
害

言李

九
八

い
て
解
こ
う
と
す
る
も
の
で
、
渡
邊
氏
の
所
論
を
嚢

展
的
に
縫
承
す
る
と
共
に
、
最
近
學
界
の
要
求
に
答

え
る
も
の
と
晶
編
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
部
民
の
瀬
型

が
政
治
史
的
肚
舎
纏
濟
史
的
に
把
握
さ
れ
た
結
朱
、

そ
れ
ぞ
れ
の
灘
…
型
の
隊
隅
史
的
意
難
制
が
注
識
献
に
上
り
、

古
代
史
の
再
構
威
が
浄
彫
り
に
さ
劇
て
來
る
。
q
り
の

品
部
に
あ
っ
て
は
、
伴
渣
の
私
民
に
近
い
品
部
か
ら
、

氏
（
う
ち
）
に
で
は
な
く
官
司
に
隷
鳩
す
る
品
部
へ

と
嚢
展
す
る
と
さ
れ
、
　
「
官
尉
剃
の
成
熟
」
と
し
て

定
義
ず
け
ら
れ
る
（
三
八
頁
以
下
）
o
．
②
の
竜
倉
に

お
い
て
は
勢
働
奴
隷
制
の
屯
倉
や
筏
役
制
あ
屯
倉
よ

り
貢
納
地
魑
と
し
て
の
屯
倉
へ
の
推
移
が
考
え
ら
れ

（
六
三
頁
）
、
そ
れ
は
「
大
和
國
家
が
塁
室
直
轄
額
貴

族
直
轄
領
を
、
木
來
は
治
外
法
椛
的
な
國
造
領
の
中

に
敷
設
し
て
ゆ
き
、
，
総
量
と
し
て
大
利
農
家
の
直
轄

，
支
醜
が
粂
國
化
し
て
ゆ
く
過
程
」
（
六
一
頁
）
に
祁
慮

ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
「
私
有
地
民
捌
の
糞
展
」
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
㈹
の
子
代
名
代
と
部
曲
に

つ
い
て
は
、
「
そ
の
嚢
改
の
契
機
が
村
落
の
外
か
ら
、

そ
し
て
氏
族
制
的
証
係
を
打
破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

威
帰
し
て
下
る
」
（
八
二
頁
）
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
、

こ
れ
ま
た
「
私
有
地
民
捌
の
嚢
展
」
の
一
面
と
し
て

理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
大
化
前
代
は
政
治
史
的
に

は
官
瑚
鋼
を
、
無
理
輕
濟
史
的
に
は
土
端
及
び
人
聞

所
有
を
基
軸
と
し
て
展
…
捌
す
る
と
さ
劇
る
。
需
を
換

え
れ
ば
、
「
官
僚
的
な
統
一
支
配
の
成
熟
」
と
「
大
和

朝
猛
の
直
轄
領
の
撰
大
」
（
八
七
頁
）
と
で
あ
っ
て
、

こ
の
見
解
に
立
つ
時
、
大
化
改
新
は
歴
史
の
鋤
き
の

必
然
の
結
呆
と
し
て
容
易
に
理
解
で
き
、
又
そ
の
意

義
も
明
確
と
な
る
。
大
化
改
新
の
木
質
に
つ
い
て
、

か
つ
て
二
黒
　
を
支
醜
し
た
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
エ
ン
テ
ォ

リ
三
雲
解
騨
を
寛
服
す
る
た
め
の
一
つ
の
支
柱
’
を
與

え
た
の
で
あ
っ
て
（
二
五
四
頁
）
、
こ
れ
も
二
五
b
の
持
・

つ
最
も
大
き
な
功
績
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
歴
史
の
嚢

展
性
に
封
ず
る
こ
の
よ
う
な
認
識
は
律
令
制
と
部
民

制
と
の
聯
關
に
つ
い
て
の
考
察
（
八
八
i
九
二
頁
）

に
も
見
ら
れ
る
。
こ
」
で
は
、
羅
停
令
官
制
は
躍
・
な
る

店
剃
の
摸
倣
で
は
な
内
「
晶
部
制
を
下
級
組
織
と

し
て
そ
の
上
に
官
僚
貴
族
群
の
爲
の
閥
等
官
澗
を
置

い
た
」
（
八
九
頁
）
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
快
に
論
詮

さ
れ
た
9

　
な
お
論
ず
べ
き
問
題
は
澤
山
残
っ
て
い
る
が
、
・
紙

敷
を
越
え
た
の
で
残
念
な
が
ら
簿
を
摺
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
以
上
の
拙
論
が
概
ね
櫨
罪
一
二
欄
丈
「
都
．
民
の
研

究
」
ド
に
集
堅
し
、
維
篇
「
大
和
國
家
の
軍
事
的
基

礎
」
に
及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
評
者
の
不

手
際
に
よ
る
。
著
者
な
ら
び
に
護
者
諮
賢
に
深
く
お

わ
び
し
た
い
。

　
（
昭
魂
二
四
年
七
隣
〃
思
索
祉
刊
、
A
5
、
三
五
八

　
　
頁
四
二
〇
岡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
‘
一
i
直
木
孝
次
郎
一

村
田
微
之
露
寒

　
「
エ
ー
ゲ
文
明
の
研
究
」

　
エ
ー
ゲ
の
美
術
品
は
漸
く
十
九
世
紀
末
に
初
あ
て

謀
殺
さ
九
●
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
給
画
に
現
は
れ

た
軽
快
な
飛
駅
や
可
憐
な
風
欝
や
ま
た
洗
練
ざ
れ
■
た

色
彩
ど
意
匠
な
ど
に
よ
っ
て
ど
こ
か
臓
本
人
の
感
墨

に
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ら
し
く
殊
に
美
術
家
逡

の
間
で
皐
く
か
ら
好
ま
れ
ま
た
愛
さ
れ
て
き
た
。
と

い
ふ
こ
と
．
は
云
い
か
え
れ
ば
エ
ー
グ
丈
明
は
一
般
に

は
藝
術
的
關
心
の
封
象
と
し
て
と
『
ま
っ
て
．
い
た
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
歴
史
上
の
慧
義
或
は
問
題
の
祈
衣

は
殆
ん
ど
未
開
拓
の
分
野
と
し
て
残
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
も
と
も
と
渡
見
研
究
が
極
め
て
最
近
の
成

果
で
あ
る
が
爲
に
、
我
が
國
に
於
て
は
時
問
的
に
も

拘
取
P
紐
み
に
く
い
聯
帯
で
あ
っ
た
が
、
更
に
費
物

親
祭
不
能
な
H
本
の
酉
隊
美
事
史
及
び
考
古
學
研
究

（　241　）



に
於
け
る
一
般
的
困
難
が
大
き
な
障
害
と
し
て
そ
の

蔚
に
存
在
し
て
い
た
。
此
の
曲
説
に
向
っ
て
ど
の
方

而
か
ら
分
析
の
手
を
つ
け
る
か
は
鏡
い
翼
だ
術
的
…
感
酊
覚

と
豊
欝
な
學
殖
と
を
併
せ
持
つ
入
に
よ
っ
て
の
み
可

能
な
こ
と
で
あ
っ
た
Q

　
村
田
教
授
の
　
「
エ
ー
ゲ
丈
嗣
バ
の
研
究
」
　
の
W
彼
蜘
衣
は

此
の
臓
の
み
に
て
も
頒
敬
す
べ
き
勢
浜
で
あ
P
、
ま

た
軍
に
エ
ー
ゲ
丈
明
の
最
初
の
學
問
的
研
究
で
あ
る

rこ

ﾆ
の
み
な
ら
ず
、
方
法
論
上
か
ら
も
貢
献
す
る
と

こ
ろ
が
多
い
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
シ
謀
り
ー
マ
ン
以
來
人
々
の
襟
を
正
し
め

る
諸
、
研
究
家
の
努
力
の
結
朱
、
現
左
の
段
階
に
於
て

は
、
　
エ
ー
ゲ
証
明
ハ
の
串
で
ク
レ
タ
丈
明
と
エ
ー
ゲ
丈

明
が
質
的
に
一
事
異
種
‘
と
し
て
考
え
直
す
必
要
が
あ

り
は
し
な
い
か
、
ま
た
そ
れ
と
食
事
し
て
ク
レ
ー

タ
、
ミ
ケ
ー
ネ
爾
丈
明
ま
た
雨
畜
を
含
む
エ
ー
ゲ
丈

事明
と
、
古
代
東
方
丈
明
或
は
ギ
リ
シ
ア
丈
明
と
の
醐

係
加
郷
割
、
　
即
ナ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
直
接
の
謝
臓
は
何
れ
に
．

み
る
べ
ぎ
か
と
い
う
火
き
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
、
世
界

史
の
問
題
に
義
血
が
定
立
さ
れ
る
（
鎮
一
論
丈
エ
τ

ゲ
丈
明
研
究
の
馨
晒
逡
史
）
o

　
し
か
る
に
贅
料
が
大
部
分
美
衛
の
額
域
に
限
ら
れ

未
だ
ク
レ
ー
タ
丈
寧
の
解
讃
さ
れ
な
い
現
左
、
方
法

は
お
の
つ
か
ら
美
衛
史
的
傾
向
を
と
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
此
虎
で
先
づ
美
術
史
は
如
上
の
撮
標
自
傷
の
鶯

に
、
埋
・
に
作
品
…
の
詳
細
な
鳳
蝶
城
黙
に
よ
る
叙
違
や
そ
の

　
　
　
メ
ヂ
イ
エ

素
材
や
技
法
の
研
究
に
と
穿
ま
ら
ず
、
更
に
様
式
乃

至
表
現
型
態
り
分
析
田
田
を
通
じ
て
ク
レ
タ
美
術
の

本
質
更
に
は
ク
レ
タ
入
の
心
性
把
握
に
及
び
、
し
か

、
る
後
ク
レ
タ
的
性
絡
…
の
近
鯨
と
蹄
囑
を
推
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
美
衝
史
は
精
紳
史
否
ひ
ろ
く
総
轄

的
歴
史
の
機
能
を
焚
謝
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
黙
に

ま
た
此
の
著
に
封
ず
る
殿
界
褒
賭
の
生
れ
る
理
由
が

予
想
せ
ら
れ
る
。
山
來
殊
に
美
術
家
側
に
於
け
る
美

術
史
に
封
ず
る
不
満
の
多
く
は
、
藝
術
創
作
に
か
製

わ
る
薄
畳
或
は
技
法
の
貼
に
何
ら
訴
え
る
と
こ
ろ
が

な
い
こ
と
に
封
し
て
な
さ
れ
た
。
予
想
せ
ら
れ
る
此

あ
著
え
の
不
満
も
ま
た
或
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
本
書
ぼ
よ
り
多
く
歴
史
心
的
意
圃
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る

時
、
か
え
っ
て
我
々
は
低
率
の
鮮
や
か
な
美
術
史
の

歴
史
學
的
騒
使
に
こ
そ
讃
美
を
塗
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
．

　
技
法
的
、
心
理
的
、
様
式
的
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
美

術
史
の
・
万
法
を
併
用
し
リ
エ
、
且
つ
考
古
學
や
宗
敷

心
理
學
に
よ
っ
て
推
論
に
補
足
を
加
え
そ
a
聞
に
印

象
主
義
や
碍
本
画
と
興
味
あ
る
比
較
を
は
さ
ん
で
、

結
局
エ
ー
ゲ
丈
明
と
ミ
ケ
ー
ネ
丈
明
は
異
質
の
も
の

で
あ
る
こ
と
、
即
ち
ク
レ
ー
タ
人
は
エ
ー
ゲ
化
せ
る

古
代
東
方
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
性
は
古
代
東
方
的

な
非
論
理
的
心
性
の
エ
ー
ゲ
世
界
化
で
あ
っ
だ
、
そ

し
て
ミ
ケ
ー
ネ
前
明
と
は
論
理
性
を
そ
の
本
性
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
質
に
お
い
て
奈
く
細
反

す
る
と
推
論
さ
れ
る
Ω

　
し
か
ら
ば
ギ
リ
シ
ア
丈
明
に
…
封
し
て
、
な
ほ
統
一

髄
と
し
て
の
エ
ー
ゲ
薄
明
を
認
め
る
こ
と
が
出
來
る

か
否
か
、
此
め
問
題
に
織
し
て
は
ク
レ
τ
タ
及
び
ミ

ケ
ー
ネ
丈
明
は
本
一
性
に
お
い
て
穿
は
な
く
て
、
・
歴
史

的
形
成
と
し
て
一
つ
の
．
山
立
ゲ
証
明
を
ギ
リ
シ
ア
丈

明
に
起
し
て
封
立
さ
せ
る
こ
と
が
戯
照
る
と
結
語
さ

れ
．
る
の
で
あ
る
。
最
後
り
推
論
に
際
し
て
は
政
治
的

・
風
土
的
。
，
靴
墨
経
済
的
差
異
を
も
考
慮
に
入
れ
る

周
到
さ
を
示
さ
れ
て
い
る
（
第
二
総
量
ク
レ
タ
丈
明

の
性
絡
）
。

實
物
を
親
察
す
る
機
會
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
は

近
衛
史
或
は
考
古
雄
・
に
携
は
る
考
に
は
購
い
の
け
る

こ
と
の
田
來
な
．
い
不
安
と
宿
命
的
な
限
界
を
感
じ
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
Q
靴
の
困
難
を
い
さ
さ
か
で
も
打

開
し
よ
う
と
す
る
揚
含
、
そ
の
方
法
と
し
て
は
縦
威
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書

評

一
〇
〇

あ
る
外
國
研
究
の
綿
蜜
な
滲
照
が
必
要
で
あ
る
。
或

は
感
壁
の
み
に
頼
ら
な
い
で
可
能
な
限
り
塑
化
あ
る

掘
察
例
え
ば
、
題
材
の
心
理
的
解
繰
を
重
ん
ず
る
が

如
き
方
向
を
と
る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
制

約
さ
れ
た
環
鏡
に
あ
っ
て
は
寧
ろ
そ
れ
「
こ
そ
正
道
と

琉
倣
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
此
の
エ
ー
ゲ
丈
明
史
は

そ
の
洛
錐
の
上
の
努
力
の
所
産
で
も
あ
り
、
こ
の
方

法
が
し
か
も
大
ぎ
な
歴
史
學
的
役
割
を
果
す
こ
と
に

ま
で
飛
躍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
狗
自
な
生
命
を
獲
得

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
鎮
三
論
…
丈
「
ク
ー
レ
タ
の
『
プ
リ
ー
ス
ト
キ
ン
グ
』

土
葬
に
つ
い
て
」
第
四
黒
田
「
ミ
ケ
工
率
の
醇
、
英
雄

崇
舞
b
に
つ
い
て
」
．
第
五
論
丈
「
メ
ガ
ロ
ン
考
」
は

い
ず
れ
も
既
龍
山
表
の
も
の
に
加
一
筆
さ
れ
た
も
の
で
エ

ー
ゲ
丈
明
　
の
木
質
㎞
解
明
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ヨ
ヘ
ロ

嵐嚇

ｵ
て
い
る
。
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
題
目
の
販
扱
い

は
、
や
エ
も
す
れ
ば
欝
的
な
扁
弛
握
に
絡
u
り
日
子
い
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
諸
訳
丈
は
一
般
層
の
歴
史
的
推

移
と
聞
潰
し
つ
エ
、
生
成
の
鋤
的
な
面
を
も
あ
と
ず

け
て
い
る
。
此
の
騰
…
に
も
請
凹
面
は
一
つ
の
榊
幌
飾
W
的
な

川
蝉
を
學
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
　
．

　
内
容
の
豊
か
な
本
丈
に
加
え
て
、
厳
し
美
し
い
爲

眞
の
歎
葉
が
は
さ
ま
れ
て
い
た
ら
、
讃
者
に
と
っ
て

此
の
縦
な
い
喜
び
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
樽
版
に
期

待
し
た
い
。
ま
た
、
細
れ
た
欧
洲
の
．
藝
術
晶
に
再
び

簡
輩
に
接
し
得
る
H
の
近
か
ら
ん
こ
と
を
署
者
と
共

に
所
り
た
い
。
　
（
昭
灘
二
四
年
五
月
三
十
揃
、
弘
丈

・
量
刊
、
ム
5
、
三
〇
四
買
、
二
五
〇
圓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
衣
笠
　
　
茂
－

重
澤
俊
郎
著

原
始
儒
家
思
想
と
経
學

　
木
書
は
脚
質
の
支
那
哲
學
史
に
鉋
足
ら
ず
、
腔
會

～
的
基
礎
と
轡
接
に
關
塗
せ
し
め
た
一
五
學
と
し
て
の

支
那
思
惣
史
を
提
唱
す
る
著
者
が
、
　
「
原
始
儒
家
思

想
」
と
「
経
學
」
と
與
る
鮎
を
、
氏
三
牲
の
肚
愈
麗

濟
史
要
か
ら
胚
史
的
焚
展
的
に
の
べ
ら
れ
た
も
、
の
で

あ
る
。

　
．
第
一
部
原
始
儒
家
思
想
は
、
前
論
に
お
い
て
周
末

・
に
お
け
る
肚
愈
の
嚢
建
と
思
想
と
の
關
係
を
の
べ
、

．
そ
の
巾
に
支
那
思
想
が
實
際
的
性
格
を
も
つ
理
由

を
、
苛
酷
な
自
然
の
下
に
お
け
る
農
業
坐
活
に
婦
せ

・
し
め
て
い
る
が
「
自
然
が
蒜
酷
な
る
が
故
に
六
っ
て
．

宗
教
的
と
な
る
民
族
も
多
い
の
で
（
例
え
ば
エ
ヂ
プ

　
レ
の
如
く
）
、
そ
れ
を
直
ち
に
人
阻
中
心
主
義
と
結

び
つ
け
る
こ
と
は
如
侮
で
あ
ろ
う
か
。
叉
支
那
人
が

・
賀
際
的
現
實
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も

人
間
中
心
主
義
と
一
致
し
な
い
。
儒
家
や
道
家
が
股

丈
化
と
關
係
深
い
こ
と
は
著
者
も
再
三
讃
い
て
い
る

が
、
股
の
宗
教
性
に
基
づ
く
天
命
概
は
後
世
ま
で
永

く
又
弱
い
地
盤
と
な
っ
て
横
わ
っ
て
お
り
、
紳
と
は

縁
が
簿
い
に
し
て
も
、
現
・
賀
め
中
に
絶
封
を
見
禺
し

て
ゆ
く
と
い
う
意
味
の
宗
教
性
は
、
支
那
思
想
の
根

祇
を
な
し
て
い
る
と
思
う
。
　
　
f

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ

　
准
論
第
一
の
孔
子
に
つ
い
て
は
、
国
財
周
以
來
の

証
會
形
態
や
丈
化
に
つ
き
、
政
治
念
力
か
ら
自
由
な

立，

黷
ﾅ
批
判
し
、
周
の
封
建
の
形
を
存
置
し
て
内
容

を
徳
治
に
代
え
、
以
て
修
正
封
建
主
義
を
提
唱
し
、

そ
の
歴
史
槻
に
お
い
て
弥
二
黒
原
理
を
肯
定
す
る
誰
r
衛
目

改
革
者
。
丈
化
創
…
池
者
と
し
て
の
孔
子
が
説
か
れ
て

い
る
。
右
の
中
孔
子
の
個
人
主
義
に
見
ら
わ
る
隙
遁

主
義
や
隣
鼠
撃
力
の
積
極
的
な
否
定
が
、
道
家
に
お

け
る
肚
會
否
認
の
根
木
恩
想
と
曇
る
祈
以
を
の
べ
て
．
」

い
る
が
、
旋
愈
的
に
い
っ
て
儒
家
の
個
人
主
義
が
自

適
の
・
方
向
に
建
つ
た
も
の
が
甦
家
な
の
で
あ
っ
て
、

道
家
が
超
然
主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て

藁
家
肚
・
曾
を
否
認
す
る
も
の
で
は
な
い
と
患
う
。

　
第
二
、
孟
子
に
つ
い
て
は
、
最
も
斬
薪
に
し
て
堅
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