
生
命
倫
理
的
思
考
と
二
百
五
十
戒

イ
ン
ド
社
会
と
宗
教
2

寺
　
石

悦
　
章

は
じ
め
に

　
価
値
観
が
多
様
化
し
つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
伝
統
的

な
倫
理
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
中
、
我
が
国
で
は
、
仏
教
の
伝
統
的
倫
理
を
再
検
討
す
る
試
み
が
盛
ん

に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
仏
教
は
、
「
人
の
死
（
人
が
死
ぬ
こ
と
）
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
生
命
倫
理
に
対
す
る
関

心
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
多
く
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
ぎ
た
u
。
し
か
し
、
仏
教
が
「
人
が
死
ぬ
こ
と
」
で
は
な
く
「
人
を
殺

す
こ
と
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
は
、
ほ
と
ん
ど

関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
仏
教
の
在
家
信
者
が
守
る
べ
き
戒
（
五
戒
一
の
中
に
、
「
不
殺
生
」
と

い
う
項
目
が
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
出
家
者
が
守

る
べ
き
戒
に
も
、
同
様
の
事
柄
を
定
め
た
条
文
が
存
在
す
る
。
従
っ
て
、

仏
教
徒
は
出
家
・
在
家
を
問
わ
ず
、
殺
生
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
一
口
に
「
殺
生
」
あ
る
い
は
「
殺
人
」
と
言
っ
て
も
に
、

そ
の
内
容
は
様
々
で
あ
る
。
財
産
目
当
て
に
、
計
画
的
に
人
を
殺
す
場
含

も
あ
れ
ば
、
事
故
に
よ
っ
て
、
思
い
が
け
ず
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
場
含
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
た
場
合
、
い
ず
れ
も
同
様

に
「
戒
を
破
っ
た
」
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
罪
に
な
る
場
合
と

罪
に
な
ら
な
い
場
合
と
を
区
別
す
る
原
則
は
、
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら

に
は
、
自
殺
、
安
楽
死
、
人
工
妊
娠
中
絶
、
死
刑
な
ど
の
是
非
に
つ
い

て
、
仏
教
の
伝
統
的
な
倫
理
は
ど
の
よ
う
に
解
答
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
筆
者
は
、
自
殺
、
安
楽
死
等
の
具
体
的
な
問
題
を
検
討
す
る
前
に
、
「
人

を
殺
す
こ
と
」
全
般
に
通
じ
る
、
仏
教
の
基
本
的
な
考
え
方
を
明
ら
か
に

す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
一
口
に
「
仏
教
」
と
言
っ

て
も
、
そ
の
内
容
は
多
様
で
あ
る
。
仏
教
す
べ
て
に
共
通
す
る
考
え
方
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
厳
密
に
は
不
可
能
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
、
特
定
の
宗
派
の
立
場
に
立
た
ず
、
ま
た
特
定
の
宗
派
と
強
く

結
び
つ
い
た
経
典
に
依
存
せ
ず
、
よ
り
普
遍
性
の
高
い
考
え
方
を
見
出
そ

う
と
試
み
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
二
百
五
十
戒
“
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に
含
ま
れ
る
断
人
命
戒
の
内
容
を
検
討
し
、
「
人
を
殺
す
こ
と
」
に
関
す

る
基
本
的
な
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
“
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
明
ら
か
に

な
っ
た
考
え
方
を
手
が
か
り
に
、
現
代
の
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

の
一
つ
）
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
下
で
は
、
条
文
の
語
句
・
条
数
と
も
、
上
座
部
が
伝
え
る
通
称
『
パ
ー

リ
律
」
を
も
っ
て
代
表
さ
せ
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
資
料
に
言
及
す
る
こ

と
と
す
る
㏄
。

38

一
一
断
人
命
戒
の
検
討

　
H
　
二
百
五
十
戒
に
つ
い
て

　
二
百
五
十
戒
と
い
う
名
称
は
、
仏
教
の
男
性
出
家
者
の
戒
の
条
数
が
、

ほ
ぼ
二
百
五
十
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
け
。
つ
ま
り
二
百
五
十
戒

と
は
、
仏
教
の
男
性
出
家
者
の
た
め
の
戒
の
通
称
で
あ
り
、
そ
の
適
用
範

囲
は
、
厳
密
に
は
仏
教
の
男
性
出
家
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
仏

教
の
戒
の
犬
半
は
、
こ
の
二
百
五
十
戒
に
条
文
を
付
加
し
た
り
、
あ
る
い

は
二
百
五
十
戒
の
中
の
主
要
な
部
分
の
み
を
抜
き
出
し
た
り
し
た
形
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
二
百
五
十
戒
は
、
数
あ
る
仏
教
の
戒
の
中
で

も
、
最
も
重
要
か
つ
基
本
的
な
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
二
百
五
十
戒
の
資
料
は
少
な
く
な
い
。
戒

の
条
文
の
み
を
ま
と
め
た
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
他
、
註
釈
の
中
に
戒

の
条
文
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
言
語
的
に
は
中
国
語
一
漠
訳
一

が
最
も
多
く
、
他
に
パ
ー
リ
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の

も
の
が
あ
る
。
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
各
々
の
戒
を
所
持
し
て
き
た
部
派

ご
と
に
語
句
な
ど
に
は
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な

い
。
従
っ
て
、
二
百
五
十
戒
に
示
さ
れ
て
い
る
考
え
方
は
、
仏
教
の
中
で

最
も
普
遍
性
が
あ
り
、
ま
た
最
も
伝
統
の
あ
る
考
え
方
一
少
な
く
と
も
そ

　
目
　
断
人
命
戒
の
条
文

　
断
人
命
戒
は
、
二
百
五
十
戒
中
の
波
羅
夷
法
第
三
条
に
あ
た
る
。
「
波

羅
夷
ω
」
と
は
、
二
百
五
十
戒
に
お
け
る
最
も
重
い
罪
の
こ
と
で
あ
る
。

波
羅
夷
に
次
い
で
重
い
の
は
僧
残
で
あ
り
、
以
下
順
に
波
逸
提
、
波
羅
提

提
舎
尼
、
突
吉
羅
と
な
っ
て
い
る
。

　
波
羅
夷
に
あ
た
る
罪
を
犯
し
た
僧
は
、
仏
教
教
団
一
僧
伽
一
か
ら
追
放

さ
れ
る
仰
。
つ
ま
り
波
羅
夷
と
は
、
出
家
者
と
し
て
の
地
位
を
剥
奪
さ
れ

る
罪
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
ω
。
こ
の
波
羅
夷
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
四

つ
の
条
項
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
断
人
命
戒
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
ω
。

　
さ
て
、
断
人
命
戒
の
条
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
一
A
）
ま
た
も
し
僧
旧
が
故
意
に
人
体
の
生
命
を
奪
う
な
ら
ば
、
（
B
）

あ
る
い
は
そ
の
た
め
に
武
器
を
持
つ
者
を
探
し
求
め
る
な
ら
ば
、
一
C
）

あ
る
い
は
死
の
メ
リ
ッ
ト
を
説
き
、
あ
る
い
は
死
ぬ
こ
と
を
考
え
さ
せ
る

な
ら
ば
、
〔
す
な
わ
ち
〕
「
あ
あ
男
子
よ
。
こ
の
邪
悪
で
苦
し
い
生
は
、
あ

な
た
に
と
っ
て
一
体
何
だ
と
い
う
の
か
。
あ
な
た
に
と
っ
て
は
生
よ
り
死

が
望
ま
し
い
」
と
心
に
思
い
、
心
で
考
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
死
の
メ

リ
ッ
ト
を
説
き
、
あ
る
い
は
死
ぬ
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
な
ら
ば
、
（
D
一

彼
も
ま
た
波
羅
夷
で
あ
り
、
共
に
生
活
し
て
は
な
ら
な
い
。
岬
」
一
一
A
）
－

一
D
）
は
筆
者
）



　
一
A
）
－
一
C
）
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
波
羅
夷
に
相
当
す
る
行
為

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
A
一
僧
が
自
ら
、
故
意
に
人
間
の
命
を
奪
う
こ

と
、
（
B
）
僧
が
他
人
に
指
示
し
て
人
間
の
命
を
奪
う
こ
と
、
（
C
一
僧
が

他
人
に
自
殺
を
勧
め
る
こ
と
、
の
三
つ
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る

場
合
、
（
D
一
そ
の
僧
は
波
羅
夷
で
あ
っ
て
、
そ
の
僧
と
共
に
生
活
し
て

は
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
帖
。

　
目
　
断
人
命
戒
と
殺
人

　
断
人
命
戒
の
条
文
を
見
る
と
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
が
、
故
意
を
め

ぐ
る
我
が
国
の
刑
法
に
お
け
る
考
え
方
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
先
に
我
が
国
の
刑
法
に
お
け
る
考
え

方
か
ら
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
我
が
国
の
刑
法
で
は
、
原
則
と
し
て
、
既
遂
に
達
し
た
行
為
の
み
を
処

罰
の
対
象
と
し
て
い
る
仙
。
こ
れ
は
行
為
の
結
果
な
ど
、
外
面
的
に
明
ら

か
な
も
の
、
す
な
わ
ち
客
観
性
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
方
針
の
現
れ
だ
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
同
時
に
、
外
面
的
に
は
明
ら
か
で
な
い
、

内
面
的
な
も
の
を
重
視
す
る
方
針
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
そ
の
方
針
を
端

的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
故
意
の
な
い
行
為
は
罰
し
な
い
と
い
う
原
則
で

あ
る
。
故
意
で
あ
れ
ば
、
良
心
の
抑
止
力
を
押
し
切
っ
た
一
あ
る
い
は
良

心
が
喚
起
さ
れ
な
か
っ
た
）
こ
と
に
な
る
が
、
過
失
で
あ
れ
ば
、
良
心
の

抑
止
力
を
押
し
切
っ
た
（
あ
る
い
は
良
心
が
喚
起
さ
れ
な
か
っ
た
）
わ
け

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
前
者
は
罰

す
る
が
後
者
は
罰
し
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
原
則
は
、
殺
人
に
つ
い
て
も
、
貫
か
れ
て
い
る
と
見
て
・
よ
い
。
・
す

な
わ
ち
殺
人
（
広
義
、
人
を
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
）
は
、
殺
人
一
狭
義
、

故
意
の
殺
人
一
、
傷
害
致
死
、
過
失
致
死
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
が
、
こ

の
う
ち
傷
害
致
死
と
過
失
致
死
は
故
意
の
な
い
行
為
で
あ
り
、
た
と
え
有

罪
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
故
意
の
殺
人
に
比
べ
て
極
め
て
軽
微
な
罪
と
し

て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
断
人
命
戒
の
考
え
方
は
、
故
意
を
め
ぐ
る
我

が
国
の
刑
法
に
お
け
る
考
え
方
に
極
め
て
近
い
。
す
な
わ
ち
、
単
に
人
を

死
に
至
ら
し
め
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
そ
れ
が
故
意
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
を
何
よ
り
も
重
視
し
て
い
る
。
条
文
を
見
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
条
文
中
、
（
A
）
は
「
故
意
に
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
伽
。
ま

た
（
B
）
も
、
他
人
に
指
示
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
な
さ
れ
る
行

為
で
あ
る
。
故
意
な
し
で
殺
人
を
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
に
は

考
え
引
れ
な
い
。
ま
た
一
C
一
も
、
「
死
の
メ
リ
ッ
ト
を
説
き
、
あ
る
い

は
死
ぬ
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
」
行
為
で
あ
る
か
ら
、
故
意
で
は
な
い
と
い

う
状
況
は
極
め
て
考
え
に
く
い
。
従
っ
て
、
断
人
命
戒
の
規
定
に
あ
て
は

ま
る
一
波
羅
夷
と
な
る
）
の
は
、
通
常
は
故
意
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
過
失
致
死
の
場
合
に
は
、
断
人
命
戒

の
対
象
外
と
い
う
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
㈹
。

　
た
だ
し
、
「
故
意
」
が
「
悪
意
に
よ
る
」
と
い
う
意
昧
で
は
な
い
こ
と

に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
『
パ
ー
リ
律
』
に
示
さ
れ
た
実
例
の
中
に
、

次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
僧
が
病
気
で
苦
し
ん
で
い
た
た
め
、
他
の
僧
た

ち
が
「
悲
心
」
か
ら
死
の
美
を
讃
美
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
病
気
の
僧
は
白

殺
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
僧
た
ち
に
悪
意
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
波
羅

夷
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
『
パ
ー
リ
律
』
の
条
文
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
故
意
に
」
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と
は
「
知
り
つ
つ
、
了
解
し
つ
つ
、
考
え
て
、
注
意
し
て
、
違
反
す
る
こ

と
」
で
あ
る
。
悪
意
に
よ
る
も
の
で
な
く
て
も
、
死
の
方
向
に
向
か
わ
せ

る
こ
と
が
充
分
に
予
測
で
き
る
場
合
に
は
、
「
故
意
」
と
見
な
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
我
が
国
の
刑
法
で
は
、
罪
と
な
る
事
実
の
実
現
を
意
図
し
、
あ

る
い
は
罪
と
な
る
事
実
の
発
生
を
容
認
し
て
行
為
す
る
意
志
を
、
故
意
と

呼
ん
で
い
る
。

三
　
断
人
命
戒
と
現
代
の
諸
問
題

　
断
人
命
戒
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
る
の
は
、
故
意
で
あ
る
か
ど
う
か

と
い
う
点
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
考
え
方
を
基
本
に
、
必
要
に
応
じ
て

断
人
命
戒
の
条
文
解
釈
や
因
縁
謂
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
現
代
の
諸

問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
H
　
自
殺

　
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
な
ど
で
は
、
「
生
命
は
神

に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
人
間
は
神
に
似
せ
て
造
ら
れ
た

も
の
で
あ
み
か
ら
、
人
間
の
生
命
は
人
間
が
侵
し
て
は
な
ら
な
い
神
聖
な

も
の
だ
」
と
い
う
考
え
が
基
本
に
あ
る
。
そ
の
た
め
伝
統
的
に
は
、
白
殺

は
神
に
対
す
る
冒
涜
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社

会
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
古
代
末

期
以
降
、
自
殺
は
重
罪
と
し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
公
会
議
で

は
た
び
た
び
、
白
殺
者
の
墓
地
埋
葬
禁
止
や
、
自
殺
未
遂
者
の
破
門
な
ど

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
白
殺
の
有
罪
規
定
は
近
代
国
家
に
も
引
き
継
が
れ

て
お
り
、
そ
れ
が
無
罪
化
さ
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
一
七
八
九
年
、
プ

ロ
シ
ア
が
一
七
九
六
年
、
イ
ギ
リ
又
に
至
っ
て
は
一
九
六
一
年
で
あ
る
㈹
。

　
こ
れ
に
対
し
、
仏
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
が
優
勢
な
地
域
で
は
、
一
般
に

自
殺
に
対
し
て
寛
容
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
で
は
、
夫
を
亡
く
し

た
妻
が
焚
火
に
入
っ
て
自
殺
す
る
サ
テ
ィ
ー
と
呼
ば
れ
る
風
習
が
長
く

残
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
長
い
間
推
奨
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
の
断
人
命
戒
に
よ
る
な
ら
ば
、
仏
教
が
自
殺
に
寛
容
だ
と
は
言
い
難

い
。
そ
の
一
端
は
、
条
文
の
一
C
）
で
、
僧
が
他
人
に
自
殺
を
勧
め
る
こ

と
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
、
か
も
『
パ
ー
リ
律
』
の
因

縁
謂
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
一
」
・
の
戒
を
制
定
し
た
目
的
そ
の
も
の
が
、
自

殺
の
禁
止
だ
と
い
う
。

　
『
パ
ー
リ
律
』
の
因
縁
謂
の
前
半
部
分
に
よ
れ
ば
、
こ
の
戒
は
、
不
浄

観
を
原
因
と
す
る
自
殺
を
防
止
す
る
た
め
に
、
制
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ

れ
て
い
る
側
。
不
浄
観
と
は
、
身
体
に
対
す
る
執
着
を
離
れ
る
た
め
の
観

法
の
一
つ
で
あ
り
、
我
々
の
身
体
に
は
犬
便
・
小
便
・
疾
・
唾
な
ど
が
充

満
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
観
想
す
る
、
あ
る
い
は
死
体
が
腐
乱
す
る
さ

・
ま
な
ど
を
観
想
す
る
と
い
っ
た
方
法
を
と
る
。
あ
る
時
、
ゴ
ー
タ
マ
・

ブ
ッ
ダ
が
僧
た
ち
に
不
浄
観
を
勧
め
、
半
月
の
間
、
そ
の
修
行
を
さ
せ

た
。
そ
の
結
果
、
実
習
に
専
念
し
た
多
く
の
僧
た
ち
が
自
分
の
身
体
を
嫌

悪
す
る
こ
と
と
な
り
、
自
ら
死
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
自
殺
し

た
り
、
人
に
頼
ん
で
自
分
を
殺
し
て
も
ら
っ
た
り
し
た
と
い
う
。
そ
の
た

め
に
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
、
人
間
の
生
命
を
断
ず
る
こ
と
を
禁
じ
る
こ

の
戒
を
制
定
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
パ
ー
リ
律
』
の
因
縁
謂
の
後
半
部
分
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
件
が
記
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さ
れ
て
い
る
伽
。
あ
る
在
家
信
者
が
重
病
に
な
っ
た
が
、
彼
に
は
若
く
て

美
し
い
妻
が
あ
っ
た
。
そ
の
妻
を
白
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
思
っ
た
僧
が
、

そ
の
在
家
信
者
に
「
現
世
で
の
病
気
の
生
活
は
苦
し
い
が
、
来
世
で
は
幸

福
に
な
れ
る
だ
ろ
う
」
な
ど
と
言
っ
て
自
殺
を
勧
め
た
。
す
る
と
、
そ
の

在
家
信
者
は
死
を
願
う
よ
う
に
な
り
、
わ
ざ
と
よ
く
な
い
食
べ
物
を
食
べ

た
り
し
て
、
自
ら
死
期
を
早
め
た
と
い
う
。

　
こ
の
因
縁
調
の
後
半
部
分
に
よ
れ
ば
、
自
殺
を
勧
め
た
僧
は
、
自
ら
手

を
下
し
て
殺
し
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
他
人
に
手
を
下
さ
せ
て
殺
し
た
わ

け
で
も
な
い
。
言
葉
に
よ
っ
て
、
自
殺
を
勧
め
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し

断
人
命
戒
に
お
い
て
は
、
自
殺
を
勧
め
る
、
あ
る
い
は
死
の
メ
リ
ッ
ト
を

説
く
と
い
っ
た
言
葉
だ
け
に
よ
る
行
為
も
、
身
体
に
よ
る
行
為
と
同
等
と

み
な
さ
れ
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
紐
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
パ
i
リ
律
』
の
因
縁
謂
に
よ
れ
ば
、
こ
の
戒
は
そ

も
そ
も
他
殺
を
禁
じ
る
た
め
で
は
な
く
、
自
殺
を
禁
じ
る
た
め
に
制
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
自
殺
を
勧
め
る
こ
と
、
死
を
賛
美
す
る
こ
と

の
禁
止
一
よ
り
正
確
に
は
、
自
ら
死
を
望
む
こ
と
）
を
も
目
的
と
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
㈱
。

　
○
　
安
楽
死

　
従
来
の
医
療
で
は
、
少
し
で
も
長
く
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
が
理
想
と

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
生
命
の
質
（
Q
O
L
）
を
よ
り
重
視

し
よ
う
と
い
う
考
え
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
安
楽
死
の
間
題
は
、
そ
の
よ

う
な
中
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
な
お
、
安
楽
死

と
い
う
言
葉
の
意
昧
は
、
使
用
者
に
よ
っ
て
犬
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
本

稿
で
は
、
我
が
国
に
お
け
る
一
般
的
な
理
解
に
従
い
、
「
苦
痛
の
除
去
を

目
的
と
し
て
、
患
者
の
死
期
を
早
め
る
」
と
い
う
意
味
で
、
安
楽
死
の
語

を
使
用
す
る
。

　
我
が
国
で
は
名
古
屋
高
等
裁
判
所
が
、
世
界
初
の
安
楽
死
判
決
を
出
し

て
い
る
（
一
九
六
二
年
一
。
そ
こ
で
は
六
つ
の
要
件
が
示
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
せ
ば
安
楽
死
を
合
法
と
す
る
と
さ
れ
て
い

る
側
。
ま
た
一
九
九
五
年
に
は
横
浜
地
方
裁
判
所
が
、
安
楽
死
の
合
法
性

を
認
め
る
新
た
な
四
要
件
を
示
し
て
い
る
幡
。
こ
れ
ら
の
判
決
で
は
い
ず

れ
も
、
安
楽
死
は
患
者
本
人
の
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
て
お
り
、
後
者
の
判
決
で
は
、
そ
の
点
を
裁
判
長
が
特
に
強
調
し

て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
例
に
限
ら
ず
、
現
代
で
は
自
己
決
定
権
が
重
視
さ
れ
、
治
療

方
法
に
関
し
て
も
患
者
本
人
の
意
思
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
そ
の
選
択
が
、
理
性
的
に
見
て
患
者
本
人
の
利
益
に
な
ら
な
い
と

考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
広

ま
り
つ
つ
あ
る
。
患
者
本
人
が
望
む
安
楽
死
を
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
は
、

こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
延
長
上
に
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
し
か
し
断
人
命
戒
の
考
え
方
に
従
う
な
ら
ば
、
安
楽
死
は
認
め
ら
れ
な

い
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
、
断
人
命
戒
で
は
、
故
意
の
殺
人
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
自
殺
・
他

殺
の
い
ず
れ
も
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
従
う
な
ら

ば
、
安
楽
死
が
患
者
本
人
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
医
師
な
ど

の
他
者
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
働
。
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『
摩
詞
僧
祇
律
」
の
因
縁
謂
で
は
、
次
の
よ
う
な
話
が
語
ら
れ
て
い
る
ω
。

あ
る
僧
が
病
気
に
な
っ
て
長
い
間
苦
し
ん
で
い
た
。
別
の
僧
が
看
病
し
て

い
た
が
、
彼
も
看
病
に
疲
れ
、
ま
た
自
ら
の
修
行
も
で
き
な
い
で
苦
し
ん

で
い
た
。
や
が
て
看
病
し
て
い
た
僧
は
、
病
気
の
僧
の
頼
み
に
応
じ
て
、
、

そ
の
僧
を
殺
し
た
。
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
ゴ
ー
タ
マ
は
、
僧

が
自
ら
手
を
下
し
て
生
命
を
奪
う
こ
と
を
禁
じ
た
。
す
る
と
そ
の
後
、
同

様
な
状
況
に
お
い
て
、
看
病
し
て
い
た
僧
が
、
他
の
人
に
依
頼
し
て
病
気

の
僧
を
殺
す
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
ゴ
ー
ク
マ
は
、
僧
が
他

人
に
手
を
下
さ
せ
て
生
命
を
奪
う
こ
と
も
禁
じ
た
。
す
る
と
今
度
は
、
同

様
な
状
況
に
括
い
て
、
看
病
し
て
い
た
僧
が
病
気
の
僧
に
向
か
っ
て
白
殺

を
讃
美
し
、
白
殺
の
遣
具
を
与
え
、
病
気
の
僧
が
自
殺
す
る
と
い
う
事
件

が
起
こ
っ
た
。
そ
の
た
め
ゴ
ー
タ
マ
は
、
今
度
は
自
殺
を
讃
美
す
る
こ
と

を
禁
じ
た
の
だ
と
い
う
魎
。

　
こ
の
因
縁
謂
の
最
初
の
段
階
で
は
、
病
気
の
僧
は
自
ら
死
を
望
ん
で
お

り
、
看
病
し
て
い
る
僧
は
、
本
人
の
希
望
に
応
じ
て
殺
し
た
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
ゴ
ー
タ
マ
は
、
そ
れ
を
禁
じ
て
い
る
。
一
般
に
安
楽
死
は
、

病
気
を
治
療
す
る
医
師
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
の
因
縁
謂
の
内
容
は
、
そ
の
状
況
に
極
め
て
類
似
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
ω
。

　
日
　
人
工
妊
娠
中
絶

　
断
人
命
戒
の
考
え
に
従
っ
た
場
合
、
人
工
妊
娠
中
絶
は
、
殺
人
に
含
ま

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
㎝
。
人
工
妊
娠
中
絶
が
「
故
意
」
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
断
人
命
戒
の
条
文
に

あ
る
「
人
体
一
旨
曽
易
ω
註
⑰
q
溜
ぎ
）
」
の
語
に
、
胎
児
が
含
ま
れ
る
か
ど

う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
で
は
、
胎
児
は
い
つ
か
ら
「
人
」
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
胎
児
を
ど
の

時
点
か
ら
か
ら
「
人
」
と
み
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
解
が
あ

る
が
、
現
在
で
は
「
子
宮
外
で
生
存
可
能
か
ど
う
か
」
が
、
重
要
な
目
安

に
な
っ
て
い
る
。
W
H
O
に
お
い
て
、
二
二
週
を
境
に
流
産
と
死
産
を
分

け
て
い
る
の
も
、
ほ
ぼ
こ
の
考
え
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
側
。
子
宮
外
で

生
存
可
能
と
さ
れ
る
時
期
が
い
つ
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
意
見
の
一

致
を
見
て
い
な
い
が
働
、
そ
の
時
期
が
い
つ
で
あ
っ
た
と
し
て
毛
、
「
人
で

あ
る
時
期
」
と
「
人
に
な
る
前
の
時
期
」
を
区
別
す
る
考
え
白
体
は
、
一

般
化
し
つ
つ
あ
る
　
。
と
言
え
よ
う
。

　
先
に
示
し
た
断
人
命
戒
の
条
文
は
『
パ
ー
リ
律
』
の
も
の
だ
が
、
そ
こ

で
「
人
体
」
と
訳
し
た
部
分
は
、
『
五
分
戒
本
』
で
は
「
若
人
著
似
人
」
、

『
十
謂
戒
経
』
で
は
．
「
若
人
若
似
人
」
、
『
根
本
有
部
戒
経
』
で
は
「
若
人

若
人
胎
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
似
人
」
や
「
人
胎
」
は
い
ず
れ

も
「
人
に
な
る
前
の
時
期
」
を
示
し
て
お
り
、
「
人
で
あ
る
時
期
」
と
「
人

に
な
る
前
の
時
期
」
が
、
表
現
の
上
で
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
似
人
」
も
「
人
胎
」
も
「
人
」
と
並
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
扱
い
に
違

い
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
た
と
え
ば
『
五
分
律
』
で
は
、
受
胎

か
ら
四
十
九
日
ま
で
を
似
人
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
断
人
命
戒
の
対
象

と
な
る
の
は
受
胎
の
段
階
か
ら
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
『
パ
ー
リ
律
』
『
四
分
律
戒
経
』
『
僧
祇
律
戒
経
』
な
ど

で
は
、
「
人
命
」
と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
二
つ
の
時
期
を
区
別

し
て
い
な
い
。
し
か
し
『
パ
ー
リ
律
」
の
条
文
解
釈
で
も
、
「
人
体
」
と
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は
受
胎
以
降
だ
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
「
人
で
あ
る
時
期
」
と
「
人
に
な

る
前
の
時
期
」
を
区
別
せ
ず
、
や
は
り
受
胎
以
降
を
一
貫
し
て
「
人
」
と

見
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
条
文
の
表
現
と
し
て
は
テ
キ
ス
ト
ご
と
に
相
違
が
あ
り
、

い
ず
れ
が
本
来
の
形
で
あ
る
か
を
、
厳
密
な
意
昧
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
内
容
的
に
は
、
受
胎
以
降
を
一
貫
し
て
「
人
」

と
み
な
す
と
い
う
姿
勢
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
四
　
死
刑

　
現
在
、
死
刑
制
度
を
廃
止
す
る
国
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
国
連
総
会
に

お
い
て
も
、
一
九
八
九
年
に
死
刑
廃
止
条
約
が
採
択
さ
れ
、
一
九
九
一
年

に
発
効
し
た
。
こ
の
条
約
は
西
欧
諸
国
が
共
同
で
捉
案
し
た
も
の
で
、
先

進
国
で
反
対
に
回
っ
た
の
は
日
本
と
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
あ
っ
た
㈱
。
そ
し

て
我
が
国
の
場
合
、
死
刑
制
度
に
関
す
る
世
論
調
査
に
お
い
て
は
、
死
刑

存
続
支
持
が
、
廃
止
支
持
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
。

　
死
刑
は
「
殺
そ
う
と
し
て
殺
す
」
も
の
で
あ
り
、
「
故
意
」
の
殺
人
の

典
型
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
い
を
い
れ
な
い
倒
。
故
意
の
殺
人
を
禁

止
す
る
断
人
命
戒
の
考
え
方
に
従
う
な
ら
ば
、
死
刑
が
廃
止
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
断
人
命
戒
で
は
、
条
文
の
（
A
一
の
場
合
と
（
B
一
の
場
合
、
す
な
わ

ち
「
自
ら
手
を
下
し
た
」
場
合
と
「
他
人
に
手
を
下
さ
せ
た
」
場
合
の
間

に
、
特
に
区
別
を
設
け
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
も
波
羅
夷
だ
と
す
る
。
従
っ

て
、
断
人
命
戒
の
考
え
方
に
従
う
な
ら
ば
、
死
刑
を
執
行
さ
せ
た
人
物

も
、
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
死
刑
を
執
行
さ
せ
た
人
物
と

がは

一
体
誰
で
あ
ろ
う
か
。
に
わ
か
に
結
論
を
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る

一
考
に
値
す
る
間
題
だ
と
思
わ
れ
る
鮎
。

四
　
む
す
び
と
し
て

　
本
稿
で
は
、
断
人
命
戒
一
お
よ
び
条
文
解
釈
・
因
縁
謂
な
ど
）
に
示
さ
．

れ
た
「
人
を
殺
す
こ
と
」
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
に
沿
っ
た
形
で
、
自
殺
、
安
楽
死
、
人
工
妊
娠
中
絶
、
死
刑
と
い
っ

た
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

　
断
人
命
戒
の
条
文
・
条
文
解
釈
・
因
縁
謂
な
ど
に
一
貫
し
て
見
ら
れ
る

姿
勢
は
、
生
命
は
す
べ
て
尊
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
自
分
の
生

命
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
自
ら
の
選
択
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
生
命
を
奪
う
こ

と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
現
代
の
生

命
倫
理
に
お
け
る
生
命
の
質
、
自
已
決
定
権
な
ど
の
基
本
主
張
と
は
、
根

本
的
に
相
容
れ
な
い
も
の
、
そ
れ
ら
の
流
れ
に
逆
行
す
る
も
の
だ
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
故
に
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
現
代

の
我
々
が
こ
れ
ら
の
問
題
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
た
め
の
、

一
つ
の
ヒ
ン
ト
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

）1（

註た
と
え
ば
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
で
は
、
第
四
四
回
学
術
犬
会
（
一

九
九
三
年
、
高
野
山
犬
学
）
に
お
い
て
「
仏
教
と
生
命
倫
理
」
と
い

う
テ
ー
マ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
て
い
る
。
ま
た
第
五
〇
回
学
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術
大
会
（
一
九
九
九
年
、
龍
谷
大
学
）
に
お
い
て
は
「
仏
教
と
倫
理
」

と
い
う
テ
ー
マ
の
特
別
部
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
扱
う
の
は
、
殺
す
対
象
が
人
間
の
場
合
の
み
で
あ
る
。
二
百

五
十
戒
に
お
い
て
、
人
間
以
外
の
動
植
物
等
の
生
存
権
が
ど
の
よ
う

に
扱
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
、
拙
稿
「
環
境
倫
理
的
思
考
と

二
百
五
十
戒
」
（
『
宗
教
学
・
比
較
思
想
学
論
集
』
二
、
一
九
九
九
年
、

四
〇
－
四
八
頁
）
で
検
討
し
た
。

我
が
国
が
、
仏
教
を
生
命
倫
理
的
な
観
点
か
ら
研
究
し
た
成
果
が
最

も
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
国
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
た
だ
し
そ

の
犬
半
は
、
特
定
の
宗
派
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二
百
五
十
戒
に
つ
い
て
、
ま
た
二
百
五
十
戒
を
取
り
上
げ
る
理
由
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。

断
人
命
戒
の
条
文
自
体
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
条
文
解
釈
、
因
縁
謂

な
ど
を
参
考
に
す
る
。
な
お
「
断
人
命
戒
」
と
い
う
名
称
は
、
『
根

本
有
部
律
』
で
は
「
断
人
命
学
処
」
、
『
四
分
律
行
事
紗
』
で
は
「
殺

人
戒
」
と
な
っ
て
い
る
。

文
献
学
的
な
研
究
は
、
平
川
彰
『
二
百
五
十
戒
の
研
究
1
』
、
一
九

九
三
年
、
春
秋
社
に
よ
っ
て
い
る
。

仏
教
の
男
性
出
家
者
と
女
性
出
家
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
戒
を
も
つ
。

そ
れ
ら
の
戒
の
条
文
を
ま
と
め
た
も
の
は
、
漢
訳
一
中
国
語
訳
）
で

「
波
羅
提
木
叉
」
と
音
写
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
原
語
は
推
測

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
原
義
に
つ
い
て
は
定
説
が
な
い
。
詳
細
に
つ

い
て
は
、
平
川
、
前
掲
書
、
三
－
一
一
頁
で
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で

参
照
の
こ
と
。

）8（）9（）01（）11（）21（

二
百
五
十
戒
の
資
料
と
、
そ
れ
を
所
持
し
て
き
た
部
派
に
つ
い
て
は
、

平
川
、
前
掲
書
、
一
一
－
六
五
頁
に
詳
し
い
。

本
稿
で
は
、
一
般
に
は
理
解
さ
れ
に
く
い
伝
統
的
な
用
語
の
使
用
を

避
け
、
よ
り
一
般
的
・
現
代
的
な
用
語
を
用
い
る
こ
と
を
心
が
け
て

い
る
。
し
か
し
原
義
が
不
明
盾
た
め
、
あ
る
い
は
翻
訳
が
極
め
て
困

難
な
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
伝
統
的
な
用
語
、
あ
る
い
は
原
語
の
カ

タ
カ
ナ
表
記
を
用
い
た
部
分
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
特
に
重
要
と

思
わ
れ
る
も
の
以
外
は
、
原
語
一
パ
ー
リ
語
一
を
表
記
し
て
い
な
い
。

こ
こ
で
言
う
仏
教
教
団
と
は
、
出
家
者
の
集
団
（
僧
伽
）
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
後
も
在
家
の
仏
教
徒
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

イ
ン
ド
で
は
一
般
に
、
出
家
者
は
尊
敬
さ
れ
て
お
り
、
国
家
が
出
家

者
を
罰
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
波
羅
夷
に
あ
た
る
罪

を
犯
し
た
者
は
俗
人
と
な
る
た
め
、
そ
の
後
に
国
家
が
死
刑
を
適
用

。
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
波
羅
夷
が
最

も
重
い
罪
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

波
羅
夷
に
あ
た
る
四
つ
の
条
項
と
は
、
淫
戒
、
盗
戒
、
断
人
命
戒
、

妄
説
得
上
人
法
戒
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
断
人
命
戒
」
に
つ
い
て

は
以
下
で
検
討
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
三
つ
の
条
項
に
つ
い
て
簡
単

に
説
明
し
て
お
く
。
ま
ず
「
淫
戒
」
で
は
、
異
性
の
み
な
ら
ず
、
同

性
さ
ら
に
は
人
間
以
外
の
動
物
を
も
含
め
た
、
あ
ら
ゆ
る
者
と
の
性

行
為
を
波
羅
夷
と
す
る
。
「
盗
戒
」
で
は
、
一
定
金
額
以
上
の
物
を

盗
む
こ
と
を
波
羅
夷
と
す
る
。
そ
し
て
「
妄
説
得
上
人
法
戒
」
で
は
、

悟
り
を
開
い
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
悟
り
を
開
い
た
」
と

ウ
ソ
を
述
べ
る
こ
と
を
波
羅
夷
と
し
て
い
る
。
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以
下
で
は
男
性
出
家
者
を
指
す
表
現
と
し
て
、
よ
り
一
般
的
な
用
語

で
あ
る
「
僧
」
を
用
い
る
。

ぎ
o
彗
φ
事
岸
繧
■
ω
昌
q
o
s
昌
彗
■
ω
ω
室
潟
苧
印
冒
〕
劃
冨
き
；
潟
毫
p

竃
穿
監
嘗
算
彗
§
ω
窒
混
身
⑦
ω
①
毫
戸
昌
胃
竃
睾
曽
富
冒
墨
窒
昌
く
彗
篶
ミ
p

昌
彗
彗
黛
印
轟
竃
昌
邑
憎
①
貫
禦
、
．
§
げ
ぎ
君
ユ
竃
民
昌
旨
昏
、
－
邑
畠

寝
罵
ぎ
竃
o
昌
置
誌
畠
～
竃
｝
冨
■
箒
盲
ま
ω
①
ミ
o
，
，
¢
巨
o
奉
印
昌
彗
o

○
津
易
彗
ぎ
暑
o
昌
県
遣
宝
く
章
⑦
屋
昌
讐
彗
竃
彗
竃
昌
§
ω
彗
－
く
彗
篶
ミ
坪

目
胃
彗
貸
｝
竃
竃
昌
邑
憎
①
違
一
毫
凹
昌
、
且
寝
昼
岸
◎
ぎ
饒
凹
竃
目
§
ω
o
．

後
述
す
る
『
パ
ー
リ
律
』
因
縁
謂
を
考
慮
す
れ
ば
、
一
A
一
は
僧
が

自
ら
僧
白
身
の
命
を
奪
う
こ
と
、
一
B
）
は
僧
が
他
人
に
指
示
し
て

僧
自
身
の
命
を
奪
う
こ
と
を
、
直
接
に
は
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
で

き
る
。
し
か
し
、
死
を
望
ん
だ
僧
自
身
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
れ
ば
、

そ
の
僧
の
罪
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
一
A
）
一
B
）
は
、

僧
自
身
の
命
を
奪
う
こ
と
を
禁
止
す
る
と
同
時
に
、
他
人
の
命
を
奪

う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

重
大
な
罪
の
場
含
に
限
っ
て
未
遂
一
さ
ら
に
は
予
備
や
陰
謀
な
ど
）

の
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
例
外
で

あ
る
。

『
パ
ー
リ
律
』
以
外
の
資
料
に
は
、
「
故
意
に
」
の
語
句
を
含
ま
な
い

も
の
も
あ
る
。
し
か
し
犬
半
の
資
料
に
は
こ
の
語
が
存
在
し
て
お
り
、

も
と
も
と
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
故
意
で
あ
る
か
ど
う
か
を
極
め
て
重
視
す
る
と
い
う

態
度
は
、
断
人
命
戒
に
限
ら
ず
、
二
百
五
十
戒
全
体
に
共
通
す
る
特

徴
で
あ
る
。

）9σ）02（）12（）22（）32（）42（）52（

我
が
国
の
刑
法
に
は
、
自
殺
教
唆
、
自
殺
帯
助
な
ど
の
規
定
は
あ
る

が
、
自
殺
を
有
罪
と
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。

は
じ
め
に
制
定
さ
れ
た
の
は
、
条
文
の
一
A
）
－
（
C
）
の
う
ち

（
A
一
－
一
B
一
に
相
当
す
る
部
分
だ
と
い
う
。

以
下
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
一
C
）
に
相
当
す
る
部
分
が
付
け
加

え
ら
れ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
言
語
的
行
為
を
身
体
的
行
為
と
同
等
、
あ
る
い
は
そ

れ
以
上
に
重
視
す
る
と
い
う
態
度
は
、
広
く
仏
教
に
共
通
す
る
特
徴

だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
仏
教
に
は
、
外
見
か
ら
は
知
る

こ
と
が
困
難
な
心
一
心
理
的
行
為
一
に
も
、
行
動
（
身
体
的
行
為
）

と
同
じ
だ
け
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
）
の
重
要
性
を
与
え
よ
う
と
す

る
態
度
が
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
誰
か
の
死
を
望
む
と
い
う
心
理
的

行
為
も
、
身
体
的
行
為
と
同
等
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
重
視
さ
れ

て
い
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
故
意
で
あ
る
か
ど
う
か
を
重

視
す
る
態
度
も
、
こ
の
点
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
白
殺
を
美
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
報
遣
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
断
人
命
戒
が
禁
じ
て
い
る
「
死
の
讃
美
」
に
相
当
す

る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
六
要
件
と
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
こ
不
治
の
病
で
死
期

が
切
迫
し
て
い
る
、
（
二
）
死
に
ま
さ
る
苦
し
み
、
一
三
一
病
苦
の
緩

和
が
目
的
、
一
四
）
本
人
の
意
志
、
一
五
）
医
師
の
手
に
よ
る
、
（
六
）

方
法
が
倫
理
的
。

具
体
的
に
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
こ
耐
え
難
い
激
し
い
身
体

的
苦
痛
に
苦
し
ん
で
い
る
、
（
二
）
死
が
避
け
ら
れ
ず
、
死
が
迫
っ
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）G

て
い
る
、
一
三
）
肉
体
的
苦
痛
を
除
去
・
緩
和
す
る
た
め
の
方
法
を

尽
く
し
、
他
に
代
替
手
段
が
な
い
、
（
四
）
患
者
本
人
の
明
ら
か
な

意
思
表
示
が
あ
る
。
こ
の
四
要
件
は
順
に
、
先
の
六
要
件
の
一
二
）

（
一
）
一
三
）
一
四
）
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。

繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
断
人
命
戒
の
立
場
で
は
、
故
意
で

あ
る
か
ど
う
か
が
間
題
と
な
る
。
患
者
を
死
に
至
ら
し
め
る
、
あ
る

い
は
患
者
の
死
期
を
早
め
る
こ
と
が
明
ら
か
な
処
置
を
す
る
こ
と

は
、
苦
痛
の
軽
減
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
故
意
と
見

な
さ
れ
よ
う
。
一
方
、
苦
痛
の
軽
減
を
目
的
に
し
た
処
置
が
、
結
果

と
し
て
死
期
を
早
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
場
合
、
患
者
の
死
期
を
早

め
る
こ
と
が
予
測
で
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
故
意
と
見

な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
現
実
に
は
、
微
妙
な
ケ
ー
ス
が
多

い
と
考
え
ら
れ
る
。

『
摩
詞
僧
祇
律
』
犬
正
巻
二
二
、
二
五
三
－
二
五
五
頁
。

『
摩
詞
僧
祇
律
』
の
因
縁
謂
で
は
、
こ
の
よ
う
な
三
段
階
を
経
て
制

定
さ
れ
た
の
が
、
断
人
命
戒
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
三
段
階
に
お
い

て
制
定
さ
れ
た
部
分
は
、
先
に
見
た
断
人
命
戒
の
条
文
の
（
A
）
一
B
）

一
C
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
。

現
代
の
よ
う
に
医
療
が
普
及
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
家
族
を
捨
て
た
出

家
者
の
集
団
に
お
い
て
、
看
病
す
る
者
は
病
人
に
と
っ
て
最
も
頼
り

に
な
る
一
医
者
以
上
の
？
）
存
在
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
我
が
国
の
刑
法
に
は
堕
胎
罪
と
い
う
規
定
が
あ
る
が
、
完

全
に
死
文
化
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

た
だ
し
、
現
実
に
は
医
療
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
子
宮
外
で
生
存
可

）23（）33（）43（）53（

能
な
時
期
が
徐
々
に
拡
大
し
て
い
る
。

仮
に
一
致
し
た
と
し
て
も
、
医
療
技
術
の
発
達
に
伴
っ
で
変
化
す
る

こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
時
は
賛
成
が
五
九
、
反
対
が
二
六
で
、
賛
成
が
反
対
の
二
倍
を

越
え
て
い
る
。
し
か
し
、
棄
権
が
四
八
、
欠
席
が
二
五
と
い
う
多
数

に
及
ん
で
い
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

我
が
国
で
は
、
刑
法
中
に
死
刑
の
規
定
が
あ
る
。
こ
の
規
定
白
体
は

憲
法
違
反
で
は
な
い
が
、
残
虐
な
方
法
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
憲
法

違
反
に
あ
た
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
取
り

上
げ
て
い
な
い
が
、
故
意
の
殺
人
の
も
う
一
つ
の
典
型
と
し
て
、
「
戦

争
」
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

我
が
国
の
場
合
、
最
終
的
に
執
行
命
令
権
を
持
つ
の
は
法
務
犬
臣
で

あ
る
。
ま
た
、
死
刑
と
い
う
判
決
を
下
し
た
の
は
裁
判
官
で
あ
り
、

。
死
刑
を
求
刑
し
た
の
は
検
察
で
あ
ろ
う
。
（
言
う
ま
で
も
な
く
、
彼

ら
の
行
為
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
）

ま
た
多
く
の
場
合
、
被
害
者
の
遺
族
が
死
刑
を
望
ん
で
い
る
（
我
が

国
で
は
、
殺
人
を
犯
し
た
場
合
以
外
は
死
刑
に
な
る
こ
と
が
な
い
。

従
っ
て
、
死
刑
を
望
む
の
は
「
被
害
者
」
で
は
な
く
「
被
害
者
の
遺

族
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
一
。
凶
悪
犯
罪
で
あ
れ
ば
、
国
民
が
死
刑

を
望
ん
で
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
国
民
の
多
く
が
死
刑

制
度
の
存
続
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
状
況
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
　
（
て
ら
い
し
・
よ
し
あ
き
・
岐
阜
聖
徳
学
園
犬
学
非
常
勤
講
師
）
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