
も
、
そ
れ
が
元
・
明
時
代
と
ど
の
よ
う
に
そ
の
姿
を
か
え
、
同
時
に
そ
の
意
義

を
か
え
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
の
筒
箪
な
見
通
し
が
ほ
し
い
し
、
農
鍛
冶
等
に
つ

い
て
も
殊
に
前
代
と
の
存
在
形
態
の
差
を
示
し
て
ほ
し
い
。
氏
が
も
し
こ
の
よ

う
な
貼
を
大
胞
に
示
し
て
お
ら
れ
た
ら
、
本
書
の
意
義
が
一
史
に
明
確
に
理
解
さ

れ

た

だ

ろ

う

花

と

思

う

。

(

佐

竹

靖

彦

)

清
水
博
士

遁

悼

記

念

明

代

史

論

叢

昭
和
三
十
七
年
六
月
東
京

大
安

A
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版
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明
代
史
の
研
究
に
志
し
た
も
の
で
清
水
泰
次
博
士
の
著
書
や
論
文
に
導
か
れ

な
か
っ
た
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
酒
井
忠

夫
、
中
山
八
郎
、
星
斌
夫
、
山
根
孝
夫
各
氏
を
は
じ
め
、
明
代
央
の
研
究
者
を

中
心
と
す
る
多
数
の
方
々
の
協
力
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
総
頁
数
八
百
に
垂
々
ん

と
す
る
本
論
叢
が
刊
行
さ
れ
た
。
序
文
に
よ
る
と
本
書
は
、
最
初
博
士
の
古
稀

の
容
を
御
祝
い
す
べ
く
計
資
さ
れ
た
論
文
集
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
博
士
の
急

逝
に
よ
り
一
縛
し
て
追
悼
記
念
論
文
集
と
な
っ
た
こ
と
は
誠
に
悲
し
む
べ
く
、

残
念
な
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
、
こ

の
論
文
集
に
寄
せ

ら
れ
た
執
筆
者
の
陣
容
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
博
士
の
事
恩
の
深
さ
、
大
き
さ

を
改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
序
文
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
論
叢
の
執
筆
者
た
ち
は
直
接
に
博
士
の
指
導
を
受
け
た
門
弟
や
、
限
ら
れ

た
範
園
の
知
人
た
ち
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
は
い
な
い
、
む
し
ろ
い
わ
ば
皐
閥

と
い
っ
た
も
の
は
無
視
し
て
、
明
代
史
の
研
究
途
上
大
な
り
小
な
り
博
士
の
研

究
よ
り
影
響
を
受
け
た
人
達
が
、
何
ら
か
の
形
で
そ
の
由
宇
恩
に
感
謝
す
る
と
い

う
、
純
粋
に
事
問
的
な
気
持
か
ら
執
筆
寄
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
誠
に
博
士

の
追
悼
記
念
論
文
集
に
ふ
さ
わ
し
い
性
質
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
と
の

種
の
論
叢
に
封
し
て
一
つ
の
新
ら
し
い
型
を
示
し
た
も
の
と
云
う
こ
と
が
で
き

よ
p

つ。さ
て
、
本
論
叢
の
内
容
紹
介
に
移
る
が
、
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
こ
十
一
篇
の

論
文
の
個
々
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
大
安
」
本
年
九
月
続
に
寄
せ
ら
れ
た
山

根
氏
の
紹
介
文
中
に
要
約
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し

て
、
こ
こ
で
は
た
だ
論
文
の
論
題
と
執
筆
者
名
を
掲
げ
る
に
止
め
る
こ
と
を
許

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

皇
明
組
訓
の
成
立
・
:
・

:
-
j
i
-
-
・:
j
i
-
-
-
-
-
-
-
--
石

原

再
び
「
嘉
靖
朝
の
大
越
問
題
の
愛
端
」
に
就
い
て
:
:
:
中

山

明
代
に
お
け
る
儒
皐
数
官
の
考
課
に
つ
い
て
-
-
j
i
-
-
:
五
十
嵐

一
係
鞭
法
の
形
成
に
つ
い
て
:
・
:
:
:
:
・
:
:
:
j
i

-
-栗

林

華
北
の
土
地
所
有
と
一
係
鞭
法

:
j
i
--
-
j
i
--:::片
岡

明
代
の
椿
朋
銀
に
つ
い
て
・・

:
:
:
-
j

i
---:
・:
:
・
谷

『
山
東
経
曾
録
』
に
つ

い
て
・
:
・
j

i
--
J
i
-
-
:
:
:
岩

見

明
代
華
北
に
お
け
る
役
法
の
特
質

:
:
j
i
-
-
:
:
・
・
・
山
根

明
代
に
お
け
る
透
飼
問
題
の
一
側
面

ー
京
遮
年
例
銀
に
つ
い
て
1

・・・

・・

・
寺
田

明
代
北
迭
の
白
蓮
教
と
そ
の
活
動
:
:
:
・

・
・
:
:
:
:
:
野
口

初
期
満
洲
八
旗
の
成
立
過
程
に
つ
い
て

-
明
代
建
州
女
直
の
軍
制
|
:
j
i
-
-
一一一田村

-

鈴

木

明
代
山
人
考
-
-
-
-

入 ，道

博良日

- 99ー
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斌事尊重潜誠

一夫宏夫雄男龍郎

月
港

コ一
十
四
勝
」
の
反
乱
・

:
:・

片

山

林
兆
思
と
そ
の
著
作
に
つ
い
て
・

e
i
-
-
-
j
e
--
・
:
:
間
野

明
代
景
徳
鎮
窯
業
の
一
考
察
j
e

-
-
:
j
i
--
;

・
・
佐
久
間

明
末
女
直
の
朝
貢
に
就
い
て
・

・

-
-
-

J

J

・
-
江
嶋

明
代
海
運
の
推
移
・

:
:
-
j
i
-
-
:

・
・
唱
・
・
:
・
・
星

「
占
寓
」
の
意
義
及
び
起
原
・
・
・
・
・

:
:
:
:
・
・
:
:
藤

明
代
前
・
中
期
の
保
甲
制
に
つ
い
て
・

:
・
・
・
・
・
-
酒

明
末
織
工
暴
動
史
料
類
輯
・

:
:
E
i
-
-
:
j
i
--;
:
:

・佐

郵
茂
七
の
飢
の
所
俸
に
つ
い
て

『後
椀
歳
抄
』
と
「
監
軍
暦
略
」
|
・
:
・
:
・
・
田

伯井井

有忠正

中

以
上
の
二
十

一
篇
の
論
文
が
本
論
叢
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
各
首
に

は
清
水
博
士
の
御
遺
影
と
と
も
に
栗
原
朋
信
氏
の
「
清
水
泰
次
博
士
小
停
」

な

る
文
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
出
甘
末
に
は
山
根
孝
夫
氏
の
編
纂
に
な
る
「
明
代
吐

曾
経
済
史
研
究
文
献
」
が
附
さ
れ
て
、
明
代
史
研
究
者
の
便
宜
に
供
さ
れ
て
い

る
。
さ
て
こ
こ
で
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
文
の
論
題

を
一
瞥
し
た
だ
け
で
、
各
論
文
の
内
容
が
如
何
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
か
瞭

然
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
筆
者
の
よ
う
に
浅
撃
の
者
が
本
論
叢
所
収
の
全
論
文
に

わ
た
っ
て
紹
介
、
批
評
を
試
み
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
日
頃
少
し
ば
か
り
関
心
を
持
っ
て
い
る
役
法
閥
係
の
も
の
を
中
心
に
二
三
の

私
見
を
述
べ

て
先
撃
の
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。
な
お
論
文
を
と
り
上
げ

る
順
序
に
つ
い
て
は
全
く
筆
者
個
人
の
怒
意
に
従
っ
た
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お

断
り
し
て
お
き
た
い
。

本
論
叢
所
牧
の
論
文
で
直
接
明
代
の
役
法
を
論
じ
た
も
の
が
四
篇
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
ら
の
う
ち
一
際
鞭
法
を
中
心
テ
l

マ
と
さ
れ
て
い
る
の
が
栗
林
氏
、 {変

片
岡
氏
、
岩
見
氏
の
各
論
文
で
あ
り
、
山
根
氏
の
論
文
も
後
に
燭
れ
る
よ
う
に

華
北
に
お
け
る
一
係
鞭
法
の
問
題
を
主
要
論
貼
の
一
つ

に
採
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
四
篇
の
役
法
閥
係
の
論
文
に
闘
す
る
限
り
、
こ
の
論
叢
は
一
保
鞭

法
特
瞬
鋭
と
い
っ
て
も
さ
し
て
い
い
過
ぎ
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
今
日
の
明
代
役
法
史
研
究
の
問
題
貼
を
如
質
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え

る
。
わ
が
闘
に
お
け
る
最
近
の
明
代
役
法
研
究
t

の
主
要
論
鮎
の
一
つ
が
一
係
鞭

法
の
性
格
解
明
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
を
も
含
め
て
山
根
氏
が
自
負

さ
れ
る
如
く

(
上
記

「
大
安
」

所
載
の
紹
介
文
)
、
こ
の
論
叢
に
枚
め
ら
れ
た
論

文
が
い
ず
れ
も
現
在
わ
が
園
に
お
け
る
明
代
史
研
究
の
水
準
を
示
し
て
い
る
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
c

で
は
先
ず
最
初
に
栗
林
氏

の
論
文
を
と
り
上
げ
た
い
。

明
代
一
篠
鞭
法
と

い
わ
れ
る
賦
役
制
度
が
賞
施
さ
れ
て
く
る
の
は
、
中
期
よ
り
漸
く
甚
し
く
な
っ

て
き
た
賦
役
制
度
の
弊
害
、
飲
黙
を
改
善
し
よ
う
と
し
て
で
あ
り
、
多
く
の
賦

役
改
革
の
中
か
ら
嘗
時
の
吐
曾
経
済
の
質
情
に
よ
り
適
合
し
た
篠
鞭
的
方
法
が

生
み
出
さ
れ
、
成
長
夜
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
呼
稽
も
一

定
し
て
い
な
い
し
、
内
容
も
時
代
に
よ
り
、
地
域
に
よ
っ
て
か
な
り
差
が
あ

る
。
そ
こ
で
氏
は
、
賦

・
役
の
各
項
目
を
総
編
し
て

一
篠
と
し
、
徴
銀
す
る
こ

と
を
一
係
鞭
法
の
基
本
的
性
格
と
考
え
、
そ
の
具
程
的
な
篠
鞭
の
方
式
を
、

「
賦
・
役
と
そ
の
他
諸
貢
納
を
総
編
し
て
一
僚
と
す
る
こ
と

(
合
群
目
篤
一

綱
て
そ
の
負
擁
を
主
と
し
て
鯨

・
州
軍
位
に
丁
・
地
(
糧
)
に
課
派
す
る
こ

と
(
通
豚
均
派

・
丁
地
共
派
)
、
徴
銀
総
納
す
る
こ
と
(
総
銀
貯
官
ご
と
規
定

し
、
こ
の
よ
う
な
方
式
を
具
備
し
た
賦
役
制
度
の
成
立
を
以
つ
て
は
じ
め
て
一

傑
鞭
法
(
係
鞭
と
略
構
)
の
成
立
と
云
』
「
〆べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
制
‘度
が

何
時
頃
成
立
す
る
か
を
、
時
代
を
追
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
氏

-100-
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は
先
ず
最
初
に
こ
の
よ
う
な
傑
鞭
的
方
式
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
長
し
て
来
る

か
を
論
じ
、
既
に
明
代
中
期
に
成
立
し
た
南
直
の
丁
銀
、
ま
た
諸
地
域
の
里
甲

銀
に
、
上
述
の
如
き
僚
鞭
的
方
式
が
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
採
用
さ
れ
て

い
る

こ
と
を
指
摘
さ
れ
る。

そ
の
後
こ
の
方
式
は
次
第
に
愛
展
し
、
度
東
で
は
嘉
靖

十
年
の
均
卒
加
法
と
な
り
、
南
直
寧
園
府
で
も
同
十
二
年
に
李
歎
の
役
法
改

革
が
行
わ
れ
た
が
、

こ
れ
ら
の
も
の
は
網
目
の
統
合
と
い
っ
て
も
、
均
街
中

の
銀
差
、
ま
た
は
里
甲
負
携
の一

部
の
統
合
に
過
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
嘗

時
、
嘉
靖
十
年
頃
の
官
僚
の
役
法
改
革
を
議
し
た
上
奏
文
の
内
容
か
ら
剣
断
し

で
も
、
衝
役
の
銀
納
化
は
ま
だ
そ
れ
程
普
及
せ
ず
、
項
目
の
統
合
は
極
め
て
不

十
分
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
頃
に
篠
鞭
と
名
づ
け
ら
れ
る
税
制
が
成
立
し
て

い
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
引
緩
い
て
氏
は
、

嘉
靖
十
六
・

七
年
に
江
南

地
方
で
行
わ
れ
た
一
連
の
賦

・
役
改
革
の
中
か
ら
特
に
篠
鞭
形
成
の
上
に
関
係

あ
る
も
の
と
し
て
、
税
糧
一白
で
は
欧
陽
鐸
の
均
磯

・
徴
一

法
と
懸
橋
の
併
徴
均

則
法
を
と
り
あ
げ
、
得
役
面
で
は
常
州
府
の
通
編
里
甲
均
径
法
を
あ
げ
ら
れ

る。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
法
で
は
項
目
の
合
併
は
一
段
と
前
進
は
し
て
い
る
が
、

な
お

一
係
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
嘉
靖
十
年
代
の
終
り
よ
り
、
二
十
年

代
の
初
に
か
け
て
常
州
府
諮
問
肺
で
行
わ
れ
た
庫
役
・
糧
長
の
役
の
改
革
、
或
い

は
十
段
法
等
は
丁
地
(
糧
)
共
派
、
力
役
の
雇
役
化
と
い
う
方
式
が
促
進
さ
れ

て
い
く
形
勢
を
物
語
っ
て
は
い
る
が
、
な
お
こ
の
段
階
で
は
篠
鞭
が
創
行
さ
れ

た
と
は
言
え
な
い
と
さ
れ
る
。

つ
い
で
第
二
の
段
階
と
し
て
篠
鞭
的
方
式
の
成
熟
の
過
程
が
論
じ
ら
れ
る
。

こ
の
段
階
は
時
代
的
に
い
え
ば
大
燈
嘉
婿
後
期、

三
十
年
頃
か
ら
末
年
頃
ま
で

で
あ
る
。
こ
の
期
の
改
革
の
方
向
は
や
は
り
前
段
階
に
引
績
き
、
第

一
は
項
目

の
合
併
統
合
で
あ
り
、
第
二
は
銀
納
雇
役
化
で
あ
る
が
、
特
に
径
役
の
面
で
は

前
段
階
で
は
残
さ
れ
て
い
た
庫
子

・
斗
級
・
里
長
な
ど
の
重
役
の
解
決
が
主
要

問
題
鮎
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
め
だ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
改
革
の
過
程
か

ら
自
封
投
植
の
法
が
次
第
に
普
及
し
た
し
、
庫
子
・
里
甲
等
の
重
役
負
掘
の
苛

酷
さ
が
解
決
さ
れ
た
こ
と
は
、
差
役
煩
重
、
賦
重
役
煩
と
い
わ
れ
た
賦
・
役
項

目
の
繁
雑
さ
を
統
合
し
て
簡
便
化
を
促
進
す
る
大
き
な
手
が
か
万
と
な
る
も
の

で
あ
り
、
嘉
靖
末
期
は
篠
鞭
形
成
の
最
終
の
段
階
に
到
達
し
て
き
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
。

鏑明
い
て
最
終
段
階
と
し
て
篠
縦
形
成
の
完

了
の
過
程
が
論
じ
ら
れ
石
。

氏
は
傑
鞭
形
成
の
完
成
の
時
黙
と
し
て
隆
慶
元
年

(
一
五
六
七
年
)

を
あ
げ
、
名
質
共
に
具
わ
っ
た
傑

鞭
の
初
行
の
質
例
と
し

て
、
こ
の
年
に
新
江
紹
興
府
徐
挑
豚
に
お
い
て
知
蘇
郵
材
喬
に
よ
っ
て
賓
施
さ

れ
た
法
を
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
郵
に
よ
っ
て
賓
施
さ
れ
た
篠
鞭
を
範
と

し
て
、
箪
に
紹
興
府
の
み
で
な
く
新
江
東
部
地
域
に
名
賀
共
に
具
備
し
た
篠
鞭

が
鎖
ろ
が
っ
て
ゆ
く
形
勢
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
な
お
最
後
に
係
鞭
と

い
う
名
稀
の
使
用
に
つ
い
て
ふ
れ
、
嘉
矯
十
年
の
侍
漢
臣
の
疏
中
に
係
編
の
字

句
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
紹
え
て
係
鞭
(
編
)
な
る
字
句
は
嘉
靖
末

期
ま
で
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
係
鞭
(
編
)
の
字
句
の
使
用
は
、
そ
の
年

代
が
篠
鞭
の
形
成
と
一
致
す
る
も
の
と
考
え
て
安
笛
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。以

上
が
栗
林
氏
の
論
文
の
要
約
で
あ
る
。
最
初
に
述
べ
た
如
く
、
氏
は
篠
鞭

の
定
義
を
厳
密
に
解
稗
し
、
時
代
的
、
地
域
的
に
様
々
に
差
の
あ
る
一
般
的
に

一
篠
鞭
法
と
言
わ
れ
て
い
る
賦
・役
制
度
を
係
綾
方
式
の
成
長
、
設
展
、
完
成
と

い
う
三
段
階
に
区
分
し
て
、
整
理
系
統
づ
け
し
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
地
域
的
で
あ
り
、
或
い
は
時
期
的
に
限
定

し
た
も
の
と
い
う
傾
向
が
強
か
っ
た
と
思
う
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
全
健
的
な
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段
階
匿
分
を
立
て
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
は
異
っ
た
意
味
で
貴
重
な
試
み
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
率
直
に
筆
者
の
考
え
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く

な
ら
ば
、
氏
は
係
鞭
の
形
式
的
側
面
に
重
黙
を
置
き
過
ぎ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

思
う
。
係
縦
方
式
が
氏
の
述
べ
て
お
ら
れ
る
三
要
素
よ
り
成
立
っ
て
い
る
こ
と

は
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。
し
か
し
一
方
、氏
も
強
調
さ
れ
る
如
く
、保
鞭
が
一
穆

に
創
造
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
幾
多
の
賦
役
改
革
の
中
か
ら
隊
鞭
的
方
法
が
生

み
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
積
み
重
ね
の
上
に
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

保
縦
形
成
の
過
程
、
即
ち
時
代
的
で
地
域
的
な
差
典
、
及
び
何
故
そ
の
よ
う
な

差
異
が
生
じ
て
来
た
の
か
と
い
う
鮎
を
も
っ
と
重
頑
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。
係
鞭
方
式
の
三
要
素
を
具
備
し
た
も
の
の
み
を
一
篠
鞭
法
と
呼
ぶ
こ
と
自

飽
は
い
い
と
し
て
も
、
係
鞭
形
成
の
過
程
を
そ
の
方
式
が
如
何
に
備
わ
っ
て
来

る
の
か
と
い
う
面
か
ら
の
み
見
る
の
で
は
、
同
一
時
期
に
お
け
る
地
域
地
域
の

篠
椴
的
方
法
の
差
異
が
何
故
出
て
来
た
の
か
と
い
う
鮎
が
切
捨
て
ら
れ
て
し
ま

う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
嘉
靖
十
年
三
月
己
酉
の
僚
の
有
名
な
侍
漢
臣

の
上
言
の
内
容
を
、
軍
に
明
代
中
期
に
芽
生
え
た
臨
時
鞭
的
方
式
の
生
長
し
つ
つ

あ
っ
た
情
勢
を
反
映
し
た
も
の
と
の
み
考
え
、
こ
の
頃
係
鞭
と
名
づ
け
ら
れ
る

税
制
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
だ
け
で
は
創
行
期
の
燦
鞭
の
内
容
を
問

①
 

題
に
し
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
係
鞭
と
い
う
名
稽
の
使
用
に
つ
い

て
、
山
東
に
お
け
る
嘉
靖
二
十
年
の
係
鞭
初
行
の
記
事
を
車
に
数
十
年
後
に
な

っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
だ
け
で
否
定
し
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
。
こ
の
鮎
に
つ

い
て
は
後
に
と
り
あ
げ
る
岩
見
氏
の
論
文
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り

具
種
的
な
篠
縦
的
方
法
の
差
回
開
を
問
題
と
す

v

へ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
山
根
氏
の
論
文
を
と
り
あ
げ
た
い
。
こ
の
論
文
は
前
述
の
役
法
の
地
域

性
の
問
題
、
特
に
華
北
の
役
法
の
特
質
を
華
中

・
筆
南
の
そ
れ
と
封
比
さ
せ
て

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
先
ず
辰
初
に
、
華
北
に
一
係
鞭
法
が
質
施
さ
れ
た
際
な

ぜ
烈
し
い
抵
抗
を
惹
起
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
出
し
、
そ
れ
は
径
役
科
派
の

封
象
と
し
て
回
糧
重
視
の
原
則
が
確
立
し
て
い
た
筆
中

・
華
南
の
法
を
、
人
丁

重
視
を
原
則
と
す
る
華
北
に
機
械
的
に
施
行
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ

の
背
後
に
は
水
稲
地
榊
と
畑
作
地
州
市
と
の
農
業
生
産
力
の
高

・
低
の
差
と
い
う

問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
更
に
華
北
で
は
科
差
の
基
準
と
し
て
、
筆

中
・
華
南
で
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
い
門
戸
の
上
下
と
い
う
こ
と
が
非
常

に
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
明
代
華
北
の
役
法
の
一
特
色
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
綴
い
て
径
役
科
派
の
具
髄
的
内
容
を
論
じ
、
科
派
の
基
準
と
し
て

丁
・
田
の
ほ
か
に
事
産
が
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
具
健
的
に
九
等
の

戸
則
と
し
て
許
償
さ
れ
、
事
産
を
基
準
と
し
て
科
派
さ
れ
る
絡
役
は
、
戸
あ
る

い
は
門
を
以
っ
て
科
派
す
る
と
表
現
さ
れ
た
。
従
っ
て
均
箔
に
は
「
丁
均
係
」

と
「
門
均
循
」
が
あ
り
、
前
者
は
「
以
丁
出
役
者
」
、
後
者
は
「
以
戸
出
賞
者
」

と
表
現
さ
れ
、
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
筆
中

・
華
南
の
力
差
、
銀
差
で
あ
り
、
こ
れ

が
後
に
「
了
銀
」
、
「
門
銀
」
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
引
紛

い
て
門
銀
の
貫
態
に
つ
い
て
論
じ
、
街
役
負
摺
の
上
で
門
銀
が
か
な
り
重
要
な

比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
こ
の
門
銀
及
び
了
銀
科
派

の
基
準
と
な
っ
た
戸
則
が
、
そ
れ
自
慢
不
正
確
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
に
膏

吏
や
豪
強
戸
の
不
正
行
震
に
よ
っ
て
公
正
を
紋
く
こ
と
と
な
っ
た
た
め
に
、
陵

昧
な
資
産
の
許
償
を
止
め
て
、
直
接
に
国
土

・
人
丁
数
に
基
づ

い
て
科
派
し
よ

う
と
い
う
傾
向
が
生
れ
る
。
や
が
て
こ
の
傾
向
を
基
礎
に
し
て
、
様
々
な
反
封

論
を
押
切
っ
て
門
銀
を
腹
止
し
、
代
っ
て
地
畝
鍛
に
基
づ
く
地
銀
を
科
派
し
、

戸
等
を
綴
止
し
て
一
律
に
人
丁
に
了
銀
を
科
仮
す
る
こ
と
、
卸
ち
循
役
を
丁
地

に
均
仮
す
る
一
傑
鞭
法
が
成
立
し
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、

の
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中
園
で
は
一
般
に
雨
税
法
の
賞
施
以
来
、
課
税
の
基
準
と
な
っ
た
も
の
は
主
と

し
て
国
土
と
人
丁
と
で
あ
っ
た
が
、
華
北
に
お
い
て
戸
を
封
象
・
基
準
と
す
る

課
税
が
残
っ
て
い
た
こ
と
は
、
よ
り
古
い
形
態
の
残
存
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

い
わ
ば
租
庸
調
制
の
遺
制
と
も
考
え
ら
れ
、
華
中

・
華
南
に
比
し
て
華
北
の
後

進
性
を
示
す
一
謹
左
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
結
ん
で
お
ら
れ
る
。

氏
の
論
文
は
華
北
の
役
法
の
特
質
を
明
代
全
般
に
わ
た
っ
て
考
察
さ
れ
た
労

作
で
あ
る
が
、
一
つ
疑
問
貼
が
あ
る
。
そ
れ
は
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
華
北
で
は
戸
あ
る
い
は
門
と
い
う
も
の
が
箔
役
賦
課
の
基
準

・
封
象
と
し

て
非
常
に
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
戸
等
が
腹
止

さ
れ
、
ま
た
門
銀
が
廃
止
さ
れ
た
の
に
は
如
何
な
る
問
題
が
あ
、っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
吏
膏
や
豪
張
戸
の
不
正
行
震
と
い
う
問
題
だ
け

で
な
く
そ
の
背
後
に
は
も
っ
と
重
大
な
華
北
全
慢
に
か
か
わ
る
粧
曾
経
済
的
襲

化
が
存
在
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
の
が
次

に
と
り
あ
げ
た
い
と
思
う
片
岡
氏
の
論
文
で
あ
る
。

氏
の
こ
の
論
文
に
お
け
る
中
心
論
鮎
は
、
華
北
の
一
篠
鞭
法
を
、
園
家
権
力

に
よ
る
農
民
支
配
|
牧
奪
僅
系
|
の
強
化
の
側
面
よ
り
把
握
し
、
現
賞
の
土
地

所
有
関
係
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
黙
に
あ
る
。
政
治
的
統
一
ー
を
な
し
と
げ

た
明
王
朝
が
、
そ
の
経
済
的
基
礎
を
確
立
す
る
た
め
に
直
面
し
た
問
題
は
、
永

年
の
融
制
飢
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
農
村
を
再
建
し
、
農
業
生
産
力
を
回
復
さ
せ
、

同
時
に
村
落
支
配
機
構
を
再
編
制
す
る
と
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
具
鍾
的

政
策
と
し
て
、
氏
は
徒
民
政
策
お
よ
び
星
甲
制
の
施
行
と
い
う
問
題
を
と
り
あ

げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
華
北
で
は
、
こ
の
徒
民
政
策
が
か
な
り
大
規
模
に
行
わ
れ

永
集
中
期
ご
ろ
ま
で
断
績
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
明
王
朝
は
王
朝
自
穫
が

地
主
的
土
地
所
有
の
否
定
の
上
に
成
立
し
た
権
力
で
な
い
以
上
、
政
策
が
土
地

集
中
化
の
進
行
を
阻
止
す
る
方
向
に
お
い
て
途
行
さ
れ
る
と
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
荒
地
の
開
墾
に
よ
っ
て
生
産
力
を
回
復
さ
せ
、
同
時
に

税
役
負
援
者
と
し
て
の
農
民
を
確
保
す
る
と
い
う
所
期
の
目
的
は
達
し
た
、
と

さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
徒
民
政
策
に
よ
っ
て
華
北
の
土
地
所
有
闘
係
に
は
新

ら
し
い
餐
化
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
北
方
特
有
の
大
畝
、
小
畝
に
関
連
し
た
問
題

で
あ
る
。
明
初
、
北
方
の
諸
州
豚
で
は
土
着
民
が
占
有
し
た
土
地
は
舵
地
と
呼

ば
れ
、
頃
畝
の
慶
い
土
地
で
あ
り
、
後
、
徒
民
政
策
に
よ
り
移
住
し
た
山
険
地

方
の
無
田
の
農
民
が
占
め
た
土
地
は
、
頃
畝
の
狭
い
小
畝
の
土
地
で
こ
れ
を
屯

地
と
稽
し
、
星
甲
の
編
制
は
こ
う
し
た
頃
畝
の
不
均
等
を
容
認
し
た
形
で
行
わ

れ
た
。
そ
し
て
枇
地
は
概
ね
近
郭
の
上
地
で
、
屯
地
は
遠
郊
の
中
地
、
下
地
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
土
地
所
有
の
不
均
等
に
加
え
て
華
北
特
有
の
地
域
的
特

質
i
土
地
の
低
生
産
性
を
原
因
と
し
て
農
民
の
階
層
分
化
が
不
断
に
進
行
し
、

世
地
の
大
土
地
所
有
者
と
、
位
地
の
小
農
民
お
よ
び
屯
民
と
の
封
立
関
係
が
褒

展
し
、
流
民
問
題
が
生
れ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
、
華
北
に
お
い
て
貨
幣
経
済

の
震
展
と
商
品
生
産
の
展
開
に
よ
り
農
民
層
の
分
化
が
促
進
せ
ら
れ
る
以
前

に
、
す
で
に
塁
甲
制
纏
制
の
崩
援
が
遂
行
し
つ
つ
あ
っ
た
背
中
質
を
示
す
も
の
で

あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
し
て
、
明
末
、
華
北
に
お

い
て
も
一
篠
鞭
法
が
質
施
さ
れ
る
が
、
農
民
屠
の
分
化
と
、
土
地
集
中
の
進
行

の
過
程
で
打
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
税
制
改
革
は
、
こ
の
た
め
に
複
雑
多
岐
な
方

法
と
内
容
を
も
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
こ
か
ら
地
主
層
の
利
袋
を
代

癖
し
た
如
き
一
係
鞭
法
反
謝
論
も
出
て
来
る
が
、
蕗
暦
年
聞
に
入
る
と
、
概
ね

抵
抗
な
く
受
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
と
の
法
が
よ
り
地
方
の
質
情
に
卸
し

た
内
容
と
方
法
を
具
え
た
も
の
と
な
っ
た
こ
と
、
印
ち
徴
税
方
法
の
合
理
化
が

行
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
が
、
今
一
つ
更
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
「
土
地
へ
の
負
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携
の
増
加
が
地
主
層
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
重
大
な
意
味
を
持
ち
得
な
く
な
っ
た
こ

と
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
明
末
に
お
け
る
生
産
力
の
上
昇
と
い
う
事
賓
が
存
在
す

る
と
考
え
ら
れ
る
」
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
江
南
に
お
け
る
綿
布
生
産

の
設
展
に
伴
っ
て
、
華
北
で
は
穀
物
栽
培
に
は
向
か
な
い
斥
歯
の
地
が
棉
花
栽

培
に
は
泊
し
て
い
る
と
い
う
駄
を
利
用
し
て
、
明
末
、
棉
作
が
普
及
し
、
華
北

の
農
業
生
産
力
を
飛
躍
的
に
増
大
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
棉
作
を

中
心
に
地
主
経
営
が
畿
燥
す
る
が
、
江
南
の
地
主
制
が
不
夜
地
主
化
の
方
向
を

と
り
つ
つ
あ
っ
た
の
に
封
し
、
華
北
で
は
気
候
や
地
質
係
件
が
問
問
る
た
め
一

定

の
牧
盆
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
地
主
が
直
接
経
営
に
参
加
す
る
直

営
地
と
小
作
地
と
を
あ
わ
せ
た
地
主
経
営
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
お

ら
れ
る
。

氏
が
こ
の
論
文
で
提
出
さ
れ
た
、
一
係
縦
法
を
園
家
地
力
に
よ
る
農
民
支
配

|
枚
奪
盟
系
の
強
化
と
い
う
側
面
よ
り
把
揮
し
よ
う
と
い
う
鯛
鮎
は
、
従
来

の
研
究
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
制
度
史
的
側
面
の
迫
求
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と

に
謝
し
て
新
ら
し
い
方
向
を
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
に

華
北
の
土
地
所
有
に
附
し
て
、
従
来
、
抽
出
然
と
明
初
は
零
細
自
作
農
が
量
的
優

位
を
占
め
て
い
た
と
さ
れ
て
い
た
の
に
封
し
て
、
早
く
も
明
初
に
お
い
て
里
甲

制
の
内
部
に
復
雑
な
封
抗
閥
係
の
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
貼
は
高
く

評
領
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
一
係
鞭
法
と
土
地
所
有
関
係
と
の
関
連
の
追
求
と

い
う
鮎
で
は
必
ず
し
も
具
健
的
で
は
な
い
。

特
に
土
地
所
有
関
係
の
製
化
を
示

す
段
民
腐
の
分
化
を
氏
は
陥
所
で
論
じ
ら
れ
、
そ
の
具
般
的
な
表
れ
と
し
て
の

流
民
の
護
生
が
既
に
宣
徳
年
間
に
枇
禽
問
題
化
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
と
こ

ろ
で
一
保
鞭
法
の
寅
施
さ
れ
た
頃
の
明
末
の
農
民
層
の
分
化
と
宣
徳
頃
(
明

初
)
の
そ
れ
と
全
く
同
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
華

北
の
気
候
傑
件
の
苛
烈
さ
、
或
い
は
土
地
の
低
生
産
性
と
い
う
地
滅
的
自
然
的

特
質
に
重
貼
を
置
き
過
ぎ
て
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
、
華
北
に一

篠
鞭
法
が
普
及
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
明
末
に
お
け
る
生
産
力
の
上
昇
に

よ
り
地
主
層
が
土
地
へ
の
負
掘
の
増
加
を
さ
ほ
ど
重
大
と
感
じ
な
く
な
っ
た
た

め
だ
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
貼
に
闘
し
て
も
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
今
は

燭
れ
な
い
と
し
て
、
こ
の
理
由
は
一
係
鞭
法
が
普
及
す
る
理
由
と
は
な
り
得
て

も
、
何
故
に
循
役
を
土
地
に
課
税
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
っ
た
の
か
、
即
ち

「
丁
地
共
波
」
と
い
う
篠
鞭
の
主
要
な
方
式
が
華
北
に
お
い
て
も
な
ぜ
強
硬
な

反
封
論
が
あ
り
な
が
ら
採
用
さ
れ
た
の
か
と
い
う
必
然
性
が
積
極
的
に
は
説
明

で
き
な
い
と
思
う
c

や
は
り
そ
れ
は
土
地
所
有
閥
係
の
幾
化
そ
の
も
の
か
ら
説

明
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か。

最
後
に
岩
見
氏
の
論
文
を
と
り
上
げ
る。

氏
の
こ
の
論
文
の
主
要
目
的
は
、

内
藤
湖
南
博
士
の
奮
裁
に
か
か
る

「
山
東
経
曾
録
」

な
る
書
物
を
紹
介
す
る
と

と
も
に
、
こ
の
書
物
に
よ
っ
て
知
り
得
る
山
東
の
税
制
を
、
特
に
一
機
鞭
法
に

限
定
し
て
、
従
来
の
研
究
で
は
知
ら
れ
な
か
っ
た
特
徴
を
紹
介
、
解
説
す
る
に

あ
る
。

氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
特
徴
で
、
筆
者
が
特
に
興
味
を
ひ
か
れ
る
貼
が

二
つ
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
税
糧
面
の
一
係
鞭
法
で
、
こ
の
法
が
三
等
九
則
の

法
と
封
比
さ
れ
て
問
題
に
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
戸
等
を
無
親
し
一
係
と
し
て
課

税
す
る
方
法
が
一
傑
鞭
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
鮎
で
あ
る
。
し
か
し
宮
際
の
税
糧

徴
納
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、
税
糧
制
間
賞
て
の
均
等
化
と
、
戸
等
の
一
際
化
と

は
相
臨
じ
た
も
の
と
さ
れ
る
の
は
全
く
そ
の
通
り
だ
と
思
-
つ
。
従
っ
て
従
来
の

一
傑
鞭
法
の
解剛停止
ゼ
醐
買
え
る
も
の
で
は
な
い
か
、
戸
等
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い

る
鮎
に
は
興
味
が
ひ
か
れ
る
。
も
う
一
黙
は
役
の
面
の
一
篠
鞭
法
で
、
均
倍
中

の
銀
差
の
み
が
一
篠
化
さ
れ
、
力
差
が
残
存
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
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と
で
あ
る
。
こ
の
黙
で
は
、
銀
差
・
力
差
の
一
本
化
、
即
ち
絡
役
の
全
面
的
銀

納
化
を
単
純
に
一
係
鞭
法
の
賓
施
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
と
い
わ
れ
る

氏
の
意
見
に
は
充
分
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
誠
に
不
十
分
で
は
あ
る
が
こ
の
論
叢
に
牧
め
ら
れ
た
役
法
関
係
の
論

文
を
紹
介
し
て
来
た
が
、
終
り
に
一
言
、
最
近
の
役
法
史
研
究
に
つ
い
て
筆
者

の
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
去
年
の
史
皐
雑
誌
の
「
回
顧

と
展
望
」

(七一

の
五
)
で
寺
田
隆
信
氏
の
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
関
連
す
る
こ

と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
最
近
の
明
代
役
法
史
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
制
度
史
的

側
面
の
解
明
は
盆
々
精
鍛
さ
を
加
え
た
が
、
他
方
、
園
家
権
力
に
よ
る
農
民
の

支
配
H
収
奪
樫
系
の
中
で
役
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
荷
っ
た
の
か
と
い
う
貼
の

解
明
と
な
る
と
全
く
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
貼
か
ら
い
え
ば
、
役
と
税
糧
を
従
来
全
く
別
個
の
問
題
と
し

て
研
究
し
て
き
た
|
そ
こ
に
は
史
料
的
制
約
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
|
研
究
方

法
も
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
題
が
一
朝
に
し
て
解
決
で
き
る
と

は
恩
わ
な
い
が
、
役
法
史
研
究
に
閥
心
を
も
つ
も
の
と
し
て
最
近
の
研
究
動
向

に
必
ら
ず
し
も
全
面
的
に
賛
意
を
持
ち
え
な
い
と
と
か
ら
、
自
分
な
り
の
反
省

の
気
持
を
率
直
に
述
べ
た
。

最
後
に
筆
者
の
浅
撃
の
故
に
諸
先
皐
の
論
旨
を
十
分
に
理
解
せ
ず
‘
誤
讃
、

誤
解
に
基
づ
い
て
あ
ら
ぬ
評
言
を
下
し
た
貼
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
恐
れ
る
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
は
御
寛
恕
を
請
う
と
同
時
に
、
御
批
剣
、
御
教
示
く
だ
さ
る

こ
と
を
お
願
い
し
て
筆
を
捌
く
。
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こ
の
鮎
に
関
し
て
は
山
崎
武
治
「
一
篠
鞭
法
の
創
行
に
つ
い
て
」

(
立
命
館
文
事
一
五
二
〉
、
藤
井
宏
「
創
行
期
の
一
傑
鞭
法
|
侍
漢

匡
の
上
言
を
め
ぐ
る
諸
問
題
|
」
(
北
大
文
事
部
紀
要
九
)

が
あ

る
。
こ
こ
で
山
崎
氏
は
、
「
一
篠
鞭
法
は
最
初
は
役
の
み
を
改
革
の

封
象
と
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
税
糧
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
藤
井
氏
は
反
封
を

唱
え
、
最
初
か
ら
税
糧
も
封
象
に
な
っ
て
い
た
と
主
張
さ
れ
る
。
し

か
し
藤
井
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
史
料
で
は
、
こ
の
貼
に
閲
す
る
限
り
積

極
的
に
民
の
主
張
を
裏
づ
け
る
も
の
と
な
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
論
文
が
護
表
さ
れ
た
の
は
、
栗
林
氏
の

本
論
文
執
筆
の
直
前
、
直
後
の
こ
と
な
の
で
、
そ
の
成
果
を
以
っ
て

氏
の
論
文
を
批
評
し
た
傾
き
が
あ
る
黙
ど
う
か
御
諒
恕
を
お
願
い
し

た

い

。
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本
書
の
内
容
は
、
標
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
八
六
二
年
か
ら
七
四

年
に
至
る
時
期
の
中
園
に
お
け
る
米
英
雨
園
汽
船
曾
枇
の
企
業
競
争
の
推
移
を

た
ど
り
、
関
係
曾
祉
の
文
書

・
書
簡
等
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
裏
面
史

を
も
含
め
て
そ
の
賓
慢
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
-
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
質


