
た
だ

し
、
二
度
も
改
嫁
を
迫
り
、
自
殺
に
追
い
込
み
ま
し
た
の
で
、
枷
号
二
ヶ
月
を
加
え
、
何
偉
か
ら
財
礼
と
し
て
受
け
取
っ
た
銀
八
両
を
官

に
没
収
す
る
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

陳
氏
は
、
主
婚
を
務
め
た
こ
と
を
自
認
し
て
お
り
、
嘘
の
詞
状
を
呈
出
し
て
誣
告
し
ま
し
た
。「
も
し
一
家
の
人
、
共
に
犯
さ
ば
、
た

だ
尊
長
を
坐
す
。（
中
略
）（
小
注
。（
前
略
）
も
し
婦
人
の
尊
長
、
男
夫
の
卑
幼
と
と
も
に
犯
さ
ば
、
婦
人
、
首
と
為
る
と
雖
も
、
仍
お

独
り
男
夫
を
坐
す
。）」（『
雍
正
律
』
名
例
律
、
共
犯
罪
分
首
従
条
）
と
い
う
律
文
に
照
ら
し
て
、
罪
を
議
す
る
こ
と
を
免
ず
る
べ
き
で
す
。

高
爾
と
ま
だ
捕
え
ら
れ
て
い
な
い
王
紹
周
・
何
子
見
と
は
、
詞
状
を
代
筆
し
て
、「
秘
か
に
誘
っ
て
野
合
し
た
。」
と
い
う
穢
ら
わ
し
い

語
句
を
増
添
し
、
田
氏
の
名
節
を
汚
辱
し
ま
し
た
。
王
紹
周
と
何
子
見
と
は
逮
捕
を
待
っ
て
別
に
断
ず
る
の
を
除
く
ほ
か
、
高
爾
は
、

「
人
の
為
め
に
詞
状
を
作
り
、
情
罪
を
増
減
し
て
人
を
誣
告
せ
し
む
る
者
は
、
犯
人
と
同
罪
。」（『
雍
正
律
』
刑
律
、
訴
訟
、
教
唆
詞
訟

条
）
と
い
う
律
文
を
適
用
す
べ
き
で
す
。
今
、
陳
氏
の
罪
は
彼
女
の
子
で
あ
る
方
徳
が
か
ぶ
り
ま
す
。
高
爾
は
方
徳
の
罪
に
照
ら
し
て
杖
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一
百
を
科
す
る
べ
き
で
す
（
訳
者
注
。
こ
れ
は
お
か
し
い
。
高
爾
は
、
方
告
と
田
氏
と
の
和
姦
を
誣
告
し
た
罪
と
同
罪
に
当
た
り
、
杖
八

十
を
科
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。）。
な
お
、
方
徳
と
同
じ
く
枷
号
二
ヶ
月
を
科
す
る
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

鄧
孟
と
程
伯
と
は
、
よ
く
調
べ
ず
に
田
氏
を
娶
る
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。
県
の
意
見
の
通
り
に
、「
応ま

さ

に
為
す
を
得
べ
か
ら
ず
し
て
之

れ
を
為
す
者
は
笞
四
十
。」（
前
掲
）
と
い
う
律
文
に
照
ら
し
て
、
笞
四
十
を
科
す
る
べ
き
で
す
。
供
述
に
拠
り
ま
す
と
、
二
人
と
も
強
奪

は
し
て
お
ら
ず
、
田
氏
が
改
嫁
を
望
ん
で
い
な
い
こ
と
を
後
で
知
り
、
す
ぐ
に
婚
書
を
破
毀
し
て
、
財
礼
を
取
り
戻
し
ま
し
た
。
財
礼
の

銀
両
を
没
収
す
る
こ
と
を
免
ず
る
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

何
偉
ら
は
、
田
氏
を
強
奪
し
た
日
、
誰
も
鎗や

り

を
帯
び
て
い
な
か
っ
た
、
と
堅
く
供
述
し
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
方
告
ら
が
救
い
阻
ん
だ

時
も
鎗
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
王
氏
の
傷
は
、
あ
る
い
は
あ
わ
て
ふ
た
め
い
て
と
び
出
し
て
救
お
う
と
し
て
、

ぶ
つ
か
っ
て
受
け
た
傷
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
る
の
か
ど
う
か
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
ば
ら
く
、
と
っ
く

に
平
復
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
、
深
く
追
求
す
る
こ
と
を
免
ず
る
べ
き
で
す
。

方
告
ら
は
、
田
氏
の
強
奪
に
明
ら
か
に
無
関
係
で
す
。
罪
を
議
す
る
こ
と
を
免
ず
る
こ
と
を
、
ど
の
人
に
つ
い
て
も
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
陳
氏
は
老
い
ぼ
れ
て
お
り
、
方
告
の
子
の
方
助
、
証
人
の
余
善
林
・
余
加
・
余
貴
は
す
で
に
明
確
に
供
述
し
ま
し
た
。
農
作
業
が
忙

し
い
時
期
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
人
達
は
全
員
、
先
に
釈
放
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
お
願
い
が
あ
り
ま
す
。
田
氏
は
貞
節
を
守
っ
て
自
殺
し
ま
し
た
。
皇
帝
に
報
告
し
て
旌
表
し
て
い
た
だ
く
例
が
無
い
と
は
言
っ

て
も
、
田
氏
の
守
節
は
旌
表
の
栄
誉
を
受
け
る
に
値
す
る
と
思
い
ま
す
。
方
徳
か
ら
官
に
没
収
す
る
財
礼
の
銀
両
を
用
い
て
、
田
氏
の
墓

の
前
に
碑
を
刻
ん
で
立
て
る
こ
と
を
お
願
い
し
ま
す
。
知
府
で
あ
る
私
は
、
吏
員
に
委
ね
て
お
祭
り
さ
せ
て
、
貞
婦
の
魂
を
慰
め
、
人
民

の
感
化
を
促
し
ま
す
。
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田
氏
の
遺
田
十
畝
に
つ
い
て
は
、
養
子
の
方
闖
は
ま
だ
四
歳
で
す
。
方
徳
は
貪
欲
で
厭
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
放
っ
て
お
け

ば
必
ず
鯨
呑
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
方
闖
を
彼
の
生
母
の
王
氏
に
撫
養
さ
せ
て
、
方
闖
に
方
才
と
田
氏
と
の
祭
祀
を
継
承
さ
せ
、
遺

田
十
畝
の
中
か
ら
二
畝
を
割
い
て
祭
田
と
し
、
永
遠
に
祖
先
の
祭
り
に
供
え
さ
せ
、
余
田
は
す
べ
て
方
闖
に
帰
属
さ
せ
て
方
闖
の
家
産
と

し
、
公
印
を
押
し
た
証
明
書
を
発
給
し
、
当
分
、
田
氏
の
父
の
田
樞
な
ら
び
に
方
家
の
尊
属
に
方
闖
の
田
地
を
管
理
さ
せ
、
方
徳
が
も
し

敢
え
て
侵
奪
す
れ
ば
、
共
同
で
官
に
訴
え
て
処
罰
し
て
も
ら
う
こ
と
を
許
す
べ
き
で
す
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
田
烈
婦
に
後
継
ぎ
が
で

き
て
、
田
氏
の
夫
の
悪
い
兄
が
ほ
し
い
ま
ま
に
呑
噬
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
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