
大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て

上

野

利

三

平
成
二
十
六
年
四
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
七
巻
第
二
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
四
十
七
巻
第
二
号

平

成

二

十

六

年

四

月

十

日

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て

上

野

利

三

□

要

旨

本
稿
は
︑
大
宝
律
の
劈
頭
に
あ
っ
た
と
思
し
き
八
虐
・
六
議
両
条
の
復
元
に
関
す
る
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
︒
両
条
文
は
伝
存
す
る
養
老
律

の
写
本
と
︑
諸
書
に
残
る
大
宝
律
該
当
の
わ
ず
か
な
痕
跡
と
を
対
比
・
考
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
復
旧
を
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
作
業

は
思
っ
た
程
に
は
成
果
を
あ
げ
て
い
な
い
︒
諸
書
の
よ
り
一
層
の
渉
猟
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
︑
復
旧
方
法
の
新
た
な
視
点
を
見
出
す
こ
と
も
大
切
で

あ
る
︒
名
例
律
に
定
め
ら
れ
た
犯
罪
行
為
は
︑
以
下
の
律
諸
条
に
処
罰
規
定
が
あ
り
︑
両
者
は
殆
ど
対
応
し
て
い
る
︒
名
例
律
条
文
に
欠
落
が
あ
っ

て
も
律
条
の
方
に
逸
文
が
見
出
せ
れ
ば
そ
れ
を
も
っ
て
欠
落
を
補
填
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
続
日
本
紀
や
日
本
霊
異
記
等
に
は
八
虐
各
項
の

﹁
悪
逆
﹂
や
﹁
不
孝
﹂
等
の
本
文
︑
或
い
は
﹁
謀
叛
﹂
の
注
文
﹁
謀
背
国
従
偽
証
﹂
を
想
起
さ
せ
る
﹁
謀
徒
隠
不
首
者
﹂
の
語
句
が
見
ら
れ
復
元
の

手
掛
か
り
を
与
え
る
︒
な
お
冒
頭
に
︑
唐
律
の
十
悪
は
大
宝
律
で
は
八
虐
に
変
更
し
た
が
︑
そ
の
前
の
時
代
に
は
十
悪
条
が
存
し
た
こ
と
及
び
浄

御
原
律
の
存
否
に
つ
き
小
考
を
加
え
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

大
宝
律

八
虐
条

六
議
条

条
文
復
元

飛
鳥
浄
御
原
律
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は

じ

め

に

亡
失
し
た
大
宝
・
養
老
律
の
復
元
に
当
た
っ
て
は
︑
四
十
年
ほ
ど
以
前
に
研
究
者
を
糾
合
し
て
刊
行
さ
れ
た
律
令
研
究
会
編
︵
滝
川
政

次
郎
代
表
︶﹃
訳
註
日
本
律
令
二
・
三

律
本
文
篇

上
・
下
﹄︵
昭
和
五
十
年
︒
以
下
﹃
訳
註
・
律
本
文
篇
﹄
︶
が
一
つ
の
指
標
に
な
る
︒
同
時

期
に
利
光
三
津
夫
氏
が
﹃
続
律
令
制
と
そ
の
周
辺
﹄︵
昭
和
四
十
八
年
︶
や
﹃
律
令
制
の
研
究
﹄︵
昭
和
五
十
六
年
︶
を
出
さ
れ
︑
ま
た
相
前

後
し
て
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
﹃
日
本
律
復
原
の
研
究
﹄︵
昭
和
五
十
九
年
︶
が
刊
行
さ
れ
︑
律
逸
文
が
拾
補
さ
れ
て
い
る
︒
律

条
文
を
復
旧
す
る
作
業
は
︑
既
に
多
く
の
学
者
の
手
に
よ
り
進
め
ら
れ
た
の
で
︑
今
後
は
逸
文
を
捜
し
求
め
る
こ
と
は
至
難
な
状
況
に
あ

る
︒
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
逸
文
収
集
の
努
力
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
方
途
か
ら
続
け
ら
れ
て
い
る
︵
１
︶

︒

筆
者
は
﹃
訳
註
・
律
本
文
篇
﹄
刊
行
直
後
か
ら
︑
そ
こ
に
漏
れ
た
逸
文
五
十
数
カ
条
を
拾
補
し
︑
拙
著
﹃
前
近
代
日
本
の
法
と
政
治
︱
邪

馬
台
国
及
び
律
令
制
の
研
究
﹄︵
平
成
十
四
年
︶
に
収
め
た
︒
そ
の
後
も
引
き
続
き
︑
小
論
数
篇
に
お
い
て
復
元
条
文
を
示
し
︵
２
︶

︑
ま
た
近
時

は
新
た
な
方
法
試
案
を
提
示
し
︑
合
わ
せ
て
復
元
の
案
文
を
公
表
し
て
き
た
︵
３
︶

︒

本
稿
で
は
︑
殊
に
亡
逸
度
の
高
い
大
宝
律
に
つ
い
て
︑
そ
の
劈
頭
を
か
ざ
る
名
例
律
八
虐
条
と
六
議
条
の
元
の
姿
を
示
唆
す
る
史
料
か

ら
推
測
で
き
る
復
元
条
文
に
関
す
る
試
案
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
︵
４
︶

︒

な
お
復
元
に
先
立
ち
︑
唐
律
の
十
悪
が
日
本
律
で
は
八
虐
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
先
学
の
説
に
触
れ
て
お
き
た
い
︒
特

に
悪
と
い
う
文
字
の
解
釈
に
関
し
て
︑
利
光
氏
が
︑
日
本
で
は
こ
れ
を
善
に
対
す
る
悪
︑
即
ち
不
善
の
意
で
は
な
く
﹁
猛
々
し
い
﹂﹁
気

力
あ
る
﹂
等
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
き
た
と
い
う
解
釈
を
示
し
︑
わ
が
古
代
の
為
政
者
た
ち
は
︑
唐
律
の
十
悪
を
継
受
す
る
に
当

た
り
︑
悪
字
を
虐
字
に
改
め
た
︑
と
い
わ
れ
る
︵
５
︶

︒
し
か
し
︑
八
虐
条
に
は
悪
逆
と
い
う
条
項
が
設
け
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
は
唐
律
の
条
項
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名
を
変
え
ず
︑
悪
字
も
不
善
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
︒
唐
律
の
十
悪
が
八
虐
に
変
更
さ
れ
て
わ
が
国
に
継
受
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
を
︑

氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
解
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
後
に
︑
大
宝
名
例
律
八
虐
六
議
条
の
復
元
に
進
み
た
い

と
思
う
︒
諸
賢
諸
彦
の
ご
教
示
ご
叱
正
を
仰
げ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

一

唐
律
の
十
悪
と
大
宝
・
養
老
律
の
八
虐
︑
及
び
浄
御
原
律

１

唐
律
の
十
悪
が
日
本
律
で
は
八
虐
と
い
う
文
字
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
早
く
か
ら
曽
我
部
静
雄
氏
の
論
文
が
あ
り
︵
６
︶

︑

そ
こ
で
は
隋
の
と
き
に
煬
帝
が
十
悪
か
ら
二
項
目
を
除
い
て
八
虐
と
し
た
︑
と
い
う
説
を
主
張
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
隋
の
諸
書
に
八
虐

な
る
文
字
は
見
出
し
え
な
い
︒
そ
れ
は
曽
我
部
氏
の
推
測
に
基
づ
く
︒
ま
た
︑
利
光
氏
は
そ
の
著
﹁
名
例
律
八
虐
六
議
条
に
つ
い
て
﹂︵
前

掲
︶
に
お
い
て
︑
悪
と
い
う
語
は
︑
古
代
日
本
に
お
い
て
は
﹁
不
善
﹂
を
意
味
す
る
こ
と
が
少
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
猛
き
﹂
あ
る
い
は
﹁
気

力
あ
る
﹂
こ
と
を
意
味
し
︑﹁
人
に
誇
る
に
足
る
猛
烈
さ
﹂
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
唐
律
の
十
悪
の
悪
と
い
う
語
を
わ
が
為
政
者

が
継
受
し
な
か
っ
た
の
は
︑
そ
の
た
め
で
あ
り
︑
本
来
中
国
人
の
意
図
す
る
悪
と
い
う
語
の
意
味
に
近
い
虐
と
い
う
語
を
日
本
律
で
は
使

用
し
た
の
で
あ
る
︑
と
い
わ
れ
る
︵
７
︶

︒
た
と
え
ば
︑
わ
が
養
老
の
賊
盗
律
劫
囚
条
疏
文
は
︑
唐
律
疏
に
見
え
る
﹁
凶
徒
悪
党
﹂
の
﹁
悪
﹂
字

を
取
り
除
き
﹁
凶
徒
党
﹂
と
し
た
︑
と
い
う
例
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
︒
そ
れ
以
外
に
ど
の
よ
う
な
例
が
あ
る
か
は
示
し
て
お
ら
れ
な
い
︒

だ
が
八
虐
の
第
四
に
は
悪
逆
と
い
う
項
目
が
あ
り
︑
そ
の
悪
字
の
意
義
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
︒
十
悪
の
悪
の
文
字
の
不
使
用

の
由
来
に
言
及
さ
れ
て
い
な
が
ら
︑
悪
逆
の
項
に
は
悪
の
字
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
理
由
を
示
し
て
お
ら
れ
な
い
点
は
理
解
に
く
る

し
む
︒

次
節
で
私
は
﹁
悪
逆
﹂
の
復
元
に
言
及
す
る
た
め
︑
敢
え
て
こ
こ
で
悪
と
い
う
こ
と
ば
が
︑
古
代
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
で
用
い
ら

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
些
か
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒
そ
の
こ
と
は
ま
た
︑
浄
御
原
律
令
施
行
下
の
持
統
・
文
武
朝
の
赦
令
の
中

に
十
悪
が
見
ら
れ
る
こ
と
の
如
何
に
も
関
係
し
て
く
る
の
で
︑
そ
の
こ
と
に
も
す
こ
し
言
及
し
て
お
き
た
い
︒

２

悪
と
い
う
語
は
︑
大
宝
以
前
に
も
︑
以
後
に
も
﹁
日
本
書
紀
﹂︵
以
下
︑
書
紀
︵
８
︶

︶
や
︑﹁
続
日
本
紀
﹂︵
以
下
︑
続
紀
︵
９
︶

︶
に
よ
く
見
か

け
ら
れ
︑﹁
古
事
記
︵

︶
﹂︑﹁
風
土
記
︵

︶
﹂
な
ど
に
も
見
え
る
︒
ま
た
﹁
日
本
霊
異
記
﹂︵
以
下
︑
霊
異
記
︵

︶
︶
に
至
っ
て
は
そ
の
原
題
﹃
日
本
国
現

10

11

12

報
善
悪
霊
異
記
﹄
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
文
中
に
は
悪
と
い
う
語
が
頻
出
す
る
︒
こ
れ
ら
の
古
代
に
お
け
る
書
物
の
編
者
た
ち
は
悪
と

い
う
字
を
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
︵
引
用
文
中
の
句
読
点
は
上
掲
の

刊
本
に
よ
る
︒
括
弧
内
の
注
及
び
下
線
部
は
筆
者
︶︒

｢古
事
記
﹂
に
は
︑
た
と
え
ば
﹁
悪
神
之
音
﹂︵
上
巻
︶︑
あ
る
い
は
﹁
此
鳥
者
︑
其
鳴
音
甚
悪
︑
故
︑
可
二

射
殺
一

⁝
為
レ

射
二

悪
神
一

﹂︵
上

巻
︶
な
ど
と
あ
っ
て
︑
と
も
に
﹁
あ
し
︵
き
︶﹂
と
読
む
︒
ま
た
雄
略
天
皇
の
段
に
﹁
悪
事
⁝
善
事
﹂︵
上
巻
︶
と
見
え
︑
こ
れ
は
善
に
対

す
る
悪
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑﹁
風
土
記
﹂
で
は
﹁
播
磨
国
風
土
記
﹂︵
餝
磨
の
郡
︶
に
﹁
為
レ

遁
二

悪
子
一

﹂︵

頁
︶
と
あ
り
︑﹁
摂
津
国
風
土
記
﹂
逸
文
︵
前
田

34

家
本
﹁
釈
日
本
紀
﹂
巻
十
二
莵
餓
野
鹿
の
条
︶
に
﹁
悪
三

夫
復
向
二

妾
所
一

﹂
と
見
え
る
︒
前
者
の
悪
は
﹁
あ
し
き
﹂
と
か
﹁
わ
る
い
﹂
と
よ
み
︑

後
者
の
悪
は
﹁
に
く
み
﹂
と
読
ま
れ
る
︒

次
に
︑
書
紀
や
続
紀
な
ど
の
正
史
で
は
ど
の
よ
う
な
取
り
上
げ
ら
れ
方
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒

飛
鳥
浄
御
原
令
制
定
の
前
段
階
に
お
け
る
書
紀
の
悪
字
の
使
用
例
は
︑

箇
所
の
日
条
に
お
い
て

の
悪
字
が
見
出
せ
る
︒
そ
の
最
も

25

32

早
い
段
階
で
見
ら
れ
る
神
代
下
︵
第
九
段
︶
に
は
︑﹁
世
人
悪
二

以
レ

生
誤
阿

死
﹂︶
と
あ
り
︑
ま
た
︑
同
じ
段
に
﹁
有
二

残
賊
強
暴
横
悪
之

神
者
一

﹂
と
あ
る
︒
景
行
紀
十
二
年
十
月
条
に
﹁
天
皇
悪
レ

之
不
レ

得
二

進
行
一

﹂︑
同
年
十
二
月
条
に
は
﹁
天
皇
則
二

悪
其
不
孝
之
甚
一

﹂
と

い
い
︑
と
も
に
悪
の
字
を
憎
む
と
読
ま
し
て
い
る
︵

︶
︒
雄
略
紀
二
年
十
月
是
月
条
に
は
﹁
天
下
誹
謗
言
︑
大
悪
天
皇
也
﹂
と
見
え
︑
な
に
か

13
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と
人
を
処
刑
し
よ
う
と
す
る
雄
略
帝
の
こ
と
を
大
悪
天
皇
と
評
し
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
善
と
悪
が
対
句
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
に
履
中
紀
五
年
十
月
甲
寅
朔
甲
子
条
の
﹁
則
負
二

悪
解
除
善
解
除
一

﹂
や
︑
推
古

紀
十
二
年
四
月
戊
辰
条
に
載
せ
る
憲
法
十
七
条
の
第
六
条
に
﹁
懲
悪
勧
善
古
之
良
典
﹂
が
あ
り
︑
舒
明
即
位
前
紀
の
聖
徳
太
子
の
遺
言
と

し
て
﹁
諸
悪
莫
レ

作
︑
諸
善
奉
行
﹂
の
語
句
が
見
ら
れ
る
︒

推
古
紀
に
お
け
る
悪
字
の
使
用
例
の
う
ち
︑
悪
逆
な
る
律
語
を
載
せ
︑
そ
の
裁
判
事
件
の
発
生
を
詳
記
す
る
推
古
三
十
二
年
四
月
戊
申

条
に
は
︑﹁
有
二

一
僧
一︑
執
レ

斧
殴
二

祖
父
一︑
時
天
皇
聞
之
召
二

大
臣
一︑
詔
之
曰
︑
夫
出
家
者
頓
帰
二

三
宝
一︑
具
懐
二

戒
法
一︑
何
無
二

懺
忌
一︑

輙
犯
二

悪
逆
一

︵
後
略
︶﹂
と
あ
る
︒
こ
の
時
期
に
わ
が
国
に
律
令
が
継
受
さ
れ
て
い
て
︑
八
虐
条
悪
逆
に
準
拠
し
て
裁
判
が
行
わ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
考
え
難
い
︒
こ
れ
は
次
節
で
論
じ
る
大
宝
律
施
行
下
の
悪
逆
と
は
同
列
に
論
じ
ら
れ
な
い
︵

︶
︒
し
か
し
︑
大
宝
律
以
前
の
律
語

14

が
現
れ
る
史
料
と
し
て
全
く
無
視
す
る
訳
に
も
い
か
な
い
の
で
︑
下
記
の
項
で
も
う
一
度
触
れ
た
い
︒

さ
ら
に
︑
蘇
我
氏
に
関
連
し
て
︑
推
古
紀
三
十
二
年
十
月
癸
卯
朔
条
に
︑
大
臣
馬
子
の
葛
城
県
割
譲
申
し
入
れ
に
対
し
て
︑
推
古
天
皇

が
︑
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
ら
後
世
の
人
に
﹁
悪
名
︵

︶
﹂
を
残
す
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
事
案
が
あ
る
︵﹁
悪
名
﹂
の
語
は
舒
明

15

即
位
前
紀
に
も
見
え
る
︶︒
ま
た
入
鹿
が
山
背
大
兄
王
一
族
を
滅
亡
さ
せ
た
こ
と
を
伝
え
聞
い
た
大
臣
蝦
夷
が
︑﹁
噫
︑
入
鹿
極
甚
愚
痴
︑
専

行
二

暴
悪
一

﹂︵
皇
極
紀
二
年
十
一
月
丙
子
朔
条
︶
と
怒
っ
た
と
い
い
︑
そ
こ
に
暴
悪
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
︒

他
方
︑
百
済
と
高
句
麗
の
滅
亡
直
前
の
王
族
の
言
に
︑﹁
百
済
王
豊
璋
嫌
三

福
信
有
二

謀
反
心
一︑
⁝
問
二

諸
臣
一

曰
福
信
之
罪
⁝
此
悪
逆
人
︑

不
レ

合
二

放
捨
一

﹂︵
天
智
紀
二
年
六
月
条
︶
と
﹁
高
麗
大
兄
男
生
出
レ

城
巡
レ

国
︑
於
レ

是
城
内
二
弟
聞
二

側
助
士
大
夫
之
悪
言
一︑
拒
而
勿
レ

入
﹂

︵
天
智
紀
六
年
十
月
条
︶
と
が
あ
る
︒
典
拠
不
詳
で
あ
る
が
︑
外
国
で
も
悪
の
持
つ
意
味
と
用
法
が
︑
日
本
の
場
合
と
殆
ど
変
わ
ら
ぬ
用
い

ら
れ
方
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︵

︶
︒
16

壬
申
の
乱
序
幕
の
頃
の
天
武
紀
に
は
﹁
天
皇
悪
レ

之
︑
因
令
二

問
察
一︑
以
知
二

事
已
実
一

﹂︵
同
元
年
五
月
是
月
条
︶
と
見
え
︑
ま
た
﹁
莫

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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レ

作
二

諸
悪
一︑
若
有
レ

犯
者
︑
随
レ

事
罪
之
﹂︵
同
四
年
二
月
癸
巳
条
︶︑
及
び
﹁
詔
曰
︑
朕
聞
之
︑
近
日
暴
悪
者
︑
多
在
二

巷
里
一︑
是
則
王
卿

等
之
過
也
︑
或
聞
二

暴
悪
者
一

也
︑
煩
之
而
不
レ

治
︑
或
見
二

悪
人
一

也
⁝
豈
有
二

暴
悪
一

乎
﹂︵
八
年
十
月
戊
申
朔
己
酉
条
︶
と
い
っ
た
悪
字
が

連
続
し
て
見
ら
れ
る
︒
そ
の
意
味
・
内
容
が
こ
れ
ま
で
と
同
様
で
あ
る
点
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
︒

書
紀
の
時
代
の
悪
の
語
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
﹁
あ
く
︵
あ
し
き
︶﹂
と
か
﹁
に
く
む
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
以
外
に

﹁
猛
々
し
い
﹂
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
た
例
は
全
く
見
出
せ
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
︒

つ
い
で
︑
続
紀
に
あ
っ
て
は
ど
う
か
︒
本
書
で
は

箇
所
の
日
条
に

の
悪
と
い
う
文
字
が
見
ら
れ
る
︒

44

53

さ
き
に
︑
利
光
氏
は
︑
養
老
賊
盗
律
劫
囚
条
疏
文
は
︑
唐
律
疏
に
見
え
る
﹁
凶
徒
悪
党
﹂
の
﹁
悪
﹂
字
を
取
り
除
き
︑﹁
凶
徒
党
﹂
と

し
た
︑
と
い
う
例
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
︑
と
述
べ
た
︒
し
か
し
︑
悪
党
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
る
例
は
︑﹁
隠
蔵
売
買
︑
是
以
︑
鋳
銭

悪
党
︑
多
肆
二

奸
詐
一︑
連
及
之
徒
︑
陥
レ

罪
不
レ

少
﹂︵
霊
亀
二
年
五
月
丙
申
条
︶
と
か
︑﹁
思
下

欲
広
開
二

至
道
一︑
遐
扇
二

淳
風
一︑
為
レ

悪
之
徒
︑

感
二

深
仁
一

以
遷
レ

善
︑
有
レ

犯
之
輩
︑
遵
二

令
軌
一

以
靡
挨

風
﹂︵
養
老
二
年
十
二
月
丙
寅
条
︶
等
が
あ
げ
ら
れ
る
︵

︶
︒
詔
勅
の
中
で
使
わ
れ
て
い

17

る
こ
れ
ら
の
用
語
は
︑
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
は
主
に
﹁
あ
く
﹂﹁
あ
し
き
﹂
と
訓
じ
る
例
で
あ
る
が
︑﹁
に
く
む
﹂
と
読
む
例
は
︑﹁
贖
貨
狼
藉
︑
悪
二

其
景
迹
一︑
奪
二

位
禄
一

焉
﹂

︵
神
亀
元
年
十
月
乙
卯
条
︶︑﹁
僧
玄
坊
死
⁝
稍
乖
二

沙
門
之
行
一︑
時
人
悪
レ

之
﹂︵
天
平
十
八
年
六
月
己
亥
条
︶︑
あ
る
い
は
﹁
窃
悪
貪
濁
人
多
︑

清
白
吏
小
﹂︵
天
平
宝
字
五
年
八
月
癸
丑
朔
条
︑
国
史
大
系
本
は
﹁
悪
﹂
を
﹁
思
﹂
と
す
る
︶
等
が
見
ら
れ
る
︒

そ
の
他
︑
悪
字
の
種
々
の
用
例
と
し
て
︑﹁
長
屋
王
︑
忍
戻
昏
凶
︑
触
レ

途
則
者
︑
尽
レ

慝
窮
レ

奸
︑
頓
陥
二

疏
網
一︑
苅
二

夷
奸
党
一︑
除
二

滅
賊
悪
一

﹂︵
天
平
元
年
二
月
丙
子
条
︶︑﹁
四
船
同
発
︑
従
二

蘇
州
一

入
レ

海
︑
悪
風
忽
起
⁝
広
成
等
四
人
︑
僅
免
レ

死
︑
得
レ

見
二

崑
崙
王
一︑
仍

給
二

升
粮
一︑
安
二

置
悪
処
一

﹂︵
天
平
十
一
年
十
一
月
辛
卯
条
︶︑﹁
逆
人
広
嗣
︑
小
来
凶
悪
﹂︵
天
平
十
二
年
九
月
癸
丑
条
︶︑﹁
葦
原
王
⁝
天
性
凶
悪
﹂

︵
天
平
宝
字
五
年
三
月
巳
酉
条
︶︑
そ
し
て
﹁
大
炊
王
雖
レ

未
二

長
壮
一

不
レ

聞
二

過
悪
一︑
欲
レ

立
二

此
王
一

﹂︵
天
平
宝
字
元
年
四
月
辛
巳
条
︶︑﹁
悪
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逆
在
奴
久
奈
多
夫
礼
︑
麻
度
比
︑
奈
良
麻
呂
︑
佐
伯
古
麻
呂
等
伊
逆
党
﹂︵
文
中
の
久
奈
多
夫
礼
は
黄
文
王
︑
麻
度
比
は
道
祖
王
を
指
す
︒
天
平

宝
字
元
年
七
月
戊
午
条
︶︑﹁
断
レ

悪
獲
レ

祥
︑
莫
レ

過
二

於
此
一

﹂︵
天
平
宝
字
二
年
八
月
丁
巳
条
︶
等
々
が
例
示
で
き
る
︒
い
ず
れ
の
悪
の
意
味
も
︑

こ
れ
ま
で
述
べ
た
範
囲
を
出
で
な
い
︒
即
ち
猛
々
し
い
を
意
味
す
る
用
例
は
皆
無
で
あ
る
︒

３

管
見
し
た
限
り
︑
以
上
が
書
紀
と
続
紀
に
載
せ
ら
れ
た
悪
と
い
う
語
の
用
例
で
る
︒
こ
の
よ
う
に
時
代
の
移
り
変
わ
り
を
通
じ
て

一
瞥
し
た
だ
け
で
も
︑
悪
の
意
味
と
用
字
に
大
き
な
変
化
は
起
き
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
の
殆
ど
が
善
に
対
す
る
不
善
の

意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
事
例
の
多
く
が
︑
詔
勅
や
宣
命
の
中
に
見
ら
れ
︑
謀
反
等
の
犯
罪
を
起
こ
し
た
者
た
ち
に
対
し
て
使
わ
れ
て

い
る
︵

︶
︒
そ
れ
だ
け
に
当
代
国
民
の
上
に
君
臨
す
る
人
物
の
情
緒
面
が
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
お
り
︑
悪
と
い
う
文
字
の
使
い
方
や
︑
そ
れ
が

18

有
す
る
意
味
が
よ
り
鮮
明
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
律
令
の
条
文
中
に
悪
字
が
い
か
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
う
か
が
う
と
︑
た
と
え
ば
︑
律
文
で
は
︑
名
例
律
八
虐
条
謀
大
逆

の
疏
文
に
﹁
遂
起
二

悪
心
一

﹂︑
職
制
律

造
御
膳
犯
食
禁
条
に
﹁
穢
悪
之
物
﹂︑
賊
盗
律

厭
魅
条
に
﹁
憎
悪
﹂
等
の
用
語
が
見
ら
れ
る
︒

13

17

令
文
で
は
︑
神
祇
令

散
斎
条
に
﹁
穢
悪
之
事
﹂︑
僧
尼
令
集
解
︑
観
玄
象
条
所
引
古
記
に
﹁
災
謂
悪
事
也
﹂︑
戸
令

目
盲
条
に
﹁
悪
疾
﹂︑

11

7

戸
令

国
守
巡
行
条
に
﹁
景
迹
善
悪
﹂︑
賦
役
令

貢
献
物
条
に
﹁
令
レ

無
損
二

壊
穢
悪
一

﹂︑
宮
衛
令

宮
墻
条
に
﹁
不
レ

得
下

焼
二

臭
悪

33

35

11

物
一

﹂︑
獄
令

・

・

・

条
に
﹁
悪
逆
以
上
﹂
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の
ど
れ
も
が
﹁
わ
る
い
﹂﹁
あ
し
き
﹂﹁
に
く
い
﹂
と
い
っ
た
意

5

7

8

48

味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

要
す
る
に
︑
悪
と
い
う
こ
と
ば
は
︑
少
な
く
と
も
飛
鳥
奈
良
時
代
に
不
善
の
意
味
以
外
に
用
い
ら
れ
た
例
は
一
つ
も
存
在
し
て
い
な
い

こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
利
光
氏
が
主
唱
さ
れ
る
︑
唐
律
の
十
悪
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
際
に
八
虐
へ
と
改
め
ら
れ
た
理
由
が
︑
日
本
で
は
︑

悪
の
文
字
の
ま
ま
で
は
﹁
猛
々
し
い
﹂
と
い
う
意
味
に
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
︑
と
い
う
危
惧
か
ら
虐
と
い
う
文
字
に
変
更
さ
れ
た
︑
と
い

う
説
は
︑
も
は
や
説
得
力
を
有
さ
な
い
の
で
あ
る
︵

︶
︒
八
虐
条
の
悪
逆
は
︑
大
宝
・
養
老
両
律
と
も
に
悪
の
字
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
お
り
︑

19

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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決
し
て
﹁
虐
逆
﹂
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
︑
悪
と
い
う
字
に
唐
律
と
同
様
の
意
義
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
唐
の
十
悪
が
︑
日

本
律
で
八
虐
に
変
更
さ
れ
た
の
に
は
︑
利
光
説
と
は
別
の
理
由
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
︒

４

日
本
律
に
お
い
て
︑
虐
で
は
な
く
︑
唐
律
と
同
様
の
悪
と
い
う
文
字
を
用
い
て
も
︑
別
段
不
都
合
は
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒
大
宝
律
令
以
前
に
見
え
る
十
悪
と
い
う
と
︑
こ
れ
ま
で
は
何
か
と
唐
律
の
用
語
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
ら

諸
学
説
を
概
観
す
れ
ば
︑
十
悪
は
飛
鳥
浄
御
原
律
に
存
し
た
規
定
で
あ
る
と
い
う
説
は
む
し
ろ
少
数
派
に
属
す
る
︵

︶
︒
飛
鳥
浄
御
原
時
代
に

20

は
唐
律
が
用
い
ら
れ
て
い
た
︵

︶
︑
と
か
︑
唐
律
の
不
用
意
な
直
写
し
︵

︶
︑
と
い
っ
た
説
が
有
力
視
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
日
本
国
内
で
施
行
・

21

22

運
用
さ
れ
る
刑
罰
規
定
が
︑
わ
が
国
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
唐
の
律
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
た
︑
等
と
い
う
こ
と
が
︑
果

た
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︵

︶
︒
た
と
え
ば
﹁
造
法
令
殿
﹂︵
天
武
紀
十
一
年
八
月
丙
寅
条
︶
と
い
う
施
設
は
︑
ま
さ
に
当
時
︑
編
纂
の

23

業
が
進
行
し
て
い
た
浄
御
原
律
令
編
輯
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
機
関
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
令
だ
け
の
編
纂
を
目
的
と
す
る
な
ら
ば
︑
持
統

三
年
の
施
行
ま
で
に
九
年
も
の
歳
月
が
費
や
さ
れ
て
い
る
点
は
︑
や
は
り
長
期
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
ま
た
律

は
唐
律
を
直
輸
入
す
る
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
︑
こ
の
よ
う
な
機
関
を
設
置
す
る
ま
で
の
こ
と
は
な
か
ろ
う
と
思
う
︒
律
と
令
は
表
裏
一
体

の
法
令
で
あ
り
︑
車
の
両
輪
の
ご
と
く
一
対
で
法
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
︒
殊
に
天
武
持
統
両
朝
は
壬
申
の
乱
の
勝
利
に

引
き
続
き
︑
い
っ
そ
う
の
用
心
深
さ
を
も
っ
て
政
権
運
営
に
当
た
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
惹
き
起
こ
さ
れ
た
事
変
も
少
な
く
は
な
く
︑

そ
の
司
法
的
処
理
に
慎
重
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
朝
廷
の
最
大
の
特
徴
は
軍
事
政
権
の
性
格
を
色
濃
く
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
︒
軍
事
権
の
強
化
と
刑
罰
体
系
の
確
立
は
必
要
不
可
欠
の
情
勢
に
あ
っ
た
︒
近
江
朝
時
代
の
刑
律
は
日
本
古
来
の
慣
習
法
的
な
法

で
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
壬
申
の
乱
を
経
た
の
ち
の
天
武
政
権
は
︑
も
は
や
そ
の
域
を
脱
し
︑
着
実
に

律
令
制
的
中
央
集
権
体
制
に
地
歩
を
進
め
て
い
た
︒

さ
て
︑
如
上
に
挙
示
し
た
悪
字
の
用
語
例
か
ら
判
断
し
て
︑
持
統
紀
以
下
の
書
紀
及
び
続
紀
に
見
え
る
次
な
る
﹁
十
悪
﹂
の
三
例
は
︑
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律
に
定
め
ら
れ
た
条
項
で
あ
っ
た
と
私
は
思
う
︒

︵
ａ
︶
大
赦
二

天
下
一︑
但
十
悪
盗
賊
︑
不
レ

在
二

赦
例
一

︵
書
紀
︑
持
統
六
年
七
月
甲
午
朔
乙
未
条
︶

︵
ｂ
︶
赦
二

天
下
有
レ

罪
者
一︑
但
十
悪
強
窃
二
盗
︑
不
レ

在
二

赦
限
一︑
為
レ

欲
レ

営
二

造
越
智
山
科
二
陵
一

也
︵
続
紀
︑
文
武
三
年
十
月
甲
午
条
︶

︵
ｃ
︶
赦
二

天
下
一︑
但
十
悪
盗
人
︑
不
レ

在
二

赦
限
一

︵
続
紀
︑
文
武
四
年
八
月
丁
卯
条
︶

飛
鳥
浄
御
原
時
代
の
赦
令
に
は
律
令
語
が
頻
出
す
る
が
︑
佐
竹
昭
氏
の
論
じ
た
よ
う
に
︵

︶
︑
こ
れ
ら
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
政
治
情
勢

24

に
応
じ
て
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
︑
唐
律
の
直
写
で
は
決
し
て
な
い
︒
と
り
わ
け
︵
ｂ
︶
は
︑
唐﹅

で﹅

は﹅

例﹅

の﹅

な﹅

い﹅

陵
営
造
の
た
め
に
出
さ

れ
た
赦
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
十
悪
が
浄
御
原
律
に
存
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
︒
そ
し
て
十
悪
は
︑
強
盗
・
窃
盗
と
と
も
に

﹁
不
レ

在
二

赦
限
一

﹂
と
あ
る
が
︑
こ
の
語
は
大
宝
律
時
代
の
八
虐
と
同
じ
く
︑
飛
鳥
浄
御
原
律
の
初
段
に
規
定
さ
れ
た
条
文
語
句
で
あ
る
︒

浄
御
原
律
の
十
悪
に
謀
反
や
大
逆
︑
及
び
内
乱
︑
不
睦
等
の
項
目
が
存
在
し
た
徴
証
は
︑
直
接
的
に
は
発
見
で
き
な
い
︒
だ
が
︑
遠
く

履
中
紀
元
年
四
月
辛
巳
朔
に
︑
阿
曇
連
浜
子
を
召
し
て
仲
皇
子
と
﹁
謀
レ

逆
︑
将
レ

傾
二

国
家
一

﹂
を
企
て
た
こ
と
を
追
及
さ
れ
て
い
る
事

案
が
見
ら
れ
︑
ま
た
允
恭
紀
二
十
四
年
六
月
に
は
︑
木
梨
軽
太
子
の
親
親
相
姦
事
件
が
内
乱
に
相
当
す
る
重
罪
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る

︵
古
事
記
で
は
允
恭
天
皇
崩
後
の
段
に
記
す
︶︒
こ
れ
ら
は
俄
に
事
実
と
認
め
難
い
が
︑
こ
う
し
た
謀
逆
︵
謀
反
・
大
逆
︶
や
内
乱
︑
そ
し
て
推

古
紀
の
悪
逆
︵
前
述
︶︑
及
び
大
化
以
降
の
蘇
我
右
大
臣
や
有
間
皇
子
の
謀
反
等
々
の
語
は
︑
浄
御
原
律
の
十
悪
の
用
語
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
書
紀
は
大
宝
律
令
時
代
の
産
物
で
あ
る
︑
と
一
概
に
考
え
な
い
方
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
編
纂
過
程
を
思

う
と
︑
書
紀
の
基
に
な
る
帝
紀
や
旧
辞
の
編
集
・
整
理
は
︑
天
武
時
代
に
始
ま
り
︑
持
統
・
文
武
に
受
け
継
が
れ
︑
そ
う
し
て
大
宝
律
令

時
代
の
元
明
を
経
て
元
正
に
い
た
り
完
成
を
み
た
︒
従
っ
て
︑
飛
鳥
浄
御
原
時
代
を
含
め
︑
そ
れ
ま
で
に
頻
出
す
る
謀
反
︑
大
逆
︑
そ
し

て
内
乱
︑
悪
逆
︑
あ
る
い
は
大
不
敬
事
件
︵
天
武
紀
︶
の
十
悪
に
属
す
律
用
語
は
︑
当
時
の
現
行
法
に
依
拠
し
て
︑
そ
の
ま
ま
書
紀
に
定

着
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
の
考
究
に
は
︑
た
と
え
ば
最
近
の
森
博
達
氏
の
言
語
学
的
研
究
︵

︶
を
含
め
︑
さ
ら
な
る
検
証
が
必
要
で
あ
る
が
︑

25

大
宝
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律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
思
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
前
述
し
た
よ
う
に
天
武
・
持
統
朝
は
刑
罰
権
の
掌
握
に
尽
力
し
た
︒
持
統
三
年
三
月
以
降
の
赦
令
の
末
尾
に
﹁
唯
常
赦

所
レ

不
レ

免
︑
不
レ

在
二

赦
例
一

﹂
の
語
が
現
れ
出
す
が
︑
こ
の
文
言
は
養
老
律
に
お
い
て
は
名
例

︑
賊
盗

・

︑
断
獄

・

の
各

18

15

18

20

21

条
文
に
直
接
関
わ
る
律
用
語
で
あ
る
︵
間
接
的
に
関
わ
る
律
条
は
︑
例
え
ば
名
例

は
職
制

︑
闘
訟

・

︑
賊
盗
１
・
２
・
９
・

︑
断
獄

18

48

19

24

12

20

等
に
及
び
︑
断
獄

は
名
例

︑
闘
訟

・

︑
賊
盗
７
︑
雑

等
に
及
ぶ
︶︒
先
掲
し
た
︵
ａ
︶︵
ｂ
︶︵
ｃ
︶
の
赦
文
も
飛
鳥
浄
御
原
律
の
運

21

50

22

26

26

用
の
い
っ
た
ん
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
︑
そ
う
し
た
場
合
に
︑
律
令
は
公
布
と
施
行
を
伴
っ
た
も
の
と
見
る
か
︑
あ
る
い
は
律
典
だ
け
は
公
布
さ
れ
ず
に
為
政
者
︵
地
方

で
は
国
司
︶
の
手
元
に
蔵
さ
れ
︑
事
案
が
発
生
し
た
と
き
に
律
条
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
形
で
あ
っ
た
か
︑
が
考
え
ら
れ
る
︒
前
者
は
近

代
的
な
感
覚
で
は
常
識
的
と
い
え
る
︒
令
の
場
合
は
︑
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
制
度
の
あ
り
方
︑
あ
る
い
は
文
武
官
︑
百
姓
等
に
彼
ら

の
位
階
等
を
周
知
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
性
質
も
の
で
あ
る
が
︑
律
の
方
は
事
案
が
発
生
し
て
裁
判
の
必
要
が
起
き
る
ま
で
は
︑
敢

え
て
︑
日
常
的
に
公
け
に
知
ら
し
め
て
お
く
必
要
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
前
近
代
的
な
社
会
で
は
︑
し
い
て
そ
う
い
う
必
要
性
は
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
民
に
そ
れ
を
知
ら
し
め
な
い
こ
と
は
当
然
あ
り
え
た
ろ
う
︒
浄
御
原
律
は
恐
ら
く
後
者
の
形
を
取
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
︑
と
私
は
思
う
︒
そ
し
て
︑
公
布
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
︑
奈
良
平
安
朝
の
政
治
家
や
法
学
者
た
ち
か
ら
︑
律
と
令
は
大

宝
律
令
か
ら
具
備
さ
れ
た
︑
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒
中
央
と
地
方
の
官
衙
の
全
て
に
︑
紙
︵
あ
る
い
は
木
簡
︶
に

写
し
取
っ
た
律
令
法
典
を
頒
下
し
︑
各
官
司
に
逐
一
講
釈
し
︑
そ
れ
ら
を
終
え
た
後
に
公
布
施
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
繁
雑
に
過
ぎ
る

も
の
が
あ
る
︒
ま
た
︑
必
要
と
す
る
尨
大
な
紙
料
は
ま
か
な
え
た
か
︒
漢
字
に
習
熟
し
た
写
書
生
は
足
り
た
か
と
い
っ
た
問
題
も
考
え
て

み
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
駅
伝
制
は
こ
の
当
時
︑
完
成
の
域
に
近
づ
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
全
国
的
に
遅
滞
な
く
済
ま
す

こ
と
︑
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
全
般
に
わ
た
っ
て
齟
齬
な
く
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
︑
最
小
限
必
要
な
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分
だ
け
の
写
本
を
要
所
だ
け
に
班
賜
す
る
や
り
方
を
︑
飛
鳥
浄
御
原
朝
廷
は
選
択
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
そ
れ
故
に
︑
こ
の
律
令
は
︑

廃
止
さ
れ
て
以
後
は
残
存
率
が
極
端
に
低
か
っ
た
こ
と
と
思
う
︒
書
紀
や
続
紀
に
現
れ
る
頻
度
も
ま
た
限
ら
れ
た
も
の
に
な
る
︒
従
っ
て

国
史
に
記
さ
れ
る
量
が
あ
ま
り
に
も
僅
少
で
あ
る
と
︑
残
存
史
料
に
依
存
す
る
こ
と
の
多
い
古
代
史
学
者
は
︑
そ
れ
を
も
っ
て
そ
の
よ
う

な
法
典
編
纂
の
事
実
は
な
か
っ
た
と
評
価
し
が
ち
に
な
る
︒
果
た
し
て
そ
れ
で
良
し
と
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
︒

と
こ
ろ
で
︑
持
統
三
年
六
月
庚
戌
は
︑
飛
鳥
浄
御
原
令
一
部
二
十
二
巻
が
諸
司
に
班
賜
さ
れ
た
歳
で
あ
る
︒
こ
れ
と
符
丁
を
合
わ
せ
る

か
の
ご
と
く
に
こ
の
歳
は
︑
赦
文
に
十
悪
の
律
語
が
現
れ
︑
ま
た
こ
れ
と
相
前
後
し
て
﹁
唯
常
赦
所
レ

不
レ

免
︑
不
レ

在
二

赦
例
一

﹂
の
赦

文
が
見
ら
れ
始
め
る
︒
そ
れ
は
果
た
し
て
︑
偶
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
か
︒

十
悪
が
︑
大
宝
・
養
老
律
で
は
何
故
八
虐
に
変
更
さ
れ
た
か
︑
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
当
代
為
政
者
や
編
纂
関
係
者
の
議
論
の
内
容

が
不
分
明
で
あ
る
以
上
︑
こ
れ
を
解
明
す
る
の
は
難
し
い
︵

︶
︒
従
来
か
ら
中
国
で
は
︑
悪
と
虐
と
は
同
じ
語
義
で
使
わ
れ
︑
そ
の
こ
と
は
わ

26

が
国
為
政
者
も
理
解
し
て
い
た
︒
政
事
要
略
巻
八
二
所
引
の
古
答
に
﹁
広
雅
︑
虐
悪
也
﹂
と
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
︒
と
も
か
く
悪
に

か
わ
っ
て
虐
が
案
出
さ
れ
た
の
は
大
宝
律
令
か
ら
で
あ
る
︒
当
時
の
為
政
者
及
び
編
纂
関
係
者
の
苦
心
の
創
案
を
物
語
る
日
本
的
な
ア
レ

ン
ジ
を
施
し
た
八
虐
へ
と
タ
イ
ト
ル
・
内
容
と
も
に
改
編
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
大
宝
律
で
十
悪
を
八
虐
へ
と
変
え
る
こ
と
で
︑
わ
が
風
土
と
慣
習
に
合
致
し
た
中
身
に
近
づ
け
る
と
と
も
に
︑
自
国
の
律

は
唐
律
の
直
写
で
は
な
い
︑
そ
れ
と
は
異
な
る
と
い
う
点
を
︑
律
の
篇
目
の
劈
頭
を
か
ざ
る
文
面
・
用
語
の
思
い
切
っ
た
改
変
で
主
張
す

る
に
至
っ
た
︒
変
更
は
外
に
も
あ
る
︒
八
虐
の
前
に
お
か
れ
た
五
罪
は
︑
唐
律
で
は
五
刑
で
あ
っ
た
︒
大
宝
律
で
は
五
刑
と
い
う
刑
名
を

五
罪
と
し
た
︒
だ
が
︑
そ
の
変
更
は
︑
実
は
既
に
浄
御
原
律
で
な
さ
れ
て
い
た
と
思
う
︵

︶
︒
死
罪
か
ら
笞
罪
ま
で
︑
日
本
で
は
刑
罰
の
基
で

27

あ
る
刑
名
を
︑
罪
と
い
う
文
字
で
表
し
た
︒
そ
の
伝
統
は
日
本
で
は
か
な
り
以
前
か
ら
存
し
た
︒
古
い
時
代
に
︑
死
刑
や
極
刑
と
漢
字
で

表
記
さ
れ
て
い
て
も
︑
そ
れ
ら
は
﹁
し
ぬ
る
つ
み
﹂︵
天
武
紀
十
三
年
十
二
月
庚
寅
条
︑
天
武
紀
元
年
八
月
甲
申
条
︶
と
訓
ぜ
ら
れ
て
い
る
︒

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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そ
う
し
た
五
罪
で
処
決
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
︑
浄
御
原
時
代
の
律
の
在
り
方
を
窺
う
う
え
で
重
要
で
あ
る
と
思
う
︒
な
ぜ
な

ら
ば
︑
衛
禁
律
以
下
の
律
諸
条
は
︑
名
例
律
で
定
め
ら
れ
た
犯
罪
行
為
の
規
定
に
該
当
す
る
処
罰
規
定
を
適
宜
配
し
て
成
り
立
っ
て
い
る

か
ら
で
︑
罪
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
背
後
に
纏
ま
り
を
持
っ
た
刑
罰
の
体
系
が
具
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
察
し
な

い
訳
に
は
い
く
ま
い
︒

ま
た
︑
坂
本
太
郎
氏
に
よ
り
︑
浄
御
原
令
の
所
在
が
追
究
さ
れ
︑
そ
れ
が
幾
分
わ
か
っ
て
い
る
︵

︶
︒
令
と
律
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
︒

28

た
と
え
ば
令
に
定
め
ら
れ
た
禁
止
事
項
は
︑
律
の
処
罰
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
力
が
発
揮
さ
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
持
統
紀
七
年
四
月
辛
巳
条
に
︑﹁
坐
レ

贓
﹂
と
あ
っ
て
︑﹁
依
レ

律
﹂
っ
て
裁
か
れ
た
事
件
が
発
生
し
て
い
る
︒
こ
の
事
案

は
唐
律
に
よ
る
裁
断
で
行
わ
れ
た
と
か
︑
日
本
の
刑
律
の
単
行
法
令
に
よ
り
司
法
処
理
が
な
さ
れ
た
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か

し
︑
こ
れ
は
日
本
国
内
で
発
生
し
︑
そ
れ
も
浄
御
原
時
代
の
﹁
監
臨
守
盗
﹂
事
件
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
事
案
は
︑
個
別
的
具
体
的
な
事
実

の
経
過
に
即
し
て
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
︑
裁
き
が
行
わ
れ
た
筈
で
あ
る
︒
常
識
的
に
考
え
て
︑
そ
の
さ
い
に
準
則
と
し
た
法
は
︑
唐
律
で

は
な
く
日
本
の
刑
律
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
即
ち
浄
御
原
律
に
準
拠
し
た
裁
判
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
で
あ

る
︒こ

の
監
臨
守
盗
に
関
し
て
︑
唐
律
賊
盗

監
臨
主
守
自
盗
条
で
は
物
品
の
管
理
責
任
者
が
自
ら
管
理
す
る
物
を
盗
ん
だ
場
合
は
一
般
の

36

窃
盗
よ
り
も
厳
し
く
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
養
老
律
で
は
こ
の
条
項
が
脱
落
し
て
い
る
︒
そ
の
理
由
に
つ

い
て
︑
利
光
氏
は
︑
当
代
の
力
関
係
か
ら
み
て
︑
群
臣
の
力
は
天
皇
権
力
よ
り
も
勝
っ
て
お
り
︑
従
っ
て
監
臨
主
守
自
盗
は
特
に
凡
盗
と

は
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
く
︑
そ
う
し
た
条
文
を
置
く
必
要
が
な
か
っ
た
︑
と
説
い
て
い
る
︵

︶
︑
そ
れ
が
今
日
︑
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
︵

︶
︒

29

30

こ
の
説
は
︑
養
老
律
に
お
い
て
は
お
そ
ら
く
説
得
性
が
あ
り
︑
正
し
い
だ
ろ
う
︒
だ
が
大
宝
律
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
施

行
期
間
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
︑
養
老
四
年
六
月
の
漆
部
司
令
史
丈
部
路
石
勝
や
同
六
年
四
月
の
山
田
御
方
の
監
臨
主
守
自
盗
事
件
が
続
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発
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
後
出
さ
れ
た
赦
令
は
︑
養
老
六
年
七
月
丙
子
条
や
神
亀
五
年
八
月
甲
申
条
︑
天
平
四
年
七
月
丙
午
条
︑
天
平

四
年
十
一
月
丙
寅
条
︑
天
平
六
年
七
月
辛
未
条
︑
天
平
七
年
五
月
戉
寅
条
︑
天
平
九
年
五
月
壬
辰
条
︑
天
平
十
二
年
六
月
庚
午
条
︑
天
平

宝
字
二
年
八
月
庚
子
条
︵
＝
こ
れ
は
元
年
以
前
の
罪
に
関
し
て
の
赦
令
︶
等
々
︑
ど
れ
を
見
て
も
︑﹁
監
臨
主
守
自
盗
︑
盗
所
監
臨
﹂
と
い
う

賊
盗
律
監
臨
主
守
自
盗
条
の
条
文
が
引
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
は
大
宝
律
条
項
の
文
言
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︵

︶
︒
利
光
氏
の
説
は
︑

31

確
か
に
養
老
律
に
お
い
て
は
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
以
前
の
大
宝
律
に
お
い
て
こ
の
条
文
が
脱
落
し
て
い
た
と
い
う

考
え
は
当
た
ら
な
い
と
思
う
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
君
主
権
の
強
弱
と
い
う
点
で
は
︑
天
武
・
持
統
政
権
か
ら
始
ま
る
天
武
一
族
の
専
制
政
治

の
性
格
︑
そ
の
勢
い
は
︑
大
宝
律
令
時
代
を
通
し
て
︑
下
降
線
は
た
ど
る
と
い
う
も
の
の
︑
基
本
的
に
は
維
持
・
存
続
さ
れ
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
︒
持
統
七
年
の
上
記
事
件
裁
判
は
︑
編
纂
さ
れ
て
か
ら
間
も
な
い
浄
御
原
律
の
存
在
を
窺
う
好
個
の
史
料
で
は
な
い
か
︑
と
考

え
た
い
︒
ち
な
み
に
林
紀
昭
﹁
飛
鳥
浄
御
原
律
令
に
関
す
る
諸
問
題
﹂︵﹃
史
林
﹄
五
三
︱
一
・
昭
和
四
十
五
年
︶
は
前
記
事
件
を
単
な
る
窃

盗
と
見
︑
唐
律
で
処
断
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
︒

天
武
・
持
統
政
権
の
皇
族
支
配
の
力
と
そ
の
支
配
力
の
継
続
性
を
推
し
量
る
こ
と
は
︑
別
の
史
料
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
即
ち
︑

名
例
律

八
虐
反
逆
縁
坐
条
疏
文
に
﹁
非
常
之
断
︑
人
主
専
レ

之
﹂
と
い
う
天
皇
の
大
権
が
特
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
天
皇
権
力
が

18

法
律
を
超
越
し
た
専
断
権
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
実
施
状
況
は
︑
大
宝
律
の
施
行
期
に
﹁
非
常
之
沢
﹂︵
養
老
二

年
十
二
月
丙
寅
条
︶
と
か
﹁
非
常
之
恩
﹂︵
天
平
十
六
年
九
月
丙
戌
条
︶
と
い
う
文
言
で
赦
令
に
見
出
さ
れ
る
︒
死
罪
に
至
る
ま
で
赦
さ
れ
る

事
例
が
矢
継
ぎ
早
に
続
紀
の
記
事
に
出
て
く
る
︒
養
老
六
年
四
月
辛
卯
に
流
刑
以
上
を
赦
し
た
令
も
そ
の
例
に
入
る
で
あ
ろ
う
︒
飛
鳥
浄

御
原
時
代
に
溯
れ
ば
︑
そ
れ
と
同
様
の
赦
文
は
持
統
紀
六
年
四
月
︑
同
七
年
九
月
︑
同
八
年
十
一
月
︑
同
九
年
九
月
︑
同
十
一
年
六
月
等

に
頻
出
し
︑
死
罪
以
下
す
べ
て
の
罪
が
許
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
天
皇
の
専
断
権
が
実
施
・
運
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
し
と
見
ら
れ
る
︒

そ
の
背
景
に
は
︑
名
例
律

条
と
同
様
の
規
定
が
浄
御
原
律
に
存
在
し
た
こ
と
を
類
推
さ
せ
る
︒

18

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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本
項
で
の
十
悪
か
ら
八
虐
へ
の
変
化
と
い
う
議
論
に
し
て
は
少
し
推
論
が
い
き
す
ぎ
た
観
は
あ
る
︒
天
武
・
持
統
の
時
代
か
ら
そ
の
直

系
子
孫
へ
と
時
代
が
移
り
変
わ
る
背
景
に
は
︑
ま
ず
︑
自
ら
の
手
で
律
令
法
典
を
編
纂
し
た
こ
と
︒
そ
し
て
こ
れ
に
わ
が
国
の
独
自
色
を

打
ち
出
す
と
い
う
こ
と
に
︑
意
を
用
い
た
で
あ
ろ
う
︒
殊
に
律
冒
頭
に
お
い
て
字
句
と
内
容
に
改
稿
を
加
え
る
点
は
︑
日
本
律
と
し
て
の

独
自
性
を
強
く
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

そ
こ
に
大
き
な
意
義
を
見
出
す
と
い
う
︑
わ
が
国
為
政
者
の
矜
持
に
か
か
わ
る
問

題
が
あ
っ
た
と
見
る
︒
丸
々
唐
律
を
引
き
写
し
た
の
で
は
な
い
︑
と
い
う
誇
り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
律
全
体
と
し
て
本
体

を
見
て
み
る
な
ら
ば
︑
そ
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
直
輸
入
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

二

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元

１

名
例
律
６
八
虐
条
︵
１
︶
謀
反

養
老
律
当
該
条
文
の
本
文
・
注
文
︵
括
弧
内
︒
以
下
同
じ
︶
に
は
︑﹁
一
曰
︑
謀
反
︑︵
謂
謀
危
国
家
︶﹂
と
あ
る
︒
こ
の
う
ち
﹁
謀
反
﹂
と
︑

そ
の
構
成
要
件
を
示
す
注
の
﹁
国
家
﹂
が
大
宝
律
に
存
在
し
た
こ
と
は
︑
僧
尼
令
集
解
︑
観
玄
象
条
所
引
古
記
に
﹁
名
例
謀
反
条
国
家
﹂

と
あ
る
こ
と
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
32

問
題
は
︑﹁
国
家
﹂
の
前
に
あ
る
﹁
謀
危
﹂
が
ま
だ
復
元
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
︒

続
紀
︑
天
平
宝
字
二
年
八
月
戉
申
条
に
︑
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
︒

勅
曰
⁝
加
以
︑
賊
臣
懐
レ

悪
︑
潜
結
二

逆
徒
一︑
謀
レ

危
二

社
稷
一︑
良
日
久
矣

こ
こ
に
逆
徒
と
あ
る
の
は
奈
良
麻
呂
の
変
の
謀
反
の
徒
を
い
い
︑
そ
の
次
の
﹁
謀
レ

危
二

社
稷
一

﹂
は
︑﹁
謀
レ

危
二

国
家
一

﹂
と
同
じ
意

味
で
あ
り
︑
社
稷
は
天
皇
を
指
す
︒
唐
律
の
十
悪
条
謀
反
の
注
文
は
そ
の
﹁
謀
レ

危
二

社
稷
一

﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
日
本
律
で
は
唐
律
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の
社
稷
を
国
家
に
変
え
て
注
文
を
立
て
て
い
る
︵

︶
︒
続
紀
は
こ
の
律
の
注
文
を
引
く
の
に
︑
律
語
の
ま
ま
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
い
わ
ば
唐
律

33

風
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
詔
文
は
天
平
宝
字
二
年
の
も
の
で
︑
通
説
で
は
そ
の
前
年
五
月
に
養
老
律
令
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
か
ら
︑
こ
の
語
句
は
養
老
律
と
係
わ
る
も
の
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
時
期
的
に
は
微
妙
で
あ
る
が
︑
他
方
に
お
い
て
︑

変
は
天
平
か
ら
天
平
勝
宝
に
か
け
て
起
こ
っ
て
い
る
︒
こ
の
時
期
は
大
宝
律
が
施
行
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
史
料
を
八
虐
条
謀
反
の
本
注
の

大
宝
律
復
元
史
料
と
し
て
注
視
し
た
い
所
以
で
あ
る
︒

ま
た
︑
続
紀
︑
天
平
元
年
二
月
辛
未
︵

日
︶
条
に
は
︑
長
屋
王
が
謀
反
に
問
わ
れ
た
事
件
の
密
告
の
記
事
に
﹁
欲
レ

傾
二

国
家
一

﹂
と

10

い
う
語
句
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
内
容
上
﹁
謀
レ

危
二

国
家
一

﹂
と
同
じ
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
王
の
謀
反
に
関
連
し
て
本
注
の
用
語
が
こ

と
ば
を
変
え
て
使
わ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
そ
の
他
︑
霊
異
記
に
は
︑
上
巻
第
二
八
に
文
武
帝
の
こ
ろ
の
話
の
中
に
﹁
謀
レ

将
レ

傾
二

天

皇
一

﹂
と
見
え
︑
中
巻
第
一
に
︑
長
屋
王
に
懸
け
て
﹁
謀
下

傾
二

社
稷
二

将
挨

奪
二

国
位
一

﹂
と
あ
る
︒
ま
た
第
四
十
に
︑
奈
良
麻
呂
が
聖
武

帝
を
廃
そ
う
と
し
て
謀
反
人
を
集
め
た
と
い
う
こ
と
を
﹁
心
繋
レ

傾
レ

国
︑
招
二

集
逆
党
一

﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒
こ
れ
も
︑
同
様
に
謀
危

国
家
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
後
世
の
述
作
は
︑
律
文
そ
の
も
の
を
引
用
せ
ず
に
文
学
的
に
こ
と
ば
を
選
ぶ
傾
向
が
あ
る
︒
そ
の

た
め
直
接
的
に
律
の
逸
文
を
得
る
の
が
難
し
い
が
︑
意
を
も
っ
て
本
旨
を
解
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
︒

２

名
例
律
６
八
虐
条
︵
３
︶
謀
叛

養
老
の
八
虐
条
の
第
三
︑
謀
叛
の
条
項
に
は
︑

三
曰
︑
謀
叛
︑︵
謂
謀
二

背
レ

国
従
阿

偽
︶︿
謂
有
レ

人
謀
レ

背
二

本
朝
一︑
将
レ

投
二

蕃
国
一︑
或
欲
二

翻
レ

城
従
阿

偽
︑
或
欲
二

以
レ

地
外
奔
一

﹀
と

あ
る
︵︿

﹀
内
は
疏
文
︒
以
下
同
じ
︶︒
大
宝
律
の
謀
叛
の
語
は
復
元
済
み
で
あ
る
が
︵

︶
︑
本
注
以
下
は
未
復
元
で
あ
る
︒

34

さ
て
︑
本
注
に
見
え
る
背
国
の
国
と
は
︑
疏
文
で
背
本
朝
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
︑
正
統
な
現
王
朝
を
意
味
す
る
︒
そ
こ
か

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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ら
離
脱
し
て
偽
の
政
権
に
寝
返
る
こ
と
が
叛
で
あ
る
︒
謀
反
の
反
が
朝
廷
に
面
を
向
け
て
攻
撃
す
る
の
と
は
対
象
的
に
︑
叛
は
背
を
向
け

て
離
脱
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
︵

︶
︒
叛
は
む
し
ろ
賊
盗
律

謀
叛
条
後
段
に
﹁
亡
二

命
山
沢
一︑
不
レ

従
二

追
喚
一

者
︑
以
二

謀
叛
一

論
﹂
と
あ

35

4

る
中
の
亡
の
意
に
近
い
こ
と
が
分
か
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
続
紀
︑
天
平
宝
字
四
年
十
一
月
壬
辰
の
勅
で
︑﹁
先
歳
逆
徒
︑
家
挂
二

羅
網
一

﹂
即
ち
︑
謀
反
人
奈
良
麻
呂
に
加
担
し
た
逆

徒
が
法
に
よ
り
︑
先
般
罰
せ
ら
れ
た
︑
だ
が
︑
加
担
し
た
者
が
ま
だ
逃
げ
隠
れ
し
て
捕
ま
っ
て
い
な
い
︑
そ
の
こ
と
を
周
知
さ
せ
戒
め
る

た
め
に
︑
赦
令
の
後
段
に
次
の
よ
う
に
記
し
た
︒

但
犯
二

八
虐
一︑
故
殺
人
︑
私
鋳
銭
︑
叛
徒
隠
不
レ

首
者
︑
不
レ

在
二

免
限
一︑
前
年
已
赦
︑
今
年
亦
除
︑
窃
恐
︑
人
習
寛
容
︑
終
無
二

懲
改
一︑

冀
令
下

悉
停
二

前
悪
一︑
皆
従
中

後
善
上

よ
く
見
る
と
︑
文
中
に
﹁
叛
徒
﹂
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
謀
叛
の
罪
を
犯
し
た
者
た
ち
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
︒
そ
れ
ら
が
﹁
隠
れ
て
首
さ
ぬ
者
﹂
と
い
う
の
は
︑
ま
さ
し
く
八
虐
条
謀
叛
に
い
う
朝
廷
に
背
を
向
け
て
離
脱
し
て
い
る
有
り
様

を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
︒
文
中
に
﹁
前
年
已
赦
﹂
と
あ
る
が
︑
天
平
宝
字
三
年
度
に
は
大
赦
は
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
こ
れ
は
︑
天
平

宝
字
二
年
八
月
庚
子
朔
条
の
赦
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
そ
こ
に
は
︑
度
々
大
赦
を
出
し
て
罪
を
許
し
て
い
た
の
で
は
人
々
は
そ
の
寛
容
に
慣

れ
て
改
め
る
こ
と
を
し
な
い
︑
と
い
う
戒
め
を
述
べ
た
く
だ
り
が
あ
り
︑
引
用
し
た
赦
と
関
連
す
る
︒

奈
良
麻
呂
の
変
は
天
平
十
六
年
ご
ろ
か
ら
陰
謀
が
巡
ら
さ
れ
︑
計
画
は
未
然
に
防
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
罪
人
と
し
て
裁
か
れ
た

加
担
者
の
総
数
は
四
四
三
人
の
多
数
に
の
ぼ
っ
た
︵
続
紀
︑
宝
亀
元
年
七
月
癸
未
条
︶︒
裁
判
は
天
平
宝
字
元
年
中
に
徐
々
に
収
束
し
て
い
っ

た
︒
叛
徒
の
捜
索
は
︑
そ
の
時
点
前
後
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
︑
上
記
の
続
紀
に
見
え
る
﹁
叛
徒
﹂
の
叛
が
大
宝
律
の
施
行
期
間
の
も
の
か
ど
う
か
︑
で
あ
る
︒
か
つ
て
私

は
︑
安
宿
王
と
そ
の
妻
子
の
佐
渡
配
流
の
処
決
が
︑
天
平
勝
宝
九
歳
︵
八
月
に
天
平
宝
字
元
年
と
改
元
︶
七
月
庚
戍
︵
４
日
︶
に
行
わ
れ
た
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こ
と
に
関
し
て
︑
そ
れ
が
準
拠
法
と
し
た
の
は
大
宝
律
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
︵

︶
︒
通
説
で
は
︑
養
老
律
令
の
施
行
は
天
平
宝
字
元
年
五
月

36

と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
少
な
く
と
も
二
カ
月
繰
り
下
げ
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
養
老
律
で
は
妻
子
は
罪
に
は

問
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
唐
律
は
妻
子
を
罪
に
問
う
︒
長
屋
王
の
変
事
に
お
い
て
も
天
平
元
年
二
月
の
縁
坐
す
べ

き
者
と
し
て
︑
養
老
律
で
は
縁
坐
の
範
囲
に
入
っ
て
い
な
い
王
の
姉
妹
︑
妾
等
を
あ
げ
て
い
る
︒
だ
が
唐
律
で
は
そ
れ
ら
は
範
囲
に
入
っ

て
い
る
︒
当
時
の
現
行
法
は
大
宝
律
で
あ
る
か
ら
︑
結
局
大
宝
律
は
唐
律
の
規
定
に
よ
り
近
い
条
文
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒

天
平
宝
字
元
年
七
月
当
時
に
あ
っ
て
は
︑
い
ま
だ
大
宝
律
を
実
施
し
て
い
た
︒
そ
う
し
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
﹁
叛
徒
隠
不
レ

首
者
﹂
な

る
言
が
︑
ま
さ
し
く
名
例
律
八
虐
条
謀
叛
の
項
に
見
え
る
本
注
﹁
謂
謀
二

背
レ

国
従
阿

偽
﹂
及
び
疏
文
︵
上
掲
︶
の
意
図
に
即
し
て
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
注
・
疏
に
相
応
す
る
条
規
は
︑
大
宝
律
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

３

名
例
律
６
八
虐
条
︵
４
︶
悪
逆

大
宝
の
当
該
条
文
悪
逆
に
は

四
曰
︑
悪
逆
︑︵
謂
︑
殴
及
謀
レ

殺
二

祖
父
母
父
母
一︑
殺
二

叔
伯
父
︑
姑
︑
兄
姉
︑
外
祖
父
母
︑
夫
︑
夫
之
父
母
一

︶

と
あ
り
︑﹁
殴
﹂﹁
祖
父
母
父
母
﹂﹁
夫
﹂
が
復
元
さ
れ
て
い
る
︒
本
文
﹁
悪
逆
﹂
が
い
ま
だ
復
元
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
こ
の
点
か
ら
言

及
し
て
お
こ
う
︒

︵
イ
︶
続
紀
︑
天
平
宝
字
元
年
七
月
庚
戌
条
に
は
︑

大
嘗
之
歳
︑
奈
良
麻
呂
云
︑
前
歳
所
レ

語
之
事
︑
今
時
欲
レ

発
︑
如
何
︑
全
成
答
曰
︑
朝
廷
賜
二

全
成
高
爵
重
禄
一︑
何
敢
違
レ

天
発
二

悪
逆
事
一︑
是
言
︑
前
歳
已
忌
︑
何
更
発
耶

と
あ
る
︒
こ
れ
は
橘
奈
良
麻
呂
の
変
が
発
覚
し
て
佐
伯
全
成
が
朝
廷
の
尋
問
を
受
け
た
際
に
語
っ
た
こ
と
ば
の
本
旨
で
あ
る
︒
彼
は
か
つ

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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て
奈
良
麻
呂
か
ら
二
度
目
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
へ
の
参
加
を
打
診
さ
れ
た
折
り
に
そ
の
よ
う
に
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
時
は
天
平
勝

宝
元
年
十
一
月
乙
卯
︵

日
︶
の
こ
と
で
あ
る
︒
従
っ
て
上
記
の
全
成
の
こ
と
ば
は
︑
そ
の
折
に
奈
良
麻
呂
に
語
っ
た
内
容
と
い
う
こ
と

25

に
な
る
︒
全
成
は
奈
良
麻
呂
に
﹁
何
ぞ
敢
え
て
天
に
違
ひ
て
悪
逆
の
わ
ざ
を
発
さ
む
や
﹂
と
い
っ
て
参
加
を
断
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
︑

問
題
は
︑
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
悪
逆
な
る
こ
と
ば
で
あ
る
︒
こ
の
語
は
名
例
律
八
虐
条
の
第
四
項
に
見
ら
れ
る
律
用
語
と
し
て
の
悪
逆
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
悪
逆
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
︑
前
記
し
た
通
り
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
悪
逆
は
︑
親
殺
し
の
陰
謀
及
び

親
に
対
す
る
暴
行
ま
た
は
近
親
者
の
殺
害
を
指
し
て
い
る
︒

さ
き
の
全
成
の
語
る
話
の
中
身
は
︑
こ
の
親
に
対
す
る
殺
人
の
予
備
な
い
し
は
暴
行
︑
あ
る
い
は
近
親
者
の
殺
害
の
い
ず
れ
と
も
異

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒
し
か
し
︑
全
成
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
︑
字
義
上
は
八
虐
条
注
文
の
謂
と
は
異
な
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
が
︑
内
容
面
を
よ
く
よ
く
咀
嚼
し
て
考
慮
す
る
と
︑
何
ゆ
え
に
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
悪
質
な
﹁
違
天
﹂︑
即
ち
天
に
そ
む
く
が
ご
と

き
犯
罪
に
加
担
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
︑
と
い
う
こ
と
を
辛
辣
な
こ
と
ば
で
︑
敢
え
て
比
喩
的
に
︑
天
を
親
に
見
立
て
て
奈
良
麻
呂

に
強
く
問
い
返
し
た
︑
と
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒

考
え
て
み
る
と
︑
悪
逆
は
︑
八
虐
の
四
番
目
に
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
︑
あ
る
意
味
︑
八
虐
の
中
で
は
最
も
重
大
な
犯
罪
と
さ
れ
て
い

る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
第
一
に
︑
こ
の
刑
罰
が
︑
前
記
し
た
注
文
の
な
か
の
ど
の
犯
罪
に
対
し
て
も
斬
刑
と
い
う
極
刑
で
処
分
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
加
え
て
︑
第
二
に
は
︑
悪
逆
の
犯
罪
は
赦
に
会
っ
て
も
決
し
て
減
刑
さ
れ
な
い
︑
と
い
う
厳
し
い
処

断
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
い
う
点
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
八
虐
中
の
悪
逆
よ
り
上
位
に
あ
る
謀
反
・
大
逆
は
︑
赦
に
会
え
ば
流
刑
に
減
刑
さ

れ
う
る
︒
悪
逆
は
そ
れ
と
は
著
し
く
異
な
る
取
り
扱
い
で
あ
る
︒

さ
ら
に
も
う
一
つ
︑
そ
の
疏
文
に
あ
る
よ
う
に
悪
逆
は
﹁
決
す
る
に
時
を
待
た
ず
﹂︑
す
な
わ
ち
即
時
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
︑
と
い

う
処
分
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
死
刑
は
通
常
︑
立
春
か
ら
秋
分
ま
で
の
間
は
執
行
さ
れ
な
い
が
︑
悪
逆
に
よ
る
死
刑
は
︑
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例
外
的
に
季
節
を
選
ば
ず
に
行
わ
れ
る
︵

︶
︒
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
犯
罪
と
し
て
は
厳
格
に
処
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

38

こ
の
よ
う
に
同
書
の
悪
逆
な
る
律
語
は
︑
天
平
勝
宝
元
年
十
一
月
乙
卯
条
の
大
宝
律
施
行
時
期
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
大
宝

律
八
虐
条
の
語
句
で
あ
る
と
見
做
し
う
る
の
で
あ
る
︵

︶
︒
39

と
こ
ろ
で
︑
上
記
し
た
悪
逆
の
用
法
が
︑
比
喩
的
だ
と
し
て
も
︑
八
虐
条
の
内
容
に
些
か
あ
て
ま
ら
な
い
こ
と
に
疑
義
を
抱
か
れ
る
か

も
し
れ
な
い
︒
そ
こ
で
︑
大
宝
律
施
行
期
の
悪
逆
の
用
例
と
し
て
︑
も
う
一
つ
あ
げ
て
お
き
た
い
︒

霊
異
記
の
中
巻
第
三
に
︑﹁
悪
逆
子
愛
レ

妻
将
レ

殺
レ

母
謀
現
報
被
二

悪
死
一

縁
﹂
と
い
う
題
で
物
語
り
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
の
よ
う

な
内
容
で
あ
る
︒

吉
志
火
麻
呂
者
︑
武
蔵
国
多
麻
郡
鴨
里
人
也
︑
火
麻
呂
之
母
者
︑
日
下
部
真
刀
自
也
︑
聖
武
天
皇
御
世
︑
火
麻
呂
大
伴
名
姓
不
二
分
明
一
︑

筑
紫
前
守
所
レ

点
︑
応
レ

経
二

三
年
一︑
母
随
レ

子
往
而
相
節
養
︑
其
婦
者
︑
留
レ

国
守
レ

家
︑
時
火
麻
呂
︑
離
二

己
妻
一

去
︑
不
レ

昇
二

妻

愛
一

而
発
二

逆
謀
一︑
思
下

殺
二

我
母
一︑
遭
二

其
喪
一

服
︑
免
レ

役
而
還
︑
与
レ

妻
倶
居
上︑
母
之
自
性
︑
行
レ

善
為
レ

心
︑︵
中
略
︶
子
以
二

牛

目
一

眦
レ

母
而
言
︑
汝
地
長
跪
︑︵
中
略
︶
子
抜
二

横
刀
一

将
殺
二

母
項
一︑︵
中
略
︶
逆
子
歩
前
︑
将
レ

殺
二

母
頸
一

之
︑
裂
レ

地
而
陥
︵
中
略
︶

母
慈
深
深
故
︑
於
二

悪
逆
子
一

垂
二

哀
愍
心
一︑
為
レ

其
修
レ

善
︑
誠
知
︑
不
孝
罪
報
甚
近
︑
悪
逆
之
罪
︑
非
レ

無
二

彼
報
一

矣

こ
れ
に
よ
る
と
︑
武
蔵
国
多
磨
郡
の
吉
志
火
麻
呂
が
筑
紫
に
防
人
に
差
発
さ
れ
︑
母
を
伴
っ
て
出
掛
け
る
が
︑
三
年
を
経
て
︑
国
に
置

い
て
き
た
愛
妻
が
愛
し
く
て
堪
え
ら
れ
ず
︑
つ
い
に
母
を
殺
し
て
そ
の
喪
に
よ
り
帰
郷
し
︑
兵
役
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
︒
だ
が
裂
け
た
地

面
の
中
に
墜
落
し
て
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
最
期
を
遂
げ
る
︒
慈
母
は
そ
れ
で
も
子
の
た
め
に
法
事
を
も
う
け
た
と
い
う
︒
そ
し
て
最
も

肝
心
な
最
後
の
段
落
﹁
母
慈
深
﹂
以
下
を
訳
す
る
と
︑﹁
母
の
慈
は
ふ
か
し
︑
深
き
が
故
に
悪
逆
の
子
に
す
ら
哀
愍
の
心
を
垂
れ
︑
そ
れ

が
た
め
に
善
を
修
む
︒
誠
に
知
る
︑
不
孝
の
罪
報
は
甚
だ
近
し
︒
悪
逆
の
罪
は
彼
の
報
い
無
き
に
非
ず
と
い
う
こ
と
を
﹂
と
な
る
︒
こ
こ

で
述
べ
ら
れ
た
母
を
殺
そ
う
と
謀
る
罪
が
ま
さ
に
悪
逆
に
相
当
し
︑
そ
れ
は
律
の
八
虐
条
悪
逆
の
趣
旨
に
合
致
す
る
︒
同
記
の
編
者
は
︑

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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こ
の
点
を
理
解
し
た
う
え
で
悪
逆
に
相
当
す
る
物
語
り
を
記
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
事
件
が
起
き
た
時
代
は
大
宝
律
令
が
施
行
さ

れ
て
い
た
聖
武
天
皇
の
御
代
と
さ
れ
て
い
る
︒
従
っ
て
使
わ
れ
た
悪
逆
な
る
語
は
大
宝
律
の
も
の
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ

の
書
は
説
話
集
で
著
名
で
あ
り
︑
そ
の
編
者
景
戒
は
よ
く
知
ら
れ
た
平
安
初
期
の
僧
侶
で
あ
る
︒
彼
は
伝
来
し
た
史
料
の
有
用
な
も
の
を

数
多
く
集
め
て
本
書
を
編
輯
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
同
記
は
伝
承
性
が
色
濃
い
と
い
わ
れ
る
が
︑
大
略
︑
そ
の
史
料
的
価
値
は
低
く
は

な
い
︑
と
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
40

︵
ロ
︶
本
注
の
復
元
に
移
ろ
う
︒﹁
謀
殺
祖
父
母
父
母
﹂
に
つ
い
て
は
︑
賊
盗
律
６
謀
殺
祖
父
母
条
の
前
段
に
︑

凡
謀
レ

殺
二

祖
父
母
父
母
外
祖
父
母
夫
夫
之
祖
父
母
父
母
一

者
︑
皆
斬
︑
嫡
母
継
母
伯
叔
父
姑
兄
姉
者
︑
遠
流
︑
已
傷
者
絞
︵
後
略
︶

と
あ
る
︒
本
条
の
大
宝
律
は
︑
政
事
要
略
巻
八
二
所
引
の
古
答
か
ら
﹁
謀
殺
祖
父
母
﹂﹁
伯
叔
父
姑
兄
姉
﹂
が
復
元
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
こ
の

41

律
の
処
罰
規
定
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
名
例
律
の
犯
罪
行
為
の
規
定
が
︑
大
宝
律
の
名
例
律
八
虐
条
悪
逆
の
注
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ

れ
︑
い
ま
だ
そ
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
﹁
謀
殺
﹂
の
語
の
復
元
が
推
定
で
き
よ
う
︒

︵
ハ
︶﹁
殺
伯
叔
父
姑
兄
姉
外
祖
父
母
﹂
に
つ
い
て
は
︑
関
連
す
る
闘
訟
律

殴
兄
姉
条
に

27

凡
殴
二

兄
姉
一

者
︑
徒
一
年
半
⁝
死
者
︑
皆
斬
⁝
伯
叔
父
︑
姑
︑
外
祖
父
母
︑
各
加
一
等
︑
即
過
失
殺
傷
者
︑
各

減
二

本
殺
傷
罪
二

等
一

と
あ
る
︒
こ
れ
の
大
宝
律
条
に
は
﹁
伯
叔
父
︑
姑
︑
兄
姉
︑
外
祖
父
母
﹂﹁
過
失
殺
傷
﹂
等
が
存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
こ

42

の
処
罰
規
定
を
さ
だ
め
た
犯
罪
行
為
は
︑
八
虐
条
悪
逆
の
注
﹁
殺
伯
叔
父
︑
姑
︑
兄
姉
︑
外
祖
父
母
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
︑
そ

の
注
文
が
復
元
可
能
で
あ
ろ
う
︒
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４

名
例
律
６
八
虐
条
︵
５
︶
不
道

養
老
名
例
律
八
虐
条
不
道
に
は
︑

五
曰
︑
不
道
︑︵
謂
︑
殺
下

一
家
非
二

死
罪
一

三
人
上︑
支
二

解
人
一

︑
造
二

畜
蠱
毒
一︑
厭
魅
︑
若
殴
二

告
及
謀
レ

殺
三

伯
叔
父
︑
姑
︑
兄
姉
︑
外
祖
父
母
︑
夫
︑

夫
之
父
母
一︑
殺
二

四
等
以
上
尊
長
︑
及
妻
一

︶

と
あ
る
︒
こ
の
条
文
の
中
で
注
の
﹁
厭
魅
﹂
が
大
宝
律
に
存
在
し
た
こ
と
は
拙
著
で
指
摘
し
た
︵

︶
︒
だ
が
未
発
見
の
注
文
は
﹁
造
二

畜
蠱

43

毒
一

﹂︑﹁
殴
告
及
﹂﹁
外
祖
父
母
︑
夫
︑
夫
之
父
母
︑
殺
四
等
以
上
尊
長
︑
及
妻
﹂
の
多
き
に
の
ぼ
る
︒
他
も
復
元
が
試
み
ら
れ
て
い
る

と
は
い
え
︑
殆
ど
は
推
定
復
元
の
域
に
止
ま
っ
て
い
る
か
ら
︑
そ
れ
ら
の
推
定
力
を
上
げ
る
と
と
も
に
︑
未
発
見
注
文
の
存
否
に
つ
い
て

以
下
に
見
て
い
こ
う
︒

︵
イ
︶﹁
造
二

畜
蠱
毒
一

﹂
に
つ
い
て
は
︑
賊
盗
律

造
畜
蠱
毒
条
に

15

凡
造
二

畜
蠱
毒
一︑︵
謂
造
合
成
レ

蠱
︑
堪
レ

害
レ

人
者
︶︑
及
教
令
者
絞
︑
造
畜
者
同
居
家
口
︑
雖
二

不
レ

知
レ

情
者
一︑
遠
流
︵
後
略
︶

と
い
う
処
罰
規
定
が
見
ら
れ
る
︒
蠱
毒
と
は
あ
る
種
の
蟲
な
ど
を
用
い
︑
人
を
害
す
る
と
い
う
目
的
で
邪
法
に
よ
り
製
造
さ
れ
る
毒
で
あ

る
︒
そ
れ
を
製
造
︑
所
持
す
る
本
人
と
そ
の
製
造
技
術
を
指
南
し
た
者
も
絞
罪
と
な
る
︒

こ
れ
が
大
宝
律
の
施
行
期
に
見
え
る
例
は
︑
続
紀
︑
天
平
元
年
四
月
癸
亥
条
の
勅
に
︑

内
外
文
武
百
官
及
天
下
百
姓
︑
有
下

学
二

習
異
端
一︑
蓄
二

積
幻
術
一︑
壓
魅
呪
詛
︑
害
二

傷
百
物
一

者
上︑
首
斬
︑
従
流
︑
如
有
下

停
二

住
山

林
一︑
詳
道
二

仏
法
一︑
自
作
二

教
化
一︑
伝
習
授
レ

業
︑
封
二

印
書
符
一︑
合
レ

薬
造
レ

毒
︑
万
方
作
レ

怪
︑
違
二

犯
勅
禁
一

者
上︑
罪
亦
如
レ

此

と
あ
る
の
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
の
な
か
で
薬
を
調
合
し
て
毒
を
造
る
こ
と
が
厭
魅
呪
詛
や
封
印
書
符
に
匹
敵
す
る
犯
罪
で
あ
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
お
そ
ら
く
︑
賊
盗
律
当
該
条
規
の
注
文
の
存
在
を
基
準
に
し
て
語
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

︵
ロ
︶﹁
殴
告
及
謀
殺
伯
叔
父
︑
姑
︑
兄
姉
︑
外
祖
父
母
﹂
の
う
ち
︑﹁
殴
告
及
謀
殺
伯
叔
父
︑
姑
︑
兄
姉
﹂
の
復
元
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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ま
で
政
事
要
略
巻
八
二
所
引
の
古
答
か
ら
推
測
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
だ
が
︑﹁
殴
外
祖
父
母
﹂
に
つ
い
て
は
ま
だ
復
元
が
な
さ
れ
て
い
な
い
︒

44

こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
︒

養
老
闘
訟
律

殴
兄
姉
条
︵
逸
文
︶
に
︑

27

凡
殴
二

兄
姉
一

者
︑
徒
一
年
半
︑
傷
者
︑
徒
二
年
︑︵
中
略
︶︑
伯
叔
父
︑
姑
︑
外
祖
父
母
︑
各
加
一
等
︑
即
過
失
殺
傷
者
︑
各
減
二

本

殺
傷
罪
二
等
一

と
あ
っ
て
︑﹁
殴
兄
姉
﹂﹁
伯
叔
父
︑
姑
︑
外
祖
父
母
﹂
に
処
罰
規
定
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
条
文
は
︑
政
事
要
略
巻
八
二
に
見
え
る
古
答
に

﹁
其
於
二

祖
父
母
父
母
伯
叔
父
姑
兄
姉
及
外
祖
父
母
夫
夫
之
父
母
一︑
犯
二

過
失
殺
傷
一

応
レ

徒
﹂
と
あ
り
︑﹁
伯
叔
父
姑
兄
姉
﹂﹁
外
祖
父
母
﹂

が
含
ま
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
お
そ
ら
く
は
大
宝
闘
訟
律

殴
兄
姉
条
に
も
こ
の
条
文
の
語
句
が
存
在
し
た
こ
と
が
考
え
ら

27

れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
処
罰
規
定
は
︑
そ
れ
が
規
定
さ
れ
る
前
提
と
し
て
︑
犯
罪
行
為
を
定
め
た
名
例
律
八
虐
条
の
条
項
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

そ
れ
ら
は
互
い
に
対
応
性
・
整
合
性
を
も
っ
た
規
定
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
名
例
律
八
虐
条
不
道
の
本
注
に
﹁
殴
二

兄

姉
一

﹂﹁
伯
叔
父
︑
姑
﹂
に
加
え
て
﹁
外
祖
父
母
﹂
の
語
句
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
ハ
︶﹁
殴
レ

夫
﹂
に
つ
い
て
は
︑
闘
訟
律

妻
殴
夫
条
が
参
酌
さ
れ
る
︒
そ
の
養
老
律
の
逸
文
に
﹁
妻
殴
レ

夫
︑
杖
一
百
﹂
と
あ
る
︒
そ

25

し
て
こ
の
条
文
は
︑
戸
令
集
解
妻
殴
祖
父
母
条
所
引
古
記
に
﹁
依
二

闘
律
一︑
妻
殴
レ

夫
者
徒
一
年
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
大
宝
闘
訟
律
25

妻
殴
夫
条
に
も
﹁
妻
殴
レ

夫
︑
徒
一
年
﹂
と
い
う
条
文
が
存
し
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
45

こ
の
律
条
に
対
応
す
る
犯
罪
行
為
を
記
し
た
名
例
律
の
規
定
は
︑
八
虐
条
不
道
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
﹁
殴
レ

夫
﹂
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
︑﹁
殴
レ

夫
﹂
の
注
文
が
不
道
の
項
に
存
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
︒

︵
ニ
︶﹁
殴
﹂﹁
夫
之
父
母
﹂
に
関
す
る
該
当
条
文
は
︑
養
老
闘
訟
律

妻
妾
詈
夫
之
祖
父
母
父
母
条
︵
逸
文
︶
に
︑

29
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凡
妻
妾
詈
二

夫
之
祖
父
母
父
母
一

者
︑
徒
一
年
︑
殴
者
︑
徒
三
年

と
あ
る
の
が
指
摘
で
き
る
︒
こ
れ
に
は
﹁
夫
之
﹂︑﹁
父
母
﹂︑﹁
殴
者
﹂
の
語
が
あ
っ
て
条
文
を
構
成
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
照
応
す
る
大
宝

律
条
文
に
つ
い
て
は
︑
前
に
掲
げ
た
政
事
要
略
巻
八
二
所
引
古
答
の
文
に
︑﹁
其
於
二

祖
父
母
父
母
伯
叔
父
姑
兄
姉
及
外
祖
父
母
夫
夫
之

父
母
一︑
犯
二

過
失
殺
傷
一

応
レ

徒
︑
⁝
従
二

伯
叔
以
下
一︑
過
失
殺
傷
本
条
合
レ

徒
﹂
と
あ
り
︑﹁
夫
之
父
母
︑
犯
二

過
失
殺
傷
一

応
レ

徒
﹂
の
語

句
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
大
宝
闘
訟
律

妻
妾
詈
夫
之
祖
父
母
父
母
条
の
条
文
に
﹁
夫
之
父
母
﹂︑﹁
殴
者
﹂
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て

29

い
る
︵

︶
︒
な
お
︑
上
記
の
古
答
に
﹁
犯
二

過
失
殺
傷
一

応
レ

徒
︑
⁝
従
伯
叔
以
下
︑
過
失
殺
傷
本
条
合
レ

徒
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
大
宝
闘
訟

46

律

に
は
︑
上
記
の
条
文
︵
逸
文
︶
に
つ
づ
け
て
﹁
過
失
殺
者
︑
徒
三
年
︑
傷
者
︑
徒
二
年
半
﹂
な
る
唐
律
に
対
応
す
る
条
項
が
存
し
た

29
と
考
え
ら
れ
る
︒

闘
訟
律

条
の
罰
則
に
相
応
す
る
犯
罪
行
為
の
規
定
は
︑
八
虐
条
不
道
の
注
文
に
見
え
る
﹁
殴
﹂﹁
夫
之
父
母
﹂
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

29

な
い
︒
従
っ
て
︑
大
宝
名
例
律
の
八
虐
条
不
道
に
こ
の
字
句
が
存
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒

︵
ホ
︶﹁
告
﹂﹁
伯
叔
父
︑
姑
︑
兄
姉
︑
外
祖
父
母
︑
夫
︑
夫
之
父
母
﹂
に
関
連
し
て
参
酌
さ
れ
る
の
は
︑
養
老
闘
訟
律

告
二
等
尊
長
条

45

︵
逸
文
︶
に
見
え
る
次
な
る
条
文
で
あ
る
︒

︵
凡
︶
告
二

二
等
尊
長
外
祖
父
母
夫
夫
之
祖
父
母
一︑
雖
レ

得
レ

実
︑
徒
一
年
︑︵
後
略
︶

こ
の
う
ち
﹁
告
夫
﹂
の
二
文
字
は
︑
戸
令
集
解
殴
妻
祖
父
母
条
所
引
の
古
記
か
ら
大
宝
律
に
存
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
こ
の

47

こ
と
か
ら
︑
大
宝
闘
訟
律

の
罰
則
の
前
提
と
な
る
犯
罪
行
為
を
規
定
し
た
八
虐
条
不
道
の
注
か
ら
︑﹁
告
夫
﹂
の
部
分
が
復
元
で
き
る

45

と
考
え
る
︒

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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５

名
例
律
６
八
虐
条
︵
６
︶
大
不
敬

八
虐
条
大
不
敬
に
関
し
て
は
︑
本
文
﹁
大
不
敬
﹂
の
語
が
︑
養
老
律
施
行
期
の
宝
亀
八
年
九
月
丙
寅
︵

日
︶
条
の
藤
原
良
継
薨
伝
が

18

引
く
記
事
に
﹁
強
劾
二

大
不
敬
一

︑
除
レ

姓
奪
レ

位
﹂
と
し
て
見
出
さ
れ
る
︒
こ
の
事
件
の
発
生
は
時
期
が
不
祥
で
あ
る
が
︑
文
意
か
ら
み
て
︑

天
平
宝
字
八
年
九
月
の
恵
美
押
勝
の
乱
か
ら
溯
る
こ
と
二
年
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
︑
天
平
宝
字
六
年
中
に
起
こ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

そ
の
頃
に
良
継
は
︑
仲
麻
呂
を
除
く
た
め
に
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
た
が
果
た
せ
ず
︑
罪
を
一
身
に
負
い
︑
そ
の
罪
は
大
不
敬
で
あ
る
と
咎

め
ら
れ
た
と
い
う
︒
良
継
た
ち
は
押
勝
の
殺
害
を
謀
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
決
し
て
大
不
敬
に
は
該
当
し
な
い
が
︑
時
の
権
力
者
と
し
て

頂
点
に
あ
っ
た
た
め
︑
強
い
て
そ
う
い
う
罪
が
被
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
時
期
は
︑
天
平
宝
字
元
年
五
月
が
養
老
律
令
の
施
行
と
い

う
通
説
を
採
っ
た
場
合
に
は
五
年
ほ
ど
の
差
が
あ
り
︑
ど
う
み
て
も
大
宝
律
の
施
行
時
期
に
は
溯
れ
そ
う
に
な
い
︒
そ
の
施
行
が
︑
上
記

し
た
私
説
の
同
年
七
月
ご
ろ
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
大
宝
律
に
も
大
不
敬
と
い
う
語
が
存
在
し
た
こ
と
は
︑
大
不
敬
の
注
文
の
ほ
と
ん
ど
が
復
元
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
疑
い
を

い
れ
な
い
︒

以
下
︑
こ
の
項
目
の
未
復
元
の
注
文
に
つ
い
て
︑
そ
の
後
見
出
し
た
史
料
を
も
と
に
復
元
試
案
を
述
べ
て
お
き
た
い
︒

八
虐
条
大
不
敬
で
は
︑
養
老
律
に
あ
る
本
文
﹁
大
不
敬
﹂
と
本
注
﹁
謂
毀
二

大
社
一

及
盗
二

大
祀
神
御
之
物
︑
乗
輿
服
御
物
﹂﹁
指
斥
乗
輿
︑

情
理
切
害
︑
及
対
二

捍
詔
使
一︑
而
無
二

人
臣
之
礼
一

﹂
等
の
大
宝
律
文
が
ま
だ
復
元
さ
れ
て
い
な
い
︒

︵
イ
︶
続
紀
︑
大
宝
二
年
七
月
癸
酉
の
条
に
は
︑

詔
︑
伊
勢
大
神
宮
封
物
者
是
神
御
之
物
︑
宜
下

准
レ

供
二

神
事
一︑
勿
挨

令
二

濫
穢
一︑︵
後
略
︶

と
見
え
る
︵

︶
︒
同
じ
詔
文
は
類
従
三
代
格
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
︵

︶
︒
こ
の
詔
は
伊
勢
大
神
宮
の
封
物
を
穢
す
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
︒

48

49

と
こ
ろ
で
︑
養
老
律
の
大
不
敬
の
項
に
は
︑
上
述
し
た
﹁
謂
毀
二

大
社
一

及
盗
二

大
祀
神
御
之
物
︑
乗
輿
服
御
物
一

﹂
と
い
う
注
文
が
あ
る
︵

︶
︒
50
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こ
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
︑
前
記
の
詔
文
は
︑
清
浄
を
損
な
う
行
為
を
罰
す
る
大
不
敬
の
条
規
に
相
通
ず
る
点
が
読
み
取
れ
る
︒
大
宝
律

の
全
面
施
行
に
先
立
ち
︑
こ
の
条
文
を
単
行
法
令
と
し
て
実
施
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
︒

︵
ロ
︶
か
つ
て
わ
た
し
は
︑
そ
の
注
文
﹁
指
二

斥
乗
輿
一︑
情
理
切
害
﹂
と
﹁
対
二

捍
詔
使
一︑
而
無
二

人
臣
之
礼
一

﹂
の
復
元
に
つ
い
て
論
じ

た
こ
と
が
あ
る
︵

︶
︒
前
者
の
復
元
は
こ
れ
ま
で
︑
政
事
要
略
巻
八
十
二
所
引
の
古
答
か
ら
﹁
指
斥
乗
輿
﹂
と
さ
れ
て
き
た
が
︵

︶
︑
こ
れ
は
政
事

51

52

要
略
の
写
本
の
誤
写
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
元
の
語
句
は
﹁
渉
於
乗
輿
﹂
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
復
元
は
困
難
で
あ
り
︑
前
掲
﹁
訳
註

律
本
文
篇
上
﹂
は
こ
の
箇
所
の
復
元
を
撤
回
し
︑
新
た
な
観
点
か
ら
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
︒

ま
た
︑
名
例
律
裏
書
の
大
不
敬
の
注
﹁
指
二

斥
乗
輿
一︑
情
理
切
害
﹂
の
注
釈
に
︑

情
理
切
害
文
事

古
答
云
︑
情
︑
謂
始
念
発
心
中
是
︑
理
︑
謂
出
口
言
議
是

と
あ
っ
て
︑﹁
情
理
﹂
の
二
字
が
復
元
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
こ
れ
は
し
か
し
︑
そ
の
後
何
故
か
﹃
訳
註
律
本
文
篇
上
﹄
に
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
︒

53

採
用
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
︑
な
お
ま
た
︑
わ
た
し
は
こ
の
注
釈
は
本
来
﹁
指
二

斥
乗
輿
一︑
情
理
切
害
﹂
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い

る
か
ら
︑
そ
れ
ら
八
文
字
の
類
推
復
元
を
試
み
て
も
よ
い
と
思
う
︒
た
だ
︑
こ
れ
だ
け
の
議
論
で
は
十
分
で
は
な
い
の
で
︑
あ
ら
た
め
て

別
の
角
度
か
ら
見
て
み
よ
う
︒

続
紀
︑
養
老
六
年
正
月
壬
戌
条
に
よ
れ
ば
︑
正
五
位
上
穂
積
朝
臣
老
が
指
斥
乗
輿
の
罪
に
よ
り
斬
刑
の
処
断
が
下
さ
れ
て
い
る
︒
後
に

皇
太
子
の
奏
に
よ
り
佐
渡
島
に
配
流
と
な
っ
た
︒
も
と
の
斬
刑
の
処
置
は
︑
職
制
律

指
斥
乗
輿
条
の
条
文
に
準
拠
し
て
行
わ
れ
た
と
考

32

え
て
よ
い
︵

︶
︒
54

即
ち
︑
養
老
律
の
当
該
条
文
に
は

凡
指
二

斥
乗
輿
一︑
情
理
切
害
者
斬
︑
非
二

切
害
一

者
︑
徒
二
年
︑︵
後
略
︶

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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と
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
穂
積
朝
臣
老
が
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
は
︑
確
か
に
指
斥
乗
輿
の
罪
に
よ
る
の
で
あ
る
が
︑
た
だ
指
斥
乗
輿
の
罪
に

よ
る
と
い
う
だ
け
で
は
要
件
を
み
た
さ
な
い
︒
こ
の
条
項
に
よ
れ
ば
﹁
非
二

切
害
一

者
︑
徒
二
年
﹂
と
あ
っ
て
︑
切
害
で
な
く
︑
単
な
る

指
斥
乗
輿
だ
け
で
あ
れ
ば
徒
二
年
の
処
罰
が
科
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
︒
指
斥
乗
輿
が
情
理
切
害
︑
つ
ま
り
そ
の
情
状
が
過
激
に
及
ん
だ
場

合
に
の
み
斬
刑
の
処
分
が
下
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
穂
積
朝
臣
老
に
い
っ
た
ん
は
斬
刑
の
処
断
が
下
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
情
状
が

過
激
に
及
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
︑
と
解
釈
で
き
る
︒

こ
の
処
分
は
︑
職
制
律

の
処
罰
規
定
が
適
用
さ
れ
︑
罪
が
科
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
前
提
と
し
て
︑
犯
罪
行
為
の
規
定
が
名

32

例
律
八
虐
条
所
掲
の
も
の
に
則
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
養
老
六
年
正
月
は
大
宝
律
の
実
施
時
期
で
あ
る
か
ら
︑
大
宝
八
虐
条
大
不

敬
に
﹁
指
二

斥
乗
輿
一︑
情
理
切
害
﹂
の
注
文
が
存
在
し
た
こ
と
は
︑
そ
の
点
か
ら
も
推
知
さ
れ
よ
う
︒

︵
ハ
︶
以
下
は
︑
推
測
の
観
が
否
め
な
い
が
︑﹁
対
二

捍
詔
使
一︑
而
無
二

人
臣
之
礼
一

﹂
の
注
文
に
関
し
て
︑
あ
え
て
言
及
し
て
お
こ
う
︒

続
紀
︑
天
平
勝
宝
八
年
五
月
癸
亥
条
に
︑

出
雲
国
守
従
四
位
上
大
伴
宿
禰
古
慈
斐
︑
内
竪
淡
海
真
人
三
船
︑
坐
誹
二

謗
朝
廷
一

無
二

人
臣
之
礼
一︑
禁
二

於
左
右
衛
士
府
一

と
見
え
る
︒
関
係
史
料
と
し
て
は
大
伴
宿
禰
古
慈
斐
の
宝
亀
八
年
八
月
丁
酉
の
続
紀
の
薨
伝
︑
あ
る
い
は
万
葉
集
︵
四
四
六
五
︱
四
四
六
七
︶

な
ど
に
残
存
す
る
︒
し
か
し
聖
武
天
皇
の
没
後
八
日
目
に
起
き
た
こ
の
不
敬
事
件
の
真
相
は
い
ま
な
お
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︵

︶
︒
た

55

だ
︑
朝
廷
を
誹
謗
す
る
こ
の
出
来
事
が
︑
大
不
敬
に
か
か
わ
る
重
大
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
︒
そ
の
結
果
︑
古
慈
斐
は
国
守
を

解
任
さ
れ
︑
土
佐
守
に
左
遷
︒
し
か
し
時
の
権
力
者
恵
美
押
勝
に
近
い
三
船
は
お
咎
め
が
な
か
っ
た
よ
う
だ
︒
こ
こ
で
︑
大
宝
律
が
効
力

を
も
っ
て
い
た
時
期
の
続
紀
中
に
見
え
る
﹁
無
二

人
臣
之
礼
一

﹂
は
︑
や
は
り
職
制
律

指
斥
乗
輿
条
の
﹁
対
二

捍
詔
使
一︑
而
無
二

人
臣
之

32

礼
一

﹂
と
い
う
規
定
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
︒﹁
無
二

人
臣
之
礼
一

﹂
は
大
宝
名
例
律
八
虐
条
の
注
の
一
句
と
見
な
し
︑
そ
の
復
元
が
可

能
で
あ
る
と
推
測
す
る
︒
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も
う
一
点
は
︑
復
元
が
憶
測
の
域
を
出
な
い
類
の
も
の
で
あ
る
︒

天
平
宝
字
元
年
四
月
辛
巳
条
に
︑﹁
無
礼
之
臣
︑
聖
主
猶
弃
﹂
と
見
え
る
︒
こ
こ
に
見
ら
れ
る
﹁
無
礼
之
臣
﹂
と
は
八
虐
条
大
不
敬
の
﹁
無

人
臣
之
礼
﹂
と
い
う
意
味
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
こ
の
後
に
﹁
聖
主
猶
弃
﹂
と
あ
っ
て
聖
主
即
ち
天
皇

が
こ
れ
を
﹁
弃
﹂︑
つ
ま
り
現
在
の
地
位
か
ら
退
け
る
と
い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
具
体
的
に
い
う
と
︑
退
去
さ
せ
ら
れ
る
人
物
と
は

道
祖
王
を
指
し
て
い
る
︒
し
か
し
こ
の
と
き
名
指
し
は
避
け
︑
表
現
と
し
て
は
一
般
の
人
臣
に
向
け
て
の
言
い
回
し
に
押
さ
え
ら
れ
て
い

る
︒
道
祖
王
は
天
武
天
皇
の
孫
で
あ
り
︑
新
田
部
親
王
の
子
と
し
て
前
途
洋
々
の
道
を
歩
ん
だ
か
に
見
え
た
︒
聖
武
天
皇
の
遺
詔
で
天
平

勝
宝
八
歳
五
月
乙
卯
に
皇
太
子
と
さ
れ
た
︒
だ
が
︑
そ
の
後
間
も
な
く
し
て
廃
太
子
と
な
っ
た
︵
天
平
宝
字
元
年
三
月
︶︒
ま
た
そ
の
四
カ

月
後
︑
橘
奈
良
麻
呂
の
変
に
坐
し
て
杖
下
に
死
す
と
い
う
非
運
の
道
へ
と
暗
転
し
た
︒
天
平
宝
字
元
年
四
月
辛
巳
条
の
続
紀
に
は
ま
た
︑

彼
を
評
し
て
﹁
立
道
祖
王
︑
而
不
レ

順
二

勅
教
一︑
遂
縦
二

淫
志
一

﹂
と
記
す
︒
つ
ま
り
彼
は
︑
勅
教
に
し
た
が
わ
ず
︑
遂
に
み
だ
ら
な
志
を

ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
︑
と
述
べ
て
い
る
︒

皇
太
子
道
祖
王
の
更
迭
の
主
た
る
理
由
が
勅
教
に
し
た
が
わ
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
結
果
廃
立
さ
れ
︑
元
の
諸
王
の
身
分

に
戻
さ
れ
て
い
る
︵
続
紀
︑
同
条
︶︒
そ
の
裏
に
は
大
炊
王
を
擁
立
せ
ん
と
す
る
藤
原
仲
麻
呂
の
策
謀
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
︒
元
皇
太
子
で
あ
っ
た
人
物
を
普
通
は
人
臣
と
は
い
わ
な
い
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
当
時
の
︑
聖
武
亡
き
後
の
鬱
蒼
と
し
た
時
代
の
政
治

的
判
断
は
常
軌
に
沿
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
先
述
し
た
八
虐
条
大
不
敬
の
注
﹁
対
二

捍
詔
使
一︑
而
無
二

人
臣
之
礼
一

﹂
の
疏
文
に
は
︑

謂
奉
レ

詔
出
レ

使
︑
宣
二

布
四
方
一︑
有
レ

人
対
捍
不
レ

恭
詔
命
一︑
而
無
二

人
臣
之
礼
一

者
︑
詔
使
者
︑
奉
レ

詔
定
レ

名
︑
及
令
下
二

所
司
一

差

遣
上

者
是

と
あ
る
︒
ま
た
そ
の
罰
則
を
定
め
た
職
制
律

指
斥
乗
輿
条
に
は
﹁
無
二

人
臣
之
礼
一

者
絞
﹂
と
見
え
︑
そ
の
疏
文
に
︑

32

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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謂
︑
不
レ

渉
二

詔
勅
一

使
︑
人
有
レ

所
二

宣
告
一︑
対
レ

使
拒
捍
︑
不
レ

依
二

人
臣
之
礼
一

︑
既
不
二

承
詔
命
一︑
又
出
二

拒
捍
之
言
一

者

と
あ
っ
て
︑
死
罪
に
該
当
す
る
理
由
を
﹁
不
レ

承
二

詔
命
一

﹂
を
主
と
し
て
規
定
し
︑
道
祖
王
が
と
っ
た
態
度
﹁
不
レ

順
勅
二

教
一︑
遂
縦
二

淫

志
一

﹂
と
照
応
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
処
分
は
︑
そ
の
時
期
の
前
後
を
測
る
の
が
難
し
い
が
︑
お
そ
ら
く
は
無
礼
の
臣
と
レ
ッ
テ
ル
を
張

ら
れ
た
道
祖
王
の
廃
太
子
︑
即
ち
本
色
の
王
に
戻
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
下
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ち
な
み
に
︑
天
武
紀
四
年
四
月
条
及
び
同
紀
六
年
四
月
条
に
﹁
対
二

捍
詔
使
一

﹂﹁
指
斥
乗
輿
﹂
に
坐
し
て
処
罰
さ
れ
た
事
例
が
見
ら
れ

る
︒
い
ま
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
付
記
す
る
に
止
め
る
︒

６

名
例
律
６
八
虐
条
︵
７
︶
不
孝

本
条
の
不
孝
の
語
に
つ
い
て
︑
私
は
︑
か
つ
て
戸
令
集
解
応
分
条
所
引
の
古
記
一
云
か
ら
こ
れ
を
拾
っ
た
︵

︶
︒
以
下
に
そ
の
補
強
史
料
を

56

あ
げ
て
お
く
︒

︵
イ
︶
続
紀
︑
天
平
宝
字
元
年
四
月
辛
巳
条
の
勅
の
中
に
︑

古
者
︑
治
レ

民
安
レ

国
︑
必
以
レ

孝
理
︑
百
行
之
本
︑
莫
レ

先
二

於
茲
一

⁝
百
姓
間
︑
有
二

孝
行
通
レ

人
︑
郷
閭
欽
仰
者
一︑
宜
レ

令
二

所
由

長
官
具
以
名
薦
一︑
其
有
二

不
孝
不
恭
不
友
不
順
者
一︑
宜
下

配
二

陸
奥
国
桃
生
出
羽
国
小
勝
一︑
以
清
二

風
俗
一︑
亦
捍
中

辺
防
上

と
あ
る
︒
不
孝
︑
不
恭
︑
不
友
︑
不
順
の
行
為
を
な
す
者
は
︑
陸
奥
国
桃
生
と
出
羽
国
小
勝
に
流
罪
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
明
確
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
そ
の
処
罰
に
対
応
す
る
犯
罪
行
為
と
な
る
要
件
は
︑
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
そ
れ
は
お
そ
ら
く
︑
名
例
律
八
虐
条
に
相
応
文
が
あ
る
﹁
不
孝
﹂
の
条
項
で
あ
ろ
う
︒
続
紀
の
文
は
不
孝
を
筆
頭
に
不
恭
︑
不
友
︑

不
順
と
並
列
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
不
孝
を
一
般
的
な
用
語
と
見
な
し
た
場
合
︑
そ
れ
だ
け
で
は
遠
流
と
い
う
重
い
量
刑
に
該
当
し
な

い
で
あ
ろ
う
︒
冒
頭
の
﹁
不
孝
﹂
が
律
の
中
で
も
重
大
犯
罪
の
一
で
あ
る
と
解
し
て
は
じ
め
て
そ
の
厳
し
い
科
刑
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
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ま
た
続
け
て
同
じ
続
紀
の
記
事
に
︑﹁
其
不
孝
之
子
︑
慈
父
難
レ

矜
︑
無
礼
之
臣
︑
聖
主
猶
弃
﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
に
記
さ
れ
た
﹁
不
孝
﹂

も
︑
以
下
に
続
く
﹁
慈
父
も
あ
わ
れ
み
難
し
﹂
と
い
う
文
言
か
ら
類
推
し
て
︑
背
後
に
一
定
の
厳
罰
が
科
さ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
該
当
す
る
の
は
八
虐
中
の
不
孝
で
あ
っ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
︒

ち
な
み
に
︑
前
掲
し
た
霊
異
記
の
中
巻
第
三
の
﹁
悪
逆
子
愛
レ

妻
将
レ

殺
レ

母
謀
現
報
被
二

悪
死
一

縁
﹂
の
︑
母
を
殺
そ
う
と
し
た
吉
志

火
麻
呂
の
逸
話
の
な
か
に

子
抜
二

横
刀
一︑
将
殺
二

母
項
一

⁝
逆
子
歩
レ

前
︑
将
レ

殺
レ

母
頸
之
頃
︑
裂
レ

地
而
陥
⁝
母
慈
深
︑
深
故
︑
於
二

悪
逆
子
一

垂
二

哀
愍
心
一︑

為
レ

其
修
レ

善
︑
誠
知
︑
不
孝
罪
報
甚
近
︑
悪
逆
之
罪
︑
非
レ

無
二

彼
報
一

矣

と
あ
り
︑
文
中
に
﹁
不
孝
罪
﹂
な
る
語
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
も
大
宝
律
施
行
時
代
の
不
孝
を
述
べ
た
記
録
と
い
え
よ
う
︵

︶
︒
57

︵
ロ
︶
本
注
の
未
復
元
字
句
は
︑
後
段
の
﹁
詐
称
二

祖
父
母
父
母
死
一︑
奸
二

父
祖
妾
一

﹂
で
あ
る
︒

養
老
詐
僞
律

父
母
死
条
︵
逸
文
︶
に
は
︑

22

凡
父
母
死
︑
応
二

解
官
一︑
詐
言
二

余
喪
一

不
レ

解
者
︑
徒
二
年
︑
若
詐
称
二

祖
父
母
父
母
及
夫
死
一︑
以
レ

求
暇
︑
及
有
レ

所
レ

避
者
︑
徒

一
年
半
︵
後
略
︶

と
い
う
規
定
が
見
え
る
︒

い
っ
ぽ
う
︑
大
宝
律
の
同
条
に
も
仮
寧
令
集
解
︑
職
事
官
条
に
引
く
古
記
︑
及
び
政
事
要
略
巻
八
二
所
引
の
古
答
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
は
︑
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
条
文
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
た
だ
し
大
宝
律
で
は
﹁
祖
父
母
父
母
死
﹂
が
﹁
祖
父
母
父
母

夫
死
﹂
に
︑﹁
徒
一
年
﹂
は
﹁
徒
二
年
﹂
に
︑﹁
徒
一
年
半
﹂
は
﹁
徒
二
年
半
﹂
に
︑
な
っ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
︵

︶
︒
養
老
詐
偽
律
当
該
条

58

文
の
処
罰
規
定
が
な
る
前
提
と
し
て
︑
名
例
律
で
は
八
虐
条
不
孝
に
お
い
て
犯
罪
行
為
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
︑
同
条
文
に
は
﹁
詐
称
一

祖
父
母
父
母
死
一

﹂
と
い
う
注
文
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
と
同
様
の
考
え
方
で
大
宝
律
の
八
虐
条
不
孝
に
お
い
て
も
﹁
詐
称
二

祖
父
母
父
母

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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死
一

﹂
の
注
文
が
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒

︵
ハ
︶
養
老
雑
律

姦
父
祖
妻
条
は
︑
金
玉
掌
中
抄
︑
八
虐
罪
事
︑
及
び
法
曹
至
要
抄
︑
上
八
虐
事
等
所
引
の
﹁
姦
二

父
祖
妾
一︑
雑
律
云
︑

23

姦
二

父
祖
妻
一

者
徒
三
年
︑
妾
減
二

一
等
一

﹂
と
い
う
逸
文
か
ら
復
元
が
な
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
大
宝
律
当
該
条
文
は
︑
政
事
要
略
巻
八
二
所
引

59

の
古
答
に
﹁
姦
二

父
祖
妾
一

﹂
と
い
う
一
句
が
見
ら
れ
る
点
か
ら
そ
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
60

そ
う
と
す
れ
ば
︑
こ
う
し
た
雑
律
の
処
罰
規
定
が
設
け
ら
れ
る
前
提
と
し
て
︑
そ
の
犯
罪
行
為
の
規
定
は
︑
養
老
名
例
律
不
孝
の
末
段

の
注
﹁
姦
父
祖
妾
﹂
に
相
当
す
る
大
宝
律
条
文
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

６

大
宝
名
例
律

六
議
条

7

六
議
は
︑
犯
罪
を
犯
し
て
律
の
適
用
を
受
け
る
際
に
︑
議
と
い
う
特
典
・
優
遇
を
享
受
す
る
資
格
要
件
を
六
項
目
に
分
類
し
命
名
し
た

も
の
で
あ
る
︒
唐
律
で
は
八
議
︵

︶
で
あ
っ
た
の
を
養
老
律
は
六
議
と
し
︑
大
宝
律
も
そ
の
逸
文
︵
政
事
要
略
︑
巻
八
二
所
引
古
答
﹁
六
議
︑
古
答

61

云
︑
⁝
故
曰
六
議
﹂
︶
か
ら
六
議
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︵

︶
︒
62

大
宝
律
の
本
条
文
は
︑﹁
六
議
﹂
の
一
句
と
︑
一
曰
の
﹁
議
親
﹂
及
び
そ
の
注
文
だ
け
が
復
元
さ
れ
て
お
り
︑
以
下
の
二
～
六
の
﹁
議
故
﹂

﹁
議
賢
﹂﹁
議
能
﹂﹁
議
功
﹂﹁
議
貴
﹂
は
拾
わ
れ
て
い
な
い
︒

そ
こ
で
︑﹁
六
議
﹂
の
逸
文
を
含
む
政
事
要
略
巻
八
二
所
引
の
古
答
を
今
一
度
見
て
み
よ
う
︒

六
議
︑
古
答
云
︑
謂
︑
応
レ

議
之
人
︑
則
在
二

六
色
一︑
或
分
二

液
︵
原
作
夜
︶
天
潢
︵
原
作
黄
︶一︑
或
宿
二

侍
旒
房
一︑
或
多
才
多
藝
︑
或

立
レ

事
立
レ

功
︑
簡
在
二

帝
心
一︑
勲
書
二

王
府
一︑
若
犯
二

死
罪
一︑
議
定
奏
裁
︑
皆
須
レ

取
二

決
宸
衷
一︑
官
司
不
二

敢
與
奪
一︑
此
所
レ

謂
重
二

親
賢
一

敦
二

故
舊
一︑
尊
二

賓
貴
一︑
尚
二

功
能
一

也
︑
以
レ

此
六
議
之
人
犯
二

死
罪
一︑
皆
先
奏
請
二

其
所
犯
一︑
故
曰
二

六
議
一

古
答
の
文
は
︑
唐
律
﹁
八
議
﹂
の
律
疏
の
中
段
以
降
の
文
の
う
ち
﹁
八
議
﹂
の
語
句
を
﹁
六
議
﹂
に
変
え
︑
曹
司
を
官
司
に
変
更
し
全
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体
を
日
本
風
に
変
え
て
い
る
︒
単
な
る
唐
律
疏
の
引
き
写
し
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
日
本
律
﹁
六
議
﹂
に
関
す
る
古
答
の
解
釈
で
あ
る
こ

と
に
留
意
し
た
い
︒
さ
て
︑
古
答
は
大
宝
律
の
注
釈
書
で
あ
る
か
ら
︑
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
あ
く
ま
で
大
宝
律
に
つ
い
て
の
注
解
で
あ

る
︒
そ
の
点
を
確
認
し
て
︑
こ
の
注
解
に
は
六
議
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
を
見
て
い
こ
う
︒

︵
イ
︶﹁
議
親
﹂
は
天
皇
の
血
を
引
く
皇
族
の
こ
と
で
あ
る
︒﹁
天
潢
﹂
と
い
う
語
が
引
か
れ
て
い
る
が
こ
れ
は
皇
族
を
意
味
し
て
い
る
︵

︶
︒
63

﹁
議
親
﹂
の
語
句
は
日
本
三
代
実
録
︑
貞
観
十
三
年
十
月
五
日
の
記
事
に
﹁
古
律
同
条
云
︑
議
親
︵
後
略
︶﹂
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
既

に
復
元
が
な
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
だ
が
︑
上
記
古
答
の
注
解
に
よ
っ
て
も
六
議
の
第
一
項
に
﹁
議
親
﹂
の
語
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

64

そ
う
し
た
推
考
を
以
下
に
も
及
ぼ
し
て
み
よ
う
︒

︵
ロ
︶﹁
議
故
﹂
は
玉
座
に
は
べ
る
を
い
う
︒
吹
き
流
し
の
は
た
と
屏
風
︑
玉
座
を
意
味
す
る
の
が
﹁
旒
房
﹂
で
あ
る
︵

︶
︒
即
ち
﹁
議
故
﹂

65

は
天
皇
の
厚
遇
を
受
け
る
多
年
の
側
近
を
い
う
︒
つ
ま
り
古
答
は
︑
六
議
の
議
親
に
つ
ぐ
二
番
目
の
議
故
の
項
目
の
存
在
を
こ
の
よ
う
な

注
記
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
古
答
は
﹁
旒
房
﹂
の
前
に
﹁
宿
侍
﹂
と
い
う
語
を
お
い
て
い
る
︒
こ
れ
は
こ
の
項
目
の

疏
文
に
見
え
る
﹁
宿
得
二

侍
見
一

﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
疏
文
の
存
在
も
窺
わ
れ
る
︒
な
お
︑
敢
え
て
い
え
ば
︑
古
答
の
後
半
に
﹁
敦
二

故
舊
一

﹂
と
あ
る
の
は
︑﹁
議
故
﹂
の
注
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑﹁
議
故
﹂
の
注
文
﹁
故
舊
﹂
の
存
在
が
指
摘
で
き
る
︒

︵
ハ
︶﹁
多
才
多
藝
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
い
う
ま
で
も
な
く
第
四
項
の
﹁
議
能
︑
謂
有
二

大
才
藝
一

﹂
の
注
文
の
意
を
取
っ
た
も
の
で

あ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
こ
か
ら
﹁
議
能
﹂
の
項
目
の
存
在
が
推
測
可
能
で
あ
る
︒
こ
れ
は
統
率
能
力
の
優
れ
た
政
治
家
︑
軍
事
司
令
官
の
こ

と
を
い
う
︒

︵
ニ
︶﹁
立
レ

事
立
レ

功
﹂
は
第
五
項
の
﹁
議
功
︑
謂
有
二

大
功
勲
一

﹂
の
意
を
く
み
取
っ
て
書
か
れ
た
と
見
て
よ
い
︒﹁
議
功
﹂
と
は
︑
そ

の
疏
文
に
﹁
謂
︑
能
斬
レ

将
搴
レ

旗
︑
推
二

鋒
万
里
一︑
或
率
レ

衆
帰
化
︑
寧
二

濟
一
時
一︑
匡
二

救
艱
難
一︑
若
遠
使
二

絶
域
一︑
経
二

渉
険
難
一

者
﹂

と
あ
る
よ
う
に
︑
抜
き
ん
出
て
武
功
を
あ
げ
た
人
物
︑
ま
た
絶
域
た
る
海
外
に
使
し
難
事
を
乗
り
越
え
た
人
物
を
い
う
︒
実
際
に
︑
慶
雲

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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元
年
十
月
辛
酉
に
帰
朝
し
た
粟
田
朝
臣
真
人
等
は
そ
れ
に
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
︒

︵
ホ
︶
第
三
項
の
﹁
議
賢
﹂
と
第
六
項
の
﹁
議
貴
﹂
を
上
記
の
古
答
か
ら
し
い
て
求
め
れ
ば
︑﹁
重
親
賢
﹂﹁
尊
賓
貴
﹂
等
が
指
摘
し
得
る

で
あ
ろ
う
︒﹁
議
賢
﹂
は
賢
人
と
も
い
う
べ
き
人
物
︒﹁
議
貴
﹂
は
三
位
以
上
の
人
物
︒

こ
れ
ら
の
う
ち
﹁
議
親
﹂﹁
議
貴
﹂
は
客
観
的
具
体
的
で
あ
り
︑
実
際
に
重
要
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
議
貴
に
つ
い
て
は
闘
訟
律

議
貴

15

条
と
い
う
規
定
が
あ
っ
て
︑
唐
律
で
は
﹁
議
貴
﹂
を
殴
れ
ば
徒
二
年
︑
折
傷
す
る
と
流
二
千
里
の
処
罰
を
受
け
る
︒
養
老
律
の
逸
文
は
﹃
山

槐
記
﹄
治
承
二
年
閏
六
月
五
日
条
に
載
せ
る
も
の
か
ら
発
見
さ
れ
拙
著
に
載
せ
た
︵

︶
︒
66

｢議
故
﹂
の
例
は
判
断
が
難
し
い
が
︑
続
紀
︑
天
平
宝
字
元
年
六
月
甲
辰
条
に
﹁
去
天
平
勝
宝
七
歳
冬
十
一
月
︑
時
左
大
臣
橘
朝
臣
諸

兄
祇
承
人
佐
味
宮
守
告
云
︑
大
臣
飲
酒
政
之
庭
︑
言
辞
無
レ

礼
︑
稍
有
二

反
状
一

云
々
︑
太
上
天
皇
穏
容
不
レ

咎
︑
大
臣
知
レ

之
︑
後
歳
致
仕
﹂

と
い
う
記
事
に
︑
祇
承
人
の
密
告
で
明
ら
か
に
な
っ
た
左
大
臣
の
謀
反
の
心
情
を
天
皇
が
許
す
と
い
う
場
面
が
あ
る
︒
こ
の
場
合
政
権
を

担
当
し
た
左
大
臣
︵
元
皇
族
︶
を
﹁
議
故
﹂
と
す
る
な
ら
ば
︑
重
罪
に
処
せ
ら
る
べ
き
彼
を
天
皇
が
そ
う
と
認
め
て
こ
れ
を
許
し
た
︑
と

見
ら
れ
る
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
古
答
の
文
は
︑
唐
の
律
疏
を
勘
案
し
な
が
ら
六
議
の
各
項
目
の
内
容
の
概
要
を
要
領
よ
く
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
︒

ま

と

め

以
上
︑
本
論
で
は
大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
案
を
示
し
た
︒

ま
た
冒
頭
で
は
︑
唐
律
に
お
け
る
十
悪
を
継
受
す
る
際
に
︑
大
宝
律
で
は
八
虐
に
変
更
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
試
論
を
述
べ
た
︒
変
更
さ
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れ
た
理
由
は
︑
こ
れ
ま
で
利
光
氏
が
説
か
れ
た
よ
う
に
︑﹁
悪
﹂
は
猛
々
し
い
と
い
っ
た
よ
う
な
不
善
の
意
味
を
表
す
か
ら
変
え
る
必
要

が
あ
っ
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
が
︑
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
︒
日
本
国
内
の
実
情
に
合
わ
せ
る
た
め
に
︑
十
の
項
目
を
八

に
減
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
が
︑
そ
の
際
に
悪
と
い
う
文
字
を
︑
そ
れ
と
同
じ
意
味
を
も
つ
虐
に
変
え
た
の
で
あ
る
︒
強
い
て
︑
悪
字

を
変
更
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
唐
か
ら
律
を
直
輸
入
し
た
と
い
う
印
象
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
た
︒
大
宝
以
前
に
は
︑

書
紀
︑
続
紀
に
十
悪
と
い
う
字
が
出
て
く
る
の
は
︑
飛
鳥
浄
御
原
時
代
の
律
に
こ
の
文
字
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
そ
の
時

代
の
律
は
︑
唐
律
の
代
用
で
あ
る
と
の
学
説
が
専
ら
で
あ
る
︵

︶
︒
だ
が
︑
私
は
そ
れ
を
疑
問
に
思
っ
て
い
る
︒
た
と
え
本
文
の
大
部
分
が
唐

67

律
の
直
輸
入
の
形
で
記
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
︑
日
本
の
風
土
と
慣
習
に
合
わ
せ
る
た
め
に
多
少
と
も
改
変
が
あ
っ
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
は

わ
が
国
の
法
典
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
天
武
朝
に
律
令
の
編
纂
が
宣
せ
ら
れ
て
以
来
︑
浄
御
原
令
が
班
賜
さ
れ
る
持
統
朝
ま
で
の

間
長
い
歳
月
が
経
過
し
て
い
る
︒
軍
事
権
︑
刑
罰
権
の
収
公
を
急
ぐ
政
権
が
律
令
の
施
行
を
遅
ら
せ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
律
に
つ

い
て
公
布
・
施
行
の
記
事
が
見
ら
れ
な
い
の
は
︑
そ
れ
が
公
布
と
い
う
形
式
を
取
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
令
の
制
度
を
官
人
百
姓

に
行
き
渡
ら
せ
る
こ
と
は
必
須
で
あ
る
が
︑
刑
罰
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
不
可
欠
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
︒
そ
の
た
め
︑
写
本
︵
あ

る
い
は
木
簡
︶
の
た
め
の
相
当
の
手
間
も
省
け
た
筈
で
あ
る
︒
浄
御
原
時
代
の
律
令
の
痕
跡
に
つ
い
て
は
後
考
に
委
ね
た
い
︒

第
二
章
で
︑
復
元
の
た
め
に
用
い
た
方
法
は
︑
一
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
は
詳
論
し
な
か
っ
た
が
︑
そ
の
方
法
に
は
五
種
類
が
提
示
で
き

る
︒
第
一
は
﹁
古
記
﹂﹁
古
答
﹂
な
ど
大
宝
律
令
の
注
釈
書
に
載
せ
ら
れ
た
解
釈
の
元
に
な
っ
た
条
文
を
推
知
す
る
従
来
か
ら
の
方
法
︒

第
二
は
続
紀
に
書
か
れ
た
裁
判
例
や
恩
赦
記
事
か
ら
条
文
を
類
推
す
る
方
法
︒
こ
れ
も
従
前
か
ら
使
わ
れ
た
や
り
方
で
あ
る
︒
第
三
は
名

例
律
に
掲
げ
ら
れ
た
犯
罪
行
為
と
律
の
諸
条
文
と
の
対
応
関
係
か
ら
律
条
を
推
測
す
る
方
法
︒
第
四
は
律
条
相
互
の
整
合
性
を
勘
案
し
て

条
文
を
推
測
す
る
方
法
︒
第
五
は
律
条
と
密
接
な
相
互
関
係
に
あ
る
令
条
か
ら
律
の
復
元
材
料
を
求
め
る
方
法
︑
等
々
で
あ
る
︒
さ
ま
ざ

ま
な
方
法
に
よ
る
律
条
の
復
元
作
業
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
推
定
す
る
に
足
る
復
元
の
力
の
度
合
い
が
異
な
る
︒
第
三
～
第
五
の
方
法
に
よ
る

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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復
元
文
は
︑
逸
文
に
よ
る
復
元
と
は
性
格
を
異
に
す
る
た
め
︑
こ
れ
ま
で
殆
ど
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
こ
れ
ら
の
ど
の

方
法
か
ら
で
も
︑
類
推
し
て
条
文
を
復
元
し
た
も
の
に
は
︑
相
応
の
価
値
が
あ
る
と
見
做
し
た
い
︒
本
稿
で
は
︑
亡
失
度
の
高
い
大
宝
律

の
︑
そ
れ
も
冒
頭
の
主
要
な
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
試
案
を
示
し
た
が
︑
こ
こ
で
用
い
た
復
元
試
案
が
︑
今
後
︑
批
判
を
受
け
て
︑

い
っ
そ
う
洗
練
さ
れ
た
か
た
ち
で
律
条
復
旧
作
業
に
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
れ
ば
︑
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
︒

注
︵
１
︶
青
木
和
夫
ほ
か
﹁
大
宝
雑
律
私
鋳
銭
条
に
つ
い
て
﹂﹃
続
日
本
紀
一
﹄︵
平
成
二
年
・
岩
波
書
店
・
三
九
八
頁
︶
が
大
宝
雑
律
私
鋳
銭
条
の
復
元
を

試
み
た
こ
と
︒
ま
た
林
紀
昭
﹁
奴
を
養
子
に
迎
え
た
一
女
性
﹂︵
直
木
孝
次
郎
古
稀
記
念
論
集
﹃
古
代
史
論
集
中
﹄・
昭
和
六
十
三
年
・
一
三
八
頁
︶

が
天
平
四
年
山
背
国
愛
宕
郡
計
帳
戸
主
秦
人
広
幡
石
足
の
項
の
検
討
か
ら
大
宝
戸
婚
律
８
養
子
捨
去
条
の
復
元
を
︑
さ
ら
に
最
近
で
は
宮
部
香
織
・

石
岡
浩
﹁
日
本
律
二
箇
条
の
復
原
に
つ
い
て
﹂︵
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
﹃
律
令
法
と
そ
の
周
辺
﹄
所
収
・
平
成
十
六
年
・
八
十
頁
以
下
︶

が
養
老
戸
婚
律

父
母
囚
禁
嫁
嫁
条
と
大
宝
厩
庫
律

条
の
復
元
を
指
摘
し
た
︒
な
お
︑
皆
川
完
一
﹃
正
倉
院
文
書
と
古
代
中
世
史
料
の
研
究
﹄

31

21

︵
平
成
二
十
四
年
︶
に
﹁
名
例
律
称
二
等
親
祖
父
母
条
の
復
元
﹂
が
収
め
ら
れ
た
︒

︵
２
︶
拙
稿
﹁
大
宝
律
の
逸
文
八
条
に
つ
い
て
﹂︵﹃
史
料
﹄
皇
学
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
第
一
七
五
号
平
成
十
三
年
︶︑
同
﹁
前
近
代
日
本
の
法
政
資
料
に

つ
い
て
﹂︵﹃
松
阪
大
学
地
域
社
会
研
究
所
報
﹄
第
十
四
号
・
平
成
十
四
年
︶︑
同
﹁
大
宝
捕
亡
律
二
箇
条
の
復
元
﹂︵﹃
史
料
﹄
皇
学
館
大
学
史
料
編

纂
所
報
第
一
八
六
号
・
平
成
十
五
年
︶︑
同
﹁
大
宝
律
三
箇
条
の
復
元
に
つ
い
て
﹂﹃
日
本
歴
史
﹄
第
六
八
一
号
・
平
成
十
七
年
︶

︵
３
︶
拙
稿
﹁
名
例
律
及
び
断
獄
律
の
条
文
復
元
に
つ
い
て
︱
奈
良
時
代
法
律
復
元
の
一
方
法
︱
﹂︵﹃
史
料
﹄
皇
学
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
第
二
二
七
号
・

平
成
二
十
二
年
︶︑
同
﹁
大
宝
・
養
老
律
復
元
の
一
方
法
︱
名
例
律
・
雑
律
を
中
心
に
︱
﹂︵﹃
法
史
学
研
究
会
報
﹄
明
治
大
学
法
学
部
・
第
十
五
号
・

平
成
二
十
三
年
︶︒
同
﹁
飛
鳥
・
奈
良
時
代
法
律
の
新
た
な
復
元
試
案
︱
大
宝
律

条
︑
養
老
律
８
条
︑
養
老
医
疾
令
２
条
︱
﹂﹃
三
重
法
経
﹄
第

30
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一
四
二
号
・
平
成
二
十
六
年
︶︒

︵
４
︶
吉
田
孝
氏
は
そ
の
著
﹁
名
例
律
継
受
の
諸
段
階
﹂︵
弥
永
貞
三
先
生
還
暦
記
念
会
編
﹃
日
本
古
代
の
社
会
と
経
済
﹄
上
巻
︵
昭
和
五
十
三
年
︶
で
︑

五
罪
・
八
虐
・
六
議
の
諸
条
は
名
例
律
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
注
目
す
べ
き
学
説
を
公
表
さ
れ
た
︒
そ
の
論
点
は
後

に
述
べ
る
飛
鳥
浄
御
原
律
の
存
在
形
態
に
と
り
重
要
で
あ
る
が
︑
唐
律
と
の
対
応
上
︑
こ
こ
で
は
大
宝
名
例
律
八
虐
六
議
条
と
呼
ん
で
お
く
︒

︵
５
︶
利
光
﹁
名
例
律
八
虐
六
議
条
に
つ
い
て
﹂
前
掲
﹃
律
令
制
の
研
究
﹄
所
収
︒

︵
６
︶
曽
我
部
静
雄
﹁
十
悪
と
八
虐
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
三
四
二
号
・
昭
和
五
十
一
年
・
一
頁
以
下
︶︒

︵
７
︶
利
光
・
前
掲
﹁
名
例
律
八
虐
六
議
条
に
つ
い
て
﹂︒

︵
８
︶﹁
日
本
書
紀
﹂
第
①
巻
～
第
③
巻
︵
三
冊
本
︶
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
・
訳
︑
平
成
五
～
九
年
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

︒
2

︵
９
︶﹁
続
日
本
紀
﹂
第
一
巻
～
第
五
巻
︵
五
冊
本
︶
青
木
和
夫
ほ
か
校
注
︑
平
成
元
年
～
九
年
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系

︒
13

︵

︶﹁
古
事
記
﹂
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
︑
平
成
九
年
・
新
編
新
日
本
古
典
文
学
全
集
１
︒

10
︵

︶﹁
風
土
記
﹂
植
垣
節
也
校
注
・
訳
︑
平
成
九
年
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５
︒

11
︵

︶﹁
日
本
霊
異
記
﹂
出
雲
路
修
校
注
︑
平
成
七
年
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系

︒
必
要
に
応
じ
て
中
田
祝
夫
校
注
・
訳
︵
平
成
七
年
・
新
編
日
本
古
典

12

30

文
学
全
集

︶
を
参
照
し
た
︒

10

︵

︶﹃
万
象
名
義
﹄
に
﹁
悪
︑
憎
也
﹂
と
あ
る
︒

13
︵

︶
井
上
光
貞
氏
は
そ
の
著
﹁
日
本
に
お
け
る
仏
教
統
制
機
関
の
確
立
過
程
﹂︵﹃
日
本
古
代
国
家
の
研
究
﹄
昭
和
四
十
年
︶
に
お
い
て
︑
悪
逆
な
る
律

14

用
語
が
当
時
存
在
し
た
点
に
疑
問
を
呈
し
︑
こ
の
記
事
は
書
紀
編
纂
当
時
の
修
飾
の
あ
と
が
あ
る
︑
と
い
わ
れ
る
︒
だ
が
推
古
天
皇
の
時
代
に
律

令
が
唐
か
ら
伝
来
し
た
可
能
性
は
全
く
な
い
と
言
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︒
推
古
二
十
六
年
隋
の
煬
帝
は
殺
さ
れ
て
︑
李
淵
︵
高
祖
︶
が
帝
位
に

即
い
て
唐
王
朝
を
開
い
た
の
だ
が
︑
そ
の
後
聖
徳
太
子
が
薨
じ
た
翌
々
年
の
推
古
三
十
一
年
七
月
︑
唐
に
留
学
し
て
い
た
学
問
僧
恵
斉
︑
恵
光
︑

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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及
び
医
学
生
恵
日
︑
福
因
ら
の
奏
上
に
︑
有
名
な
﹁
大
唐
国
者
法
式
備
定
珍
国
也
︑
常
須
レ

達
﹂
と
あ
る
︒
従
っ
て
彼
ら
が
︑
唐
初
の
律
令
を
将

来
し
て
い
た
可
能
性
は
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い
と
思
う
︒
そ
の
よ
う
に
奏
上
し
た
か
ら
に
は
あ
る
種
の
﹁
法
式
﹂
を
一
部
で
も
よ
い
か
ら
証
拠

の
品
と
し
て
持
ち
帰
ら
ね
ば
話
の
中
身
に
説
得
性
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
︒
推
古
天
皇
三
十
二
年
四
月
戊
申
条
に
出
て
く
る
悪
逆
な
る
律

語
は
︑
そ
の
と
き
の
知
識
が
基
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
は
捨
て
切
れ
ま
い
︒
そ
の
当
時
︑
使
節
が
一
部
で
も
将
来
で
き
た
唐
初
の
律
令
法
典
は
︑

六
二
四
︵
推
古
三
十
二
︶
年
制
定
の
武
徳
律
令
で
あ
る
︒
し
か
し
恵
斉
ら
が
帰
国
し
た
の
は
推
古
三
十
一
年
で
あ
っ
た
か
ら
︑
当
然
︑
武
徳
律
令

は
ま
だ
制
定
以
前
で
あ
っ
て
︑
恵
斉
ら
が
こ
の
律
令
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
︒
だ
が
在
唐
中
に
︑
何
ら
か
の
つ
て
で
編
纂

途
次
の
法
典
の
一
部
分
で
も
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
だ
け
で
も
写
し
取
っ
て
︑
持
ち
帰
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
う
で
な

け
れ
ば
大
唐
国
は
ど
の
よ
う
な
法
式
備
定
珍
国
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
奏
上
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
︑
彼

ら
が
将
来
し
得
た
律
は
隋
王
朝
の
大
業
律
で
あ
っ
た
と
い
う
説
で
あ
る
︒
藤
原
佐
世
の
﹃
日
本
国
現
在
書
目
録
﹄
の
刑
法
家
の
箇
所
に
︑
唐
以
前

の
法
典
と
し
て
﹁
大
律
六
巻
﹂﹁
新
律
十
巻
﹂﹁
隋
大
業
令
三
十
巻
﹂
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
︒
清
和
~
宇
多
天
皇
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
佐
世
の
時

代
に
大
業
令
︵
六
〇
七
年
︶
が
日
本
に
残
存
し
て
い
た
と
い
う
︒
ま
た
﹁
大
律
六
巻
﹂
に
つ
い
て
︑
狩
谷
掖
斎
は
そ
の
著
﹃
日
本
国
現
在
書
目
注
稿
﹄

で
﹁
大
下
恐
脱
業
字
﹂
と
疑
っ
て
い
る
︒
と
す
れ
ば
﹁
大
律
﹂
は
大
業
律
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
大
業
令
は
律
と
と
も
に
わ
が
国
将
来
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
幾
分
あ
や
し
い
に
し
て
も
︑
推
古
朝
の
代
に
中
国
の
律
令
が
も
た
ら
さ
れ
た
蓋
然
性
は
あ
る
と
見
た
い
︒
な
お
最
近
︑

中
村
裕
一
氏
は
そ
の
著
﹃
唐
令
の
基
礎
的
研
究
﹄︵
平
成
二
十
四
年
︶
に
お
い
て
︑
唐
令
が
大
業
令
を
継
受
し
て
い
た
可
能
性
に
言
及
さ
れ
て
い
る
︒

短
い
隋
の
煬
帝
の
世
︑
恵
斉
ら
は
そ
の
時
代
の
律
令
に
接
し
得
た
と
い
う
考
え
は
︑
な
お
ざ
り
に
は
で
き
ま
い
︒

︵

︶﹁
悪
名
﹂
と
い
え
ば
近
年
︑﹁
勇
猛
な
名
前
を
馳
せ
る
正
義
漢
﹂
を
題
材
に
し
た
今
東
光
の
小
説
が
映
画
化
さ
れ
た
︒
そ
の
場
合
の
視
点
は
︑
あ
く

15

ま
で
庶
民
の
味
方
と
し
て
描
か
れ
た
人
物
で
あ
る
︒
時
代
が
あ
ま
り
に
も
掛
け
離
れ
て
は
い
る
が
︑
こ
の
視
点
を
古
代
に
遡
上
で
き
た
と
し
て
︑

庶
民
側
か
ら
み
て
悪
と
い
う
語
が
使
わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
︑
そ
の
場
合
は
確
か
に
﹁
猛
々
し
い
﹂
わ
れ
わ
れ
の
味
方
と
し
て
映
っ
た
か
も
し
れ
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な
い
が
︑
そ
れ
を
今
︑
古
代
史
料
に
求
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
︒
悪
名
の
﹁
勇
猛
な
﹂
と
い
う
意
味
付
け
が
い
つ
頃
か
ら
な
さ
れ

た
も
の
な
の
か
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

︵

︶
な
お
︑
旧
唐
書
東
夷
伝
日
本
国
条
に
は
﹁
以
下

其
国
在
上

日
辺
一︑
故
以
二

日
本
一

為
レ

名
︑
或
曰
倭
国
自
悪
其
名
不
レ

雅
︑
改
為
二

日
本
一

﹂
と
あ
っ
て
︑

16

お
そ
ら
く
は
当
時
の
遣
唐
使
か
ら
の
伝
聞
で
あ
ろ
う
︑
唐
で
の
悪
字
の
用
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
や
は
り
悪
と
い
う
語
に
は
﹁
猛
き
﹂
と
か
﹁
気

力
あ
る
﹂
と
い
っ
た
人
に
誇
る
に
足
る
内
容
の
意
味
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
︒
ち
な
み
に
わ
が
遣
唐
使
が
﹁
日
本
国
﹂

と
い
う
国
名
を
唐
に
も
た
ら
し
た
最
初
は
︑
粟
田
朝
臣
真
人
の
と
き
で
あ
る
︵
続
紀
︑
慶
雲
元
年
七
月
甲
申
朔
条
︶︒

︵

︶
後
者
の
史
料
は
ま
た
︑
善
と
悪
と
の
対
照
を
よ
く
示
し
て
い
る
が
︑
善
悪
を
対
比
的
に
使
用
し
た
例
は
多
い
︒
た
と
え
ば
︑﹁
上
二

官
人
善
悪
之
状
一

﹂

17

︵
神
亀
四
年
三
月
乙
亥
条
︶︑﹁
取
時
巡
二

察
国
郡
司
等
治
績
一︑
如
得
二

善
悪
一︑
即
時
奏
聞
﹂︵
天
平
三
年
十
一
月
癸
酉
条
︶︑﹁
宜
下

依
二

頒
条
一︑
毎
二

四

考
終
一︑
必
加
二

訪
察
一

奏
聞
上︑
即
随
二

善
悪
一

黜
二

陟
其
人
一

﹂︵
天
平
十
六
年
九
月
丙
戌
条
︶︑﹁
廃
レ

此
立
二

大
炊
王
一︑
⁝
政
之
善
悪
︑
願
示
二

徴
験
一

﹂︵
天

平
宝
字
元
年
四
月
辛
巳
条
︶︑﹁
勅
曰
︑
褒
レ

善
懲
レ

悪
︑
聖
王
格
言
﹂︵
天
平
宝
字
二
年
八
月
甲
子
条
︶︑﹁
断
二

諸
邪
悪
一

脩
二

諸
善
行
一

⁝
若
有
下

修
二

習
仁
義
礼
知
信
善
一︑
戒
二

慎
貪
嗔
癡
淫
盗
之
悪
一

⁝
庶
令
二

懲
レ

悪
勧
レ

善
﹂︵
天
平
宝
字
三
年
六
月
丙
辰
条
︶︑﹁
若
無
二

褒
貶
一

何
顕
二

善
悪
一

﹂︵
天
平

宝
字
四
年
七
月
庚
戌
条
︶︑﹁
冀
令
下

悉
停
二

前
悪
一︑
皆
従
中

後
善
上

﹂︵
天
平
宝
字
四
年
十
一
月
壬
辰
条
︶︑﹁
黎
庶
洗
二

滌
旧
悪
一︑
遷
二

善
新
美
一

﹂︵
天

平
宝
字
八
年
十
月
己
卯
甲
寅
条
︶︑﹁
今
元
悪
已
除
︑
同
帰
二

遷
善
一︑
洗
二

滌
旧
穢
一

︑
与
レ

物
更
新
﹂︵
天
平
神
護
元
年
正
月
己
亥
︑﹁
勅
大
弐
正
四
位

上
佐
伯
宿
禰
今
毛
人
等
曰
︑
三
考
黜
陟
︑
前
王
通
典
︑
懲
レ

悪
勧
レ

善
﹂︵
天
応
元
年
六
月
癸
卯
条
︶︑﹁
宜
下

宥
二

泉
事
一

令
挨

思
二

後
善
一︑
但
解
見
任
︑

以
懲
二

前
悪
一

﹂︵
延
暦
三
年
三
月
丙
申
条
︶︑
等
と
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
く
︑
ま
た
宣
命
体
の
詔
に
﹁
人
乎

伊
射
奈
比

悪
久

穢
心
乎

以
天

逆
尓

在
謀
乎

起

⁝
若
造
善
悪
業
︑
令
於
現
在
中
︑
諸
天
共
護
持
︑
示
其
善
悪
報
︑
国
人
造
悪
業
﹂︵
神
護
景
雲
三
年
十
月
乙
未
朔
条
︶
と
悪
字
が
頻
出
し
︑
天
皇
の

感
情
面
の
顕
著
な
露
呈
が
知
ら
れ
る
︒

︵

︶
天
平
末
年
ご
ろ
か
ら
は
事
変
の
発
覚
︑
勃
発
が
続
い
た
た
め
︑
詔
勅
の
中
に
﹁
仲
末
呂
可

心
乃

逆
仁

悪
状
方

知
奴

⁝
復
勅
久

︑
悪
久

奸
岐

奴
乃

政
乃

柄
乎

執
﹂

18

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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︵
天
平
宝
字
八
年
九
月
甲
寅
条
︶
と
か
︑﹁
逆
悪
伎
仲
末
呂
止

同
心
﹂︵
天
平
神
護
元
年
三
月
丙
申
条
︶︑
ま
た
は
﹁
不
破
内
親
王
者
︑
先
朝
有
レ

勅
︑

削
二

親
王
名
一︑
而
積
悪
不
レ

止
︑
重
為
二

不
敬
一︑
論
二

其
所
阿

犯
︑
罪
合
二

八
虐
一

⁝
今
亦
其
母
悪
行
弥
顕
︑
是
以
︑
処
二

遠
流
一︑
配
二

土
左
国
一

﹂︵
神
護

景
雲
三
年
五
月
壬
辰
条
︶︑﹁
厨
真
人
厨
女
許
尓

窃
往
乍
岐
多
奈
久

悪
奴
止
母
止

相
結
弖
謀
家
良
久

﹂︵
神
護
景
雲
三
年
五
月
丙
申
条
︶︑﹁
甚
大
仁
悪
久

奸
流

妄
語
乎

作
天

⁝
心
中
悪
久

垢
久

濁
天

﹂︵
神
護
景
雲
三
年
九
月
己
丑
条
︶
と
い
っ
た
重
罪
人
を
憎
む
表
現
が
︑
詔
勅
の
中
に
露
骨
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
︒

︵

︶
利
光
氏
は
︑
日
本
に
お
け
る
悪
字
に
は
猛
々
し
い
と
か
強
い
︑
と
い
っ
た
意
味
が
あ
っ
た
と
い
い
︑
悪
左
府
︑
悪
宰
相
︑
あ
し
法
眼
等
︑
い
ず
れ

19

も
悪
な
る
文
字
を
︑
人
に
誇
る
に
足
る
猛
烈
さ
を
意
味
す
る
事
例
と
し
て
あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
い
つ
の
時
代
の
い
か
な
る
史
料
に
見

出
さ
れ
る
の
か
を
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
多
く
は
中
世
あ
る
い
は
近
世
以
降
の
用
法
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
悪
字
の
意
義
が
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
次

第
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
後
に
変
化
し
て
い
っ
た
用
法
を
先
か
ら
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
そ
う
し
た
解
釈
を
生

ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
︒
た
だ
し
筆
者
は
い
ま
だ
中
世
・
近
世
期
の
ど
の
時
点
か
ら
そ
の
よ
う
な
語
法
に
変
化
が
起
こ
っ
た
か
を
知
ら

な
い
︒
平
安
期
の
﹁
今
昔
物
語
集
﹂︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
に
お
い
て
も
︑
た
と
え
ば
﹁
女
人
ノ
形
︑
不
浄
ニ
見
悪
︵
み
に
く
︶
キ
事
顕
也
﹂︵
62

頁
︶
と
か
﹁
閑
ナ
ラ
ム
所
ニ
居
テ
禅
定
ヲ
修
シ
テ
欲
・
悪
等
ノ
不
善
ノ
法
ヲ
遠
ス
ベ
シ
﹂︵

頁
︶︑﹁
提
婆
達
多
︑
悪
心
ヲ
増
シ
テ
﹂︵

頁
︶
等

67

75

と
あ
り
︑
悪
字
を
﹁
猛
々
し
い
﹂
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
ま
た
︑
鎌
倉
期
に
関
し
て
は
下
沢
敦
﹁
鎌
倉
幕
府

法
令
か
ら
眺
め
た
﹁
悪
党
﹂
並
び
に
鎌
倉
幕
府
の
﹁
悪
党
﹂
検
断
に
関
す
る
諸
問
題
﹂︵﹃
法
制
史
研
究
﹄
四
十
三
・
平
成
三
年
︶
を
参
照
の
こ
と
︒

室
町
期
に
足
利
義
教
が
﹁
悪
将
軍
﹂
と
呼
ば
れ
︑
の
ち
に
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

︵

︶
村
尾
元
融
﹃
続
日
本
紀
考
証
﹄
一
・
文
武
︵
昭
和
四
十
六
年
︶︑
曽
我
部
・
前
掲
論
文
︒

20
︵

︶
石
尾
芳
久
﹃
日
本
古
代
法
の
研
究
﹄︵
昭
和
三
十
一
年
︶︒

21
︵

︶
利
光
・
前
掲
﹁
大
宝
律
考
﹂︒
利
光
氏
は
ま
た
︑
天
平
神
護
元
年
十
月
庚
辰
条
の
詔
文
に
﹁
犯
二

死
罪
以
下
一

皆
赦
除
︑
但
十
悪
及
盗
︑
不
レ

在
二

赦
限
一

﹂

22

と
あ
り
︑
天
平
神
護
元
年
閏
十
月
辛
卯
条
の
詔
に
も
﹁
犯
二

死
罪
已
下
一

皆
赦
除
︑
十
悪
及
盗
不
レ

在
二

赦
限
一

﹂
と
あ
る
十
悪
も
ま
た
唐
律
の
不
用
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意
な
直
写
し
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
︒
な
お
こ
の
場
合
の
赦
は
大
赦
で
は
な
く
典
赦
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
︒

︵

︶
井
上
氏
は
そ
の
著
﹁
日
本
律
令
の
成
立
と
そ
の
注
釈
書
﹂︵﹃
律
令
﹄
日
本
思
想
体
系
３
・
昭
和
五
十
六
年
︶
に
お
い
て
︑
高
麗
で
は
﹁
至
於
二

刑
法
一︑

23

亦
採
二

唐
律
一

﹂︵
高
麗
史
︑
刑
法
志
序
︶
と
あ
る
よ
う
に
唐
律
を
も
っ
て
刑
政
の
準
拠
と
し
た
と
い
う
例
を
︑
花
村
美
樹
氏
の
著
﹁
高
麗
律
﹂︵
京

城
大
学
﹃
朝
鮮
社
会
法
制
史
研
究
﹄
昭
和
十
二
年
︶
に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
高
麗
は
中
国
の
外
臣
国
で
あ
る
か
ら
︑
日
本
の
場
合
と

は
同
列
に
扱
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
日
本
は
中
国
か
ら
見
て
不
臣
の
外
客
の
位
置
に
あ
り
︑
も
っ
と
自
由
な
立
場
か
ら
法
を
制
定
で
き
た
で
あ
ろ
う

︵
外
臣
︑
不
臣
の
意
義
・
概
念
は
︑
栗
原
朋
信
﹃
秦
漢
史
の
研
究
﹄
昭
和
三
十
六
年
︑
を
参
照
︶︒

︵

︶
佐
竹
昭
﹃
古
代
王
権
と
恩
赦
﹄︵
平
成
十
年
︶︒

24
︵

︶
森
博
達
﹃
日
本
書
紀
の
成
立
﹄︵
平
成
十
八
年
︶︑
同
﹃
日
本
書
紀
の
真
実
﹄︵
平
成
二
十
二
年
︶
等
を
参
照
︒
森
氏
に
よ
れ
ば
︑
上
記
の
う
ち
の
履

25

中
︑
允
恭
︑
安
康
︑
推
古
︑
天
武
紀
は
山
田
史
御
方
の
編
に
な
り
︑
文
武
朝
か
ら
述
作
が
始
め
ら
れ
た
と
い
う
︑
い
わ
ゆ
る
β
群
に
属
す
と
い
う
︒

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
十
悪
の
語
句
は
飛
鳥
浄
御
原
律
の
可
能
性
は
残
る
︒

︵

︶
十
悪
と
い
う
用
字
で
は
︑
日
本
の
風
土
・
事
情
︑
殊
に
家
族
形
態
の
違
い
か
ら
不
睦
・
内
乱
の
項
を
削
ら
な
く
て
は
な
ら
ず
︑
従
っ
て
︑
そ
の
う

26

ち
の
有
効
な
部
分
だ
け
を
不
道
等
の
条
項
に
組
み
入
れ
て
八
項
目
と
し
た
︒
そ
れ
が
七
や
九
の
項
目
で
は
な
く
八
項
目
と
さ
れ
た
の
に
は
理
由
が

あ
る
︒
陽
の
数
字
十
か
ら
︑
同
じ
く
陽
の
数
字
八
へ
の
移
行
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
内
乱
の
中
の
姦
は
不
道
に
入
れ
︑
他
は
除
く
と

い
う
作
為
に
よ
る
削
除
あ
る
い
は
他
へ
の
付
け
替
え
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
︑
単
純
な
十
か
ら
八
へ
︑
と
い
う
条
項
の
削
減
・
変
更
で

は
な
い
︒
削
除
や
添
加
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
条
項
の
性
格
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
た
め
に
︑
条
項
名
を
十
悪
を
八
悪
に
単
純
変
更
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
︒
悪
に
代
わ
る
別
の
適
字
を
選
び
︑
こ
れ
を
創
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

︵

︶
吉
田
・
前
掲
﹁
名
例
律
継
受
の
諸
段
階
﹂︒

27

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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︵

︶
坂
本
太
郎
﹁
飛
鳥
浄
御
原
律
令
考
﹂︵﹃
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
﹄
下
・
昭
和
三
十
九
年
︒

28
︵

︶
利
光
﹁
わ
が
国
に
削
除
さ
れ
た
唐
律
﹂﹃
律
令
及
び
令
制
の
研
究
﹄︵
昭
和
三
十
二
年
︶︒

29
︵

︶
青
木
ほ
か
校
注
・
前
掲
﹃
続
日
本
紀
﹄
二
は
︑
日
本
律
は
賊
盗
律

を
省
い
た
た
め
に
︑﹁
監
臨
犯
盗
も
︑
一
般
の
者
の
盗
と
同
じ
刑
が
科
せ
ら
れ

30

36

る
こ
と
に
な
っ
た
︒
理
由
は
︑
日
本
の
場
合
︑
君
主
権
に
対
す
る
官
人
貴
族
の
勢
力
が
強
か
っ
た
た
め
﹂
で
あ
る
︑
と
い
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
井
上

ほ
か
校
注
・
前
掲
﹃
律
令
﹄
も
︑
ほ
ぼ
同
様
の
理
由
を
あ
げ
﹁
監
守
盗
に
対
し
て
重
刑
を
課
︵
マ
マ
︶
し
え
な
い
事
情
に
あ
っ
た
た
め
﹂
と
い
わ
れ
︑

と
も
に
利
光
説
を
論
拠
と
さ
れ
る
︒

︵

︶
渡
辺
晃
氏
は
︑
監
臨
守
盗
条
は
大
宝
律
で
は
存
在
し
た
と
い
う
注
目
す
べ
き
論
文
を
発
表
さ
れ
て
い
る
︵﹁
赦
の
適
用
よ
り
み
た
正
税
管
理
の
変
遷
﹂

31

﹃
続
日
本
紀
研
究
﹄
第
二
八
四
号
・
平
成
五
年
︶︒

︵

︶
利
光
﹁
大
宝
律
考
﹂﹃
律
の
研
究
﹄︵
昭
和
三
十
六
年
︶︒
な
お
︑
続
紀
に
は
謀
反
と
い
う
律
語
が
何
カ
所
か
に
見
ら
れ
る
︒
大
宝
律
施
行
期
に
限
る

32

と
︑
た
と
え
ば
天
平
十
六
年
九
月
丙
戌
条
に
︑﹁
唯
恐
官
人
︑
不
レ

練
二

明
科
一︑
多
犯
二

罪
愆
一︑
還
陥
二

法
網
一︑
仍
垂
二

非
常
之
恩
一︑
特
開
二

自
新
之
路
一︑

其
国
郡
官
司
︑
雖
下

犯
二

謀
反
大
逆
一︑
常
赦
所
挨

不
レ

免
︑
咸
悉
除
免
︑
一
切
勿
レ

論
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
中
に
律
語
の
謀
反
が
見
え
る
︒
謀
反
大
逆
と

は
八
虐
条
の
第
一
項
と
第
二
項
が
続
け
て
表
記
さ
れ
て
い
て
︑
そ
の
第
一
項
の
謀
反
と
見
て
よ
い
︒
こ
れ
は
赦
令
の
中
に
見
ら
れ
る
が
︑
聖
武
天

皇
が
﹁
非
常
之
恩
﹂
を
垂
れ
て
謀
反
を
含
む
一
切
の
罪
を
免
じ
る
と
し
た
も
の
で
︑
名
例
律

除
名
条
に
規
定
の
あ
る
﹁
非
常
之
断
人
主
専
之
﹂

18

の
条
規
を
適
用
し
た
と
考
え
ら
れ
︑
天
皇
の
専
断
権
が
発
揮
さ
れ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
︒
ま
た
養
老
賊
盗
律
１
謀
反
条
に
見
ら
れ
る
﹁
凡

謀
反
及
大
逆
者
︑
皆
斬
﹂
の
謀
反
も
︑
先
の
名
例
律
６
に
対
応
す
る
罰
則
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
︑
こ
れ
に
よ
り
大
宝
律
の
謀
反
が
存
在
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
闘
訟
律

誣
告
謀
反
条
の
養
老
律
逸
文
に
も
︑﹁
誣
二

告
謀
反
二

及
大
逆
者
︑
斬
﹂
と
見
え
る
が
︑
続
紀
︑
養
老
六
年
正
月
壬

40

戌
︵

日
︶
条
の
多
治
比
真
人
三
宅
麻
呂
が
﹁
誣
二

告
謀
反
一

﹂
の
罪
に
坐
し
た
事
件
は
︑
大
宝
闘
訟
律

の
存
在
を
裏
付
け
︑
同
時
に
謀
反
の
語

20

40

が
存
し
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
︒
謀
反
の
語
は
ま
た
︑
令
条
の
中
の
大
宝
令
復
元
字
句
に
も
見
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
戸
令

官
奴
婢
条
の
﹁
反

38
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逆
縁
坐
﹂
の
反
は
謀
反
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒

︵

︶
続
紀
に
お
い
て
社
禝
が
国
家
︑
即
ち
天
皇
を
意
味
す
る
語
と
し
て
現
れ
る
例
は
数
箇
所
に
及
ぶ
︒
大
宝
律
施
行
期
だ
け
で
も
文
武
紀
三
年
五
月
辛

33

酉
条
の
﹁
赴
二

社
禝
之
急
一

﹂︑
元
正
紀
霊
亀
元
年
九
月
庚
辰
条
の
﹁
欲
レ

保
二

社
禝
一

﹂︑
天
平
三
年
十
二
月
庚
寅
条
の
﹁
宗
廟
所
レ

輸
︑
社
禝
所
レ

盻
﹂

等
の
例
が
掲
示
で
き
る
︒

︵

︶
利
光
・
前
掲
﹁
大
宝
律
考
﹂︒
別
の
観
点
か
ら
も
復
元
は
可
能
と
み
る
︒
た
と
え
ば
僧
尼
令

准
格
律
条
に
見
え
る
﹁
謀
叛
﹂
は
大
宝
令
に
存
し
た

34

21

こ
と
が
知
ら
れ
︑
転
じ
て
︑
そ
こ
か
ら
大
宝
律
八
虐
条
の
謀
叛
が
推
測
で
き
よ
う
︒

︵

︶
前
掲
﹃
訳
註
唐
律
疏
議
一
﹄
の
滋
賀
秀
三
氏
の
注
解
を
参
照
︒

35
︵

︶
拙
著
・
前
掲
﹃
前
近
代
日
本
の
法
と
政
治
﹄︒

36
︵

︶
中
田
薫
﹁
養
老
律
令
の
施
行
に
つ
い
て
﹂﹃
法
制
史
論
集
﹄
第
一
巻
︑
井
上
・
前
掲
﹁
日
本
律
令
の
成
立
と
そ
の
注
釈
書
﹂︒

37
︵

︶
名
例
律
八
虐
条
悪
逆
に
は
﹁
悪
逆
者
︑
常
赦
不
レ

免
︑
決
不
レ

待
レ

時
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
い
っ
ぽ
う
獄
令
８
決
大
辟
条
に
は
﹁
従
二

立
春
一

至
二

秋

38

分
一

不
レ

得
レ

奏
二

決
死
刑
一︑
若
犯
二

悪
逆
以
上
一︑
及
家
人
奴
婢
殺
レ

主
者
︑
不
レ

拘
二

此
令
一

﹂
と
あ
り
︑
断
獄
律

条
に
は
﹁
立
春
以
後
秋
分
以
前

28

決
二

死
刑
一

者
︑
徒
一
年
⁝
准
レ

令
︑
犯
二

悪
逆
以
上
一

︑
及
家
人
奴
婢
殺
レ

主
者
︑
不
レ

待
レ

時
﹂
と
い
う
よ
う
に
﹁
悪
逆
以
上
﹂
と
あ
っ
て
︑
時
を

待
た
な
い
の
は
︑
謀
反
︑
大
逆
︑
謀
叛
︑
悪
逆
の
四
項
に
渉
っ
て
い
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
謀
反
︑
大
逆
︑
謀
叛
の
各
項
目
に
は
﹁
決

不
レ

待
レ

時
﹂
と
い
う
注
・
疏
は
見
ら
れ
ず
︑
悪
逆
に
の
み
こ
れ
が
見
ら
れ
る
の
と
︑
い
っ
け
ん
矛
盾
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
︒

︵

︶
こ
の
全
成
の
こ
と
ば
の
使
用
が
︑
天
平
勝
宝
元
年
十
一
月
乙
卯
で
は
な
く
︑
記
事
の
見
ら
れ
る
天
平
宝
字
元
年
七
月
庚
戌
時
点
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑

39

状
況
は
変
わ
る
︒
一
般
に
天
平
宝
字
元
年
七
月
は
︑
前
々
月
に
施
行
さ
れ
た
と
い
う
養
老
律
の
実
施
時
期
と
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
だ
が
︑
続
紀
の

引
用
の
仕
方
か
ら
見
て
︑
そ
れ
は
天
平
勝
宝
元
年
十
一
月
乙
卯
の
際
の
全
成
の
言
動
で
あ
り
︑
か
よ
う
な
疑
念
は
無
用
で
あ
る
と
思
う
︒
百
歩
譲
っ

て
︑
悪
逆
と
い
う
語
の
使
用
が
天
平
宝
字
元
年
七
月
で
あ
っ
た
と
し
も
︑
こ
の
時
期
は
大
宝
律
の
施
行
が
依
然
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
私
は
見

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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て
い
る
︵
拙
著
・
前
掲
﹃
前
近
代
日
本
の
法
と
政
治
﹄
一
八
五
頁
︶
参
照
さ
れ
た
い
︒

ち
な
み
に
︑
天
平
宝
字
元
年
七
月
辛
巳
の
続
紀
の
記
事
に
﹁
悪
逆
在
奴
久
奈
多
夫
礼
︵
久
奈
多
夫
礼
は
黄
文
王
︶︑
麻
度
比
︵
道
祖
王
︶︑
奈
良

麻
呂
︑
佐
伯
古
麻
呂
等
逆
党
乎
﹂
に
見
え
る
﹁
悪
逆
﹂
は
︑
本
論
で
取
り
上
げ
た
律
語
﹁
悪
逆
﹂
と
は
異
な
り
︑
一
般
的
な
用
法
で
﹁
あ
し
く
さ

か
し
ま
﹂
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
︑
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
続
紀
も
そ
の
よ
う
に
訓
を
付
し
て
前
者
と
区
別
し
て
い
る
︒

︵

︶
中
田
祝
夫
﹁
解
説
﹂
前
掲
﹃
日
本
霊
異
記
﹄︵
四
〇
一
頁
以
下
︶︒

40
︵

︶︵

︶
小
林
・
前
掲
﹁
律
条
拾
葉
﹂︒

41

42

︵

︶
拙
著
・
前
掲
﹃
前
近
代
日
本
の
法
と
政
治
﹄︒

43
︵

︶︵

︶
利
光
・
前
掲
﹁
大
宝
律
考
﹂︒

44

45

︵

︶︵

︶
小
林
・
前
掲
﹁
律
条
拾
葉
﹂︒

46

47

︵

︶
詔
の
記
事
中
の
封
物
と
は
︑
神
戸
か
ら
徴
収
し
た
租
・
庸
・
調
等
︑
伊
勢
神
宮
の
神
戸
を
い
う
︒

48
︵

︶
た
だ
し
︑
後
略
の
部
分
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
部
分
の
詔
に
は
︑
火
雷
神
を
大
幣
と
月
次
の
例
幣
に
入
れ
る
こ
と
が
記
し
て
あ
る
︒

49
︵

︶
な
お
︑
大
不
敬
の
項
目
に
は
︑

50

神
御
物
者
︑
謂
大
幣
者
︑
大
社
神
宝
亦
同

と
い
う
疏
文
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
中
の
﹁
大
幣
﹂
は
即
位
後
の
大
嘗
祭
の
幣
帛
を
い
い
︑
ま
た
﹁
大
社
﹂
が
伊
勢
神
宮
を
い
う
こ
と
は
︑
夙
に
に

知
ら
れ
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
前
記
し
た
大
宝
二
年
七
月
の
続
紀
の
記
事
は
︑
上
の
養
老
律
大
不
敬
に
対
応
す
る
大
宝
名
例
律
６
八
虐
条
の
大
不
敬

の
疏
文
の
存
在
を
も
推
知
さ
せ
る
語
句
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
︒
大
宝
二
年
七
月
と
い
う
年
月
は
︑
文
武
天
皇
即
位
後
数
年
を
経
過
し
て
い
る
︒

同
時
に
︑
大
宝
律
が
施
行
さ
れ
た
年
次
に
該
当
し
て
お
り
︑
大
宝
律
の
疏
文
に
︑
か
か
る
文
言
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒

ち
な
み
に
︑
大
社
に
関
し
て
は
直
木
孝
次
郎
氏
︵﹃
伊
勢
神
宮
﹄
昭
和
三
十
五
年
︑
藤
谷
俊
雄
氏
と
共
著
︑﹁
律
令
制
と
伊
勢
神
宮
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
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第
七
十
一
編
第
四
号
・
昭
和
三
十
七
年
︶
と
瀧
川
政
次
郎
氏
︵﹁
律
令
に
お
け
る
太
神
宮
﹂﹃
神
道
史
研
究
﹄
第
九
巻
・
昭
和
三
十
六
年
︶
と
の
間

に
論
争
が
あ
る
︒
こ
れ
を
評
さ
れ
た
青
木
和
夫
氏
は
﹁
一
九
六
二
年
の
歴
史
学
界
︱
回
顧
と
展
望
︱
﹂︵﹁
日
本
史
古
代
﹂
の
項
︑﹃
史
学
雑
誌
﹄

第
七
十
二
編
第
五
号
︶
に
お
い
て
直
木
氏
を
擁
護
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て
利
光
﹁
律
令
に
お
け
る
大
社
の
研
究
﹂︵
前
掲
﹃
律
令
制
の
研
究
﹄︶

は
伊
勢
神
宮
を
指
す
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
︒
な
お
︑
唐
律
の
神
御
物
に
つ
い
て
は
滋
賀
秀
三
氏
の
訳
注
︵
前
掲
﹃
訳
注
唐
律
疏
議
﹄
一
・
一
四
五
頁
・

註
３
︶︒

︵

︶
拙
稿
・
前
掲
﹁
前
近
代
日
本
の
法
政
資
料
に
つ
い
て
﹂︒
な
お
︑
大
不
敬
該
当
の
罪
は
大
宝
律
以
前
の
天
武
紀
四
年
四
月
丁
亥
の
書
紀
の
記
事
に
︑

51

﹁
小
錦
下
久
努
臣
麻
呂
坐
対
二

捍
詔
使
一︑
官
位
尽
追
﹂
と
あ
る
︒
朝
参
停
止
の
勅
を
う
け
ず
に
反
抗
し
た
た
め
か
︑
久
努
は
官
位
を
剥
奪
さ
れ
て
い

る
︒
対
捍
詔
使
は
大
不
敬
の
重
罪
で
養
老
職
制
律
で
は
絞
罪
と
さ
れ
る
︒
飛
鳥
浄
御
原
時
代
に
大
不
敬
の
罪
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

︵

︶
利
光
・
前
掲
﹁
大
宝
律
考
﹂︒

52
︵

︶
高
塩
﹁
大
宝
律
若
干
条
の
復
原
に
つ
い
て
﹂
前
掲
﹃
日
本
律
復
原
の
研
究
﹄︒

53
︵

︶
利
光
・
前
掲
﹁
大
宝
律
考
﹂
は
こ
の
養
老
年
の
記
事
か
ら
﹁
指
斥
乗
輿
﹂﹁
斬
﹂
の
大
宝
職
制
律
の
語
を
復
元
し
て
い
る
︒

54
︵

︶
岸
俊
男
﹃
藤
原
仲
麻
呂
﹄︒

55
︵

︶
拙
著
・
前
掲
﹁
大
宝
律
三
箇
条
の
復
元
に
つ
い
て
﹂︒

56
︵

︶
な
お
︑
書
紀
の
景
行
天
皇
十
二
年
十
二
月
条
に
﹁
天
皇
則
悪
二

其
不
孝
之
甚
一

﹂
と
あ
り
︑
父
で
あ
る
熊
襲
梟
帥
を
殺
す
手
助
け
を
し
た
息
子
の
市

57

乾
鹿
文
を
︑
不
孝
の
行
為
を
は
た
ら
い
た
と
し
て
誅
殺
し
た
︒
書
紀
の
訳
注
は
︑
こ
れ
を
名
例
律
の
悪
逆
に
相
当
す
る
と
記
し
て
い
る
︵
前
掲
・

書
紀
・
三
五
六
頁
︶︒
悪
逆
は
八
虐
の
誤
り
で
あ
る
が
︑
こ
の
記
事
は
︑
お
そ
ら
く
は
後
世
の
律
の
知
識
で
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

︵

︶
利
光
・
前
掲
﹁
大
宝
律
考
﹂︒

58
︵

︶
本
条
文
は
︑
唐
雑
律
に
お
い
て
親
属
の
近
親
相
姦
に
関
す
る
処
罰
を
規
定
し
た
雑
律

・

・

の
各
条
規
を
︑
日
本
律
は
一
つ
に
ま
と
め
て
い

59

23

24

25

大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
の
復
元
に
つ
い
て
︵
上
野
︶
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た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
た
伊
藤
勇
人
氏
の
説
︵﹁
雑
律
姦
罪
諸
条
の
復
原
的
考
察
﹂
前
掲
﹃
日
本
律
復
原
の
研
究
﹄︶
が
あ
る
︒

︵

︶
小
林
・
前
掲
﹁
律
条
拾
葉
﹂︒

60
︵

︶
八
つ
の
項
目
は
周
禮
に
見
え
る
八
辟
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
︑
唐
律
の
﹁
八
議
﹂
の
疏
文
冒
頭
に
﹁
周
禮
云
︑
八
辟
麗
邦
法
︑
今
之
八
議
︑
周

61

之
八
辟
也
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
日
本
律
は
八
議
の
う
ち
後
の
﹁
議
勤
﹂﹁
議
賓
﹂
を
整
理
し
︑
前
の
六
項
目
の
名
称
を
採
っ
た
︒

︵

︶
利
光
・
前
掲
﹁
名
例
律
八
虐
六
議
条
に
つ
い
て
﹂︒
な
お
︑
古
答
の
作
者
︑
及
び
性
格
な
ど
に
関
し
て
は
︑
吉
田
・
前
掲
﹁
名
例
律
継
受
の
諸
段
階
﹂

62

を
参
照
︒

︵

︶
前
掲
﹃
訳
註
唐
律
疏
議
﹄
一
︵
滋
賀
秀
三
訳
註
︶︒

63
︵

︶
佐
藤
誠
実
﹁
律
令
考
﹂﹃
国
学
院
雑
誌
﹄
第
六
十
八
巻
第
八
号
︒

64
︵

︶
前
掲
﹃
訳
註
唐
律
疏
議
﹄
一
︵
滋
賀
秀
三
訳
註
︶︒

65
︵

︶
拙
著
・
前
掲
﹃
前
近
代
日
本
の
法
と
政
治
﹄︒

66
︵

︶
石
尾
・
前
掲
書
︑
林
紀
昭
﹁
飛
鳥
浄
御
原
律
令
に
関
す
る
諸
問
題
﹂︵﹃
史
林
﹄
第
五
十
三
巻
第
一
号
・
昭
和
四
十
五
年
︶︑
大
津
透
﹁
律
令
法
と
固

67

有
法
的
秩
序
︱
日
唐
の
比
較
を
中
心
に
︱
﹂︵﹃
法
社
会
史
﹄
新
体
系
日
本
史
１
・
平
成
十
四
年
所
収
︶
等
が
あ
る
︒

︵
う
え
の

と
し
ぞ
う
／
大
手
前
大
学
講
師
︶
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