
介
し
た
カ
シ
ュ
ガ
ル
H

ハ
l
ン
、
ヨ
ル
パ
ル
ス
の
二
ハ
六
二
年
の
殺
令
|
|
軍

事
行
動
な
ど
を
評
債
し
て
配
下
の
ベ
ク
に
ベ
シ
ュ
ケ
リ
ム
地
方
の
土
地
と
水
利

権
を
恩
賜
す
る
こ
と
を
告
布
し
た
も
の
ー
ー
を
、
オ
ア
シ
ス
祉
舎
の
あ
り
方
と

い
う
槻
院
か
ら
光
を
蛍
て
て
み
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
清
朝

支
配
期
に
先
行
す
る
カ
シ
ュ
ガ
ル
H

ハ
l
ン
圏
、
ホ
l
ジ
ャ
政
権
時
代
を
含

め
、
ウ
イ
グ
ル
民
族
社
舎
が
形
成
さ
れ
て
来
た
と
い
う
十
六
1
l
l
十
九
世
紀
の

カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
の
オ
ア
シ
ス
祉
曾
の
社
舎
構
造
上
の
基
本
的
性
格
を
一
一
暦
ふ
み

こ
ん
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
五
・
六
世
紀
南
イ
ン
ド
に
お
け
る
職
人
層
の

撞
頭
に
つ
い
て

辛

島

昇
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ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
期
(
一
一
一
一
一一一六
J
一
六
四
九
〉

の
タ
ミ
ル
語
刻
文
を
讃

ん
で
い
る
と
、
そ
の
時
代
の
イ
ン
ド
半
島
東
南
岸
の
タ
ミ
ル
地
方
で
、
手
工
業

が
設
展
し
た
様
子
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、
手
工
業
に
関

係
す
る
税
目
の
検
討
か
ら
も
言
い
う
る
が
、
こ
の
報
告
で
は
、
織
布
工
で
あ
る

カ
イ
コ
1
ラ
と
鍛
冶
工
で
あ
る
カ
ン
マ

l
ラ
の
権
利
に
つ
い
て
記
す
、
そ
れ
ぞ

れ
五
つ
の
刻
文
(
十
五
・
六
世
紀
〉
を
取
り
上
げ
て
、
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

初
め
の
五
刻
文
は
、
タ
ミ
ル
地
方
中
部
の
カ
イ
コ

l
ラ
遼
が
、
特
別
の
機
曾

に
輿
に
乗
り
法
螺
貝
を
吹
く
権
利
を
地
方
領
主
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
、

後
の
五
刻
文
は
、
同
地
方
の
カ
ン
マ

l
ラ
逮
が
、
地
主
屠
に
よ
っ
て
課
さ
れ
て

い
た
三
つ
の
特
別
税
を
菟
除
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
雨
者
の
場
合
と

も
、
そ
れ
ら
の
権
利
は
、
先
ず
タ
ミ
ル
地
方
北
部
で
認
め
ら
れ
、
そ
れ
が
中
部

に
ま
で
お
し
貫
け
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
期
の
多
く
の
タ
ミ
ル
語
刻
文
か
ら
は
、
王
に
忠
節
を
誓

う
地
方
領
主
が
、
職
人
達
を
寺
領
に
住
み
つ
か
せ
て
庇
護
を
輿
え
た
様
子
を
も

見
て
取
れ
る
が
、
こ
こ
で
検
討
す
る
十
刻
交
は
、
十
五
・
六
世
紀
に
お
け
る
職

人
層
の
撞
頭
が
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
園
の
夕
、
ミ
ル
地
方
支
配
の
進
展
と
密

接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
首
然
の
こ
と

な
が
ら
、
営
時
の
商
業
、
と
く
に
外
園
貿
易
の
設
展
と
も
深
く
関
連
す
る
も
の

で
あ
る
。

清
末
の
経
世
思
想
と
経
世
皐

-181ー

大

谷

敏

夫

清
末
の
経
世
思
想
研
究
は
、
賀
長
齢
に
代
っ
て
貌
源
が
編
纂
し
た
「
皇
朝
経

世
文
編
」
を
も
っ
て
始
ま
る
。
「
経
世
文
編
L

編
纂
は
、
こ
の
賀
氏
の
「
経
世

文
編
」
を
モ
デ
ル
と
し
て
清
末
ま
で
経
績
し
て
行
な
わ
れ
た
。
こ
こ
に
経
世
思

想
研
究
は
、
経
世
皐
と
い
う
一
つ
の
皐
術
分
野
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
貌

源
は
そ
の
著
の
中
で
、
「
皐
篇
」
「
治
篇
」
と
い
う
項
目
を
設
け
た
が
、
経
世

間
学
を
治
拳
と
し
て
重
視
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
が
あ
る
。
貌
源
は
、
「
公
羊

皐
」
を
そ
の
思
想
的
根
嬢
と
し
た
が
、
こ
の
「
公
羊
皐
」
の
も
つ
嬰
革
理
論
は

致
源
以
後
の
公
羊
翠
者
に
受
け
つ
が
れ
、
最
終
的
に
康
有
盛
岡
の
皐
術
に
継
承
さ

れ
た
。
し
か
し
こ
の
流
れ
と
は
相
互
に
関
連
し
つ
つ
腫
制
数
皐
で
あ
っ
た
朱
子

皐
に
経
世
間
概
念
を
加
味
し
た
も
の
も
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
曾
園
藩
に
よ
っ
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て
始
め
ら
れ
た

「義
理
経
世
皐
」
で
あ
る
。
曾
園
藩
は
桐
減
一
阪
の
文
人
の
主
張

す
る
義
理
・
僻
章

・
考
援
に
経
済
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
理
空
論
化
し
た

宋
獲
を
賀
践
的
数
皐
に
鱒
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
曾
園
藩
の
経
世

間
学
は
、
そ
の
後
張
之
洞
の
思
想
に
も
縫
承
さ
れ
て
い
く
。
と
こ
ろ
で
曾
園
藩
の

綬
世
思
想
は
、
貌
源
の
賞
用
思
想
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
く
、
ま
た
曾
園
藩
の
傘

敬
し
た
陶
溺

・
林
則
徐
等
の
経
世
官
僚
は
、
い
ず
れ
も
貌
源
を
森
友
と
し
た
こ

と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
清
末
の
経
世
皐
及
び
経
世
撃
者
は
相
互
に
深
い
つ
な
が

り
が
あ
っ
た
。
清
末
の
経
世
思
想
及
び
経
世
皐
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
清
末
の

政
治
思
想
及
び
政
策
及
び
政
治
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
鍵
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

連例
代
の
北
新
開
と
杭
州

香

坂

閏
Eヨ

市己

明
清
時
代
、
大
運
河
や
長
江
等
の
主
要
交
通
路
の
要
衝
に
は
、
紗
閥

・
常
闘

が
設
置
さ
れ
、
流
通
過
程
に
あ
る
船
隻
・
物
質
を
封
象
と
す
る
徴
課
を
行
っ
て

い
た
。
清
代
に
あ
っ
て
は
、
関
税
牧
入
は
堕
課
と
共
に
戸
部
の
重
要
財
源
を
な

し
て
い
た
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
園
家
の
関
税
枚
入
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る

牧
奪
H
H
時
人
の
認
識
で
は
そ
の
十
倍
前
後
と
い
う
H
が
流
通
過
程
か
ら
吸
い
上

げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
巨
額
の
牧
奪
は
、
嘗
時
の
商
品
流
通

に
、
ひ
い
て
は
嘗
時
の
経
済
と
そ
の
展
開
に
封
し、

深
刻
且
つ
重
大
な
影
響
を

輿
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
問
題
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
差
異
の
顕
著
な
各
闘
の
個
別
的
研
究
を

進
め
、
諸
閥
相
互
の
関
連
を
考
察
し
、
庚
狭
域
に
わ
た
る
商
品
流
通
の
寅
態
を

解
明
し
、
こ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
開
制
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

筆
者
は
そ
の
試
み
と
し
て
、
蘇
州
郡
野
関
と
准
安
闘
に

つ
き
若
干
考
察
し
た
こ

と
が
あ
る
が
、

今
回
は
大
運
河
最
南
端
、
杭
州
北
郊
の
北
新
関
を
取
り
上
げ
、

杭
州
の
地
が
江
蘇
南
部
・
安
徽
東
部

・
江
西
東
部

・
一幅
建

・
庚
東
の
諸
地
方
と

水
陸
雨
路
に
よ
り
直
接
関
接
に
連
な
り
、
こ
れ
ら
の
地
と
大
運
河
を
結
び
つ
け

る
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
著
名
な
杭
州
の
絹
業
が
省

減
と
周
遊
地
域
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
省
時
酬
を
中
心
と
す
る
日
常
的

な
狭
域
の
流
通
園
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
、
北
新
開
は
大
闘
の
他
に
六
関
七
務

十
門
八
口
牡
と
い
わ
れ
る
媛
貼
を
有
し
、
庚
狭
爾
域
に
わ
た
る
一商
品
流
通
を
把

握
し
、
そ
こ
か
ら
年
額
十
五
世
間
関
程
の
正
額
一蹴徐
を
確
保
し
て
い
た
こ
と
、
こ

れ
に
封
抗
し
て
商
民
が
種
々
の
封
策
を
講
じ
て
い
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
考
察

し
た
い
。

-182ー

宋
代
の
戸
と
口

梅

原

有日

周
知
の
よ
う
に
、
宋
代
三
百
年
の
戸
口
統
計
は
一
封
二
と
、
他
の
時
代
と
甚

だ
違
う
比
率
を
残
す
。
わ
が
園
で
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
男
女
全
戸
口
記
載
を

原
則
と
し
な
が
ら
、
漏
口
そ
の
他
の
原
因
で
こ
う
し
た
結
果
を
招
く
と
い
う
設

と
、
男
口
の
み
の
数
値
と
い
う
設
が
樹
立
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中

園
に
お
い
て
も
根
強
い
男
女
全
日
現
か
存
す
る
。

今
回
の
報
告
に
お
い
て
、
私
は
従
来
燭
れ
ら
れ
な
か
っ
た
二
、
三
の
史
料
を


