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【
論
文
】

江
戸
時
代
に
お
け
る
「
乱
心
」
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
一
考
察

コ
ル
ネ
ー
エ
ヴ
ァ
・
ス
ヴ
ェ
ト
ラ
ー
ナ

は
じ
め
に

近
代
法
学
の
方
針
で
は
、
責
任
能
力
を
も
っ
て
い
な
い
者
を
罰
し
な
い
こ
と
に
立
っ
て
い
る
。
現
在
は
加
害
者
の
能
力
を

問
う
制
度
と
し
て
、
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
精
神
鑑
定
を
実
施
す
る
な
ど
、
決
ま
っ
た
手
続
き
が
と
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
も

現
在
も
、
自
分
が
な
し
た
こ
と
に
対
し
一
定
の
責
任
が
伴
う
と
い
う
考
え
方
は
変
わ
っ
て
は
い
な
い
が
、
責
任
を
ど
こ
ま

で
、
ど
の
よ
う
に
取
ら
せ
る
べ
き
か
、
ま
た
社
会
が
求
め
る
責
任
の
取
り
方
に
違
い
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
精
神
鑑
定
が
ま
だ
行
わ
れ
な
か
っ
た
江
戸
時
代
に
お
け
る
精
神
異
常
、
当
時
の
言
葉
で
い
う
「
乱
心
」
な
い

し
「
乱
気
」
を
め
ぐ
っ
て
、
法
規
定
な
ら
び
に
人
々
の
一
般
認
識
に
目
を
向
け
、
そ
の
有
り
様
に
つ
い
て
ま
と
め
る
の
が
目

的
で
あ
る
。
と
り
わ
け
喧
嘩
の
よ
う
な
争
い
が
起
き
た
際
、
当
事
者
の
乱
心
状
態
が
処
罰
免
除
も
し
く
は
軽
減
の
事
由
に
な

り
え
た
か
ど
う
か
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
述
べ
て
い
く
。
と
り
わ
け
、「
乱
心
」
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
は
有
利
で
あ
っ
た
の

か
、
は
た
ま
た
不
利
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
も
っ
て
、「
乱
心
」
認
定
が
も
た
ら
す
帰
結
に
つ
い
て
考
察
を
試
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み
る
。

「
乱
心
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
。
例
え
ば
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
二
〇
〇
二
年
）
の
「
乱
心
」
を
引

く
と
、
①
心
が
狂
い
乱
れ
る
こ
と
。
常
軌
を
逸
し
て
分
別
を
な
く
す
こ
と
。
乱
気
。
＊
日
葡
辞
書
（
一
六
〇
三
―

一
六
〇
四
）「Ranxin

（
ラ
ン
シ
ン
）。
ミ
ダ
レ
ゴ
コ
ロ
〈
訳
〉
錯
乱
し
た
心
。
文
書
語
」
②
江
戸
時
代
の
刑
法
で
用
い
た

語
。
心
が
乱
れ
、
心
神
喪
失
の
状
態
に
な
る
こ
と
。
刑
の
軽
減
事
由
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
乱
気
。
③
仏
語
。
散
乱
す

る
こ
こ
ろ
。
煩
悩
な
ど
に
と
ら
わ
れ
て
乱
れ
る
心
、
と
あ
る
。

『
広
辞
苑
』
第
六
版
に
お
け
る
乱
心
の
項
目
に
、
心
が
乱
れ
る
こ
と
。
気
の
く
る
う
こ
と
。
狂
気
。
乱
気
。「
逆
上
し
て
ー

す
る
」「
ー
者も
の

」、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

右
に
挙
げ
た
辞
典
で
の
解
説
か
ら
、
広
義
で
の
乱
心
は
心
が
乱
れ
て
分
別
を
な
く
す
状
態
を
指
し
て
お
り
、
狭
義
で
は
江

戸
期
の
刑
罰
用
語
で
あ
り
、
刑
の
軽
減
事
由
に
な
り
え
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
乱
心
を
扱
っ
た
先
行
研
究
の
概
要
と
、
そ
れ
ら
が
提
示
し
た
主
要
な
見
解
に
つ
い
て
の
概
略
を
行
う
。
乱

心
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
方
法
論
、
す
な
わ
ち
法
制
史
と
精
神
医
学
の
分
野
か
ら
追
究
さ
れ
て
き
た
。

前
者
の
分
野
に
お
い
て
、
石
井
良
助
の
『
刑
罰
の
歴
史
』（
一
九
五
二
年
）、
平
松
義
郎
の
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』

（［
一
九
六
〇
］
一
九
八
八
年
）、
高
柳
真
三
の
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』（
一
九
八
八
年
）
な
ど
の
事
績
が
挙
げ
ら
れ

る
。医

学
の
立
場
か
ら
乱
心
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
、
昼
田
源
四
郎
の
「
近
世
日
本
に
お
け
る
民
衆
の
狂
気
観
に
つ
い
て
」

（
一
九
七
八
年
）
や
「
日
本
古
代
と
近
世
に
お
け
る
狂
気
と
犯
罪
―
責
任
能
力
に
つ
い
て
の
判
断
を
中
心
に
」（
一
九
九
三
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年
）、
岡
田
靖
雄
の
「
弘
前
藩
『
御
国
日
記
』
に
み
る
乱
心
お
よ
び
自
害
」（
二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

で
は
、
次
節
に
お
い
て
各
分
野
に
お
け
る
代
表
的
な
研
究
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
節
　
先
行
研
究
の
概
要
と
動
向

〔
一
〕　
歴
史
学
お
よ
び
法
制
史
研
究
に
お
け
る
乱
心
を
め
ぐ
る
議
論

本
節
で
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
精
神
異
常
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
た
の
か
を
法
的
な
見
地
か
ら
、
先
行
研
究
に
拠
り

な
が
ら
探
っ
て
い
く
。

平
松
義
郎
が
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
で
、精
神
障し
ょ
う

碍が
い

の
状
態
を
指
す
乱
心
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

心
神
喪
失
、
心
神
耗
弱
な
ど
の
精
神
障
碍
は
、
病
的
と
否
と
、
永
続
的
と
一
時
的
と
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
「
乱
心
」

と
呼
ば
れ
た
が
、
比
較
的
そ
の
程
度
の
軽
い
者
を
「
愚
昧
」
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
乱
心
者
で
あ
っ
て
も
、
通
常
人

と
同
じ
く
刑
罰
の
執
行
を
な
す
こ
と
を
原
則
と
し
、
死
刑
も
ま
た
こ
れ
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
親
類

に
押
込
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
刑
罰
で
あ
る
が
、
監
護
な
い
し
予
防
処
分
的
な
意
味
を
も
有
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
乱
心
者
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
、
未
然
に
監
護
の
処
置
を
と
る
の
が
望
ま
し
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、
と

く
に
、
放
火
失
火
な
ど
「
火
之
元
」
の
危
険
に
対
処
す
る
た
め
、
親
族
よ
り
官
に
請
う
て
自
宅
に
監
禁
保
護
す
る
「
檻

入
」
の
制
度
が
、
江
戸
、
大
阪
、
お
よ
び
在
方
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た（

1
）。
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右
の
記
述
か
ら
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
、「
乱
心
」
は
あ
ら
ゆ
る
精
神
異
常
を
ひ
っ
く
る
め
て
表
す
言
葉
と
し
て
使
わ

れ
、
そ
し
て
乱
心
し
た
者
は
通
常
の
人
と
同
じ
く
刑
罰
の
対
象
と
見
な
さ
れ
、
罪
を
犯
し
た
乱
心
者
に
対
し
死
刑
も
行
っ

た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
乱
心
の
予
防
な
い
し
処
置
と
し
て
は
親
族
に
預
け
監
禁
さ
せ
る
措
置
が
と
ら
れ
た
の
で
あ

る
。な

お
、
高
柳
真
三
も
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』（
一
九
八
八
年
）
に
お
い
て
、
乱
心
に
関
す
る
規
定
の
成
立
な
ら

び
に
改
定
、
身
分
に
よ
る
扱
い
の
差
異
、
規
定
の
適
用
例
、
乱
心
と
愚ぐ

昧ま
い

の
違
い
な
ど
を
問
う
て
い
る（

2
）。
高
柳
に
よ
る

解
説
は
本
稿
の
第
二
節
に
て
や
や
詳
し
く
取
り
上
げ
る
。

次
に
、
細
川
亀
市
が
「
徳
川
刑
法
に
於
け
る
乱
心
者
と
幼
年
者
」（
一
九
四
三
年
、『
林
志
学
法
』
所
収
）
に
て
展
開
し
た

議
論
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
細
川
に
よ
れ
ば
、
徳
川
刑
法
に
お
い
て
は
心
神
喪
失
者
と
心
身
耗
弱
者
と
を
概
念
的

に
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
「
乱
心
者
」「
乱
気
者
」「
気
違
者
」「
騒
気
者
」
な
ど
と
い
っ
た
。
癇か
ん

癪し
ゃ
く

の
持
病

が
あ
る
者
を
も
乱
心
者
と
し
て
扱
っ
て
い
た
。
刑
事
責
任
を
問
題
と
す
る
場
合
に
、
乱
心
者
た
る
こ
と
は
乱
心
の
常
態
に
あ

る
こ
と
を
必
要
と
せ
ず
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
の
時
に
お
い
て
乱
心
の
状
態
に
あ
る
者
を
指
し
た（

3
）。
つ
ま
り
、
常

に
乱
心
の
状
態
に
い
る
必
要
は
な
く
、
事
件
を
起
こ
し
た
時
点
に
乱
心
し
て
い
れ
ば
そ
の
後
正
常
に
戻
っ
た
と
し
て
も
、

「
乱
心
」
と
認
定
す
る
に
は
十
分
だ
と
い
う
細
川
の
指
摘
を
念
頭
に
お
き
た
い
。

乱
心
者
に
襲
わ
れ
た
被
害
者
が
傷
な
ど
の
傷
害
に
と
ど
ま
っ
た
場
合
、
乱
心
と
関
係
な
く
、『
御
定
書
百
箇
条
』（

4
）第

七
一
条
に
な
ら
っ
て
、
人
を
傷
つ
け
た
者
は
傷
の
多
少
に
よ
ら
ず
治
療
代
と
し
て
町
人
百
姓
は
銀
一
枚
を
被
害
者
へ
渡
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（

5
）。
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乱
心
し
て
打ち
ょ
う

擲ち
ゃ
く

・
傷
害
な
ど
に
至
っ
て
は
被
害
者
側
か
ら
の
出
願
が
あ
れ
ば
、
加
害
者
を
容
易
に
赦
免
し
て
い
た
と
細

川
は
述
べ
て
い
る（

6
）。
親
を
殴
打
し
た
乱
心
者
は
牢
入
り
と
さ
れ
た
が
、
親
や
親
類
の
出
願
が
あ
れ
ば
釈
放
さ
れ
た
。
妻

を
殺
し
た
乱
心
者
は
牢
屋
に
拘
禁
さ
れ
、
赦
免
の
出
願
者
が
い
れ
ば
こ
れ
を
許
し
た
（
な
け
れ
ば
死
罪
）（

7
）。
夫
に
傷
害
を

加
え
た
乱
心
者
の
妻
も
、
出
願
に
よ
っ
て
赦
免
さ
れ
た
。

細
川
に
よ
れ
ば
、
幕
府
法
に
お
け
る
「
乱
心
者
」
は
心
神
喪
失
者
も
心
神
耗
弱
者
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
被
告
人
が
乱
心

者
で
あ
る
や
否
や
は
、
当
時
に
お
い
て
は
法
律
上
の
問
題
で
あ
っ
た
た
め
に
、
乱
心
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
は
裁
判
役
人

の
自
由
な
判
断
に
依
っ
て
い
た
。
法
上
の
準
則
が
存
在
し
な
い
な
か
、
そ
の
判
断
は
多
年
の
経
験
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
の

で
、
一
定
の
主
観
の
入
る
余
地
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
被
告
人
に
と
っ
て
は
、
事
実
上
乱
心
者
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、

と
も
か
く
乱
心
者
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
有
利
な
わ
け
で
あ
る
が
、
当
時
の
裁
判
役
人
は
単
に
無
軌
道
の
判
定
を
下

し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
乱
心
者
の
刑
は
確
か
に
普
通
人
よ
り
軽
減
さ
れ
て
は
い
た
が
、
決
し
て
責
任
無
能
力
者
で
は
な
い

と
細
川
は
強
調
し
て
い
る（

8
）。

以
上
、
細
川
の
議
論
よ
り
、
事
件
が
起
き
た
時
点
に
乱
心
し
て
い
れ
ば
「
乱
心
」
と
判
定
さ
れ
る
の
に
十
分
だ
っ
た
点

と
、
乱
心
判
定
は
被
告
人
に
と
っ
て
有
利
だ
っ
た
点
を
確
認
で
き
た
。

今
度
は
法
学
者
中
田
薫
が
『
法
政
史
論
集　

第
三
巻
上
』（〔
一
九
四
三
〕
一
九
七
一
年
）
第
二
〇
章
第
二
節
「
負
責
能

力
」
に
お
い
て
、
幼
年
者
と
精
神
病
者
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
呈
し
た
考
え
に
目
を
向
け
た
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
古
代
の

刑
法
は
概
し
て
犯
罪
の
事
実
を
過
重
し
て
、
犯
人
の
意
思
を
不
問
に
付
し
、
幼
年
者
・
精
神
病
者
の
行
為
も
な
お
犯
罪
と
し

て
処
罰
し
た
の
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
人
が
自
己
の
行
為
に
対
し
て
刑
事
上
の
責
任
を
負
う
の
は
、
是
非
の
識
別
心
が
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あ
り
決
意
を
し
た
場
合
に
限
る
と
い
う
論
理
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る（

9
）。

精
神
病
者
・
幼
年
者
へ
の
処
分
に
関
し
て
、
江
戸
期
の
刑
法
で
は
、
乱
心
が
確
実
で
あ
っ
て
も
乱
心
者
の
刑
を
一
等
軽
く

し
て
も
ら
う
な
ど
、
正
常
者
の
犯
罪
と
同
一
に
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
刑
を
完
全
に
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
中
田
は

念
を
押
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
細
川
の
見
解
と
一
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
刑
事
責
任
の
根
拠
に
つ
い
て
、
御
定
書

百
箇
条
に
お
い
て
立
法
者
は
明
ら
か
に
、
犯
意
の
有
無
に
よ
っ
て
責
任
の
有
無
を
決
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
百
箇
条
の
条
文

に
あ
る
「
乱
心
に
於
無
紛
は
」
と
い
う
文
言
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
犯
意
が
無
い
こ
と
を
前
提
に
正
常
者
と
区
別
し
、
処
分

も
異
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
普
通
の
人
が
犯
意
を
も
っ
て
行
え
る
犯
罪
よ
り
も
軽
く
罰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

立
法
者
は
初
め
か
ら
精
神
病
者
・
幼
年
者
の
犯
罪
行
為
は
乱
心
の
結
果
で
あ
り
無
分
弁
の
致
す
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
熟
知

し
て
い
る
が
、
悪
傾
向
の
あ
る
精
神
病
者
・
幼
年
者
は
、
社
会
に
対
し
て
甚
だ
危
険
な
存
在
で
あ
る
と
見
て
、
特
に
こ
れ
を

処
罰
し
た
の
だ
と
解
す
る
の
が
適
当
で
は
な
い
か
と
中
田
は
述
べ
て
い
る（

10
）。

過
失
と
故
意
に
つ
い
て
、
中
田
は
、
過
失
罪
は
初
め
無
罪
だ
っ
た
が
、
頻
繁
に
起
き
た
の
で
、
重
罪
と
み
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。
道
徳
の
遵
守
よ
り
も
社
会
の
実
害
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
た
め
と
中
田
は
み
て
い
る
の

で
あ
る（

11
）。

以
上
、
中
田
の
議
論
か
ら
は
、「
乱
心
」
は
究
極
の
と
こ
ろ
「
犯
意
が
な
い
」
こ
と
の
証
明
で
あ
る
点
と
、
乱
心
者
は
社

会
の
安
全
を
犯
す
ゆ
え
に
拘
束
な
ど
の
措
置
が
と
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
点
、
そ
し
て
過
失
が
次
第
に
厳
罰
の
対
象
と
な
っ

て
い
っ
た
点
を
確
認
で
き
る
。
こ
れ
を
念
頭
に
置
き
、
次
項
で
は
精
神
医
学
の
見
地
か
ら
見
た
江
戸
時
代
の
乱
心
に
関
す
る

研
究
成
果
の
紹
介
に
移
る
。
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〔
二
〕　
精
神
医
学
研
究
に
お
け
る
乱
心
を
め
ぐ
る
議
論

こ
こ
で
は
、
精
神
医
学
の
立
場
か
ら
乱
心
を
取
り
上
げ
た
主
な
議
論
を
取
り
上
げ
る
。

ま
ず
は
昼
田
源
四
郎
が
展
開
し
た
乱
心
論
の
主
要
な
特
徴
を
挙
げ
て
お
こ
う
。「
近
世
日
本
に
お
け
る
民
衆
の
狂
気
観
に

つ
い
て

―『
日
本
精
神
医
学
思
想
史
』
序
説

―
」（
一
九
七
八
年
、『
社
会
精
神
医
学
』
所
収
）
と
い
う
論
文
は
江
戸
時

代
に
お
け
る
一
般
民
衆
の
「
狂
気
観
」
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
当
時
の
用
語
使
い
や
精
神
異
常
の
捉
え
方
、
乱

心
者
に
対
す
る
扱
い（

12
）が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

昼
田
は
、「
原
因
不
明
の
殺
人
や
自
殺
に
つ
い
て
、『
乱
気
』
が
そ
の
異
常
事
態
の
説
明
原
理
と
し
て
用
い
ら
れ
、
人
々
を

納
得
（
お
そ
ら
く
安
心
も
）
さ
せ
て
い
る
と
い
う
、『
狂
気
』
と
い
う
言
説
の
も
つ
社
会
的
機
能
」
に
気
づ
き
、
原
因
不
明

の
殺
人
や
自
殺
の
際
に
乱
心
や
乱
気
が
便
利
な
説
明
要
因
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る（

13
）。
こ
れ
は
本
研
究
に

と
っ
て
重
要
な
視
角
で
あ
る
。

さ
ら
に
昼
田
は
、
一
九
九
三
年
に
発
表
し
た
「
日
本
古
代
と
近
世
に
お
け
る
狂
気
と
犯
罪
―
責
任
能
力
に
つ
い
て
の
判
断

を
中
心
に
―
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
精
神
障
害
者
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
律
令
時
代
か
ら
す
で
に
、
精
神
障
害
者
は

そ
の
責
任
能
力
を
充
分
問
え
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
存
在
し
、
近
世
に
も
存
続
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
、
近
世
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
御
定
書
が
制
定
さ
れ
た
時
期
に
関
し
て
い
う
と
、
実
際
の
判
決
で
は
減
刑
さ
れ
ず
、

厳
し
く
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る（

14
）。

昼
田
は
、
時
期
的
に
は
江
戸
時
代
前
期
、
御
定
書
以
前
の
仙
台
藩
で
の
士
族
に
対
す
る
処
置
に
つ
い
て
、
庶
民
と
同
様
に

士
族
の
場
合
も
、
精
神
障
害
や
酩
酊
に
も
と
づ
く
殺
人
で
あ
っ
て
も
、
人
を
殺
せ
ば
死
刑
が
原
則
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
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る
。
し
か
し
、
殺
害
の
相
手
が
自
分
よ
り
身
分
の
低
い
者
の
場
合
は
、
通
常
は
切
腹
で
あ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
を
、
精
神
障
害

者
で
は
永
牢
（
通
常
は
終
身
刑
）
か
、
も
し
く
は
親
類
預
け
の
う
え
で
座
敷
牢
へ
の
収
容
へ
と
減
刑
さ
れ
た（

15
）。

次
に
、
具
体
的
な
事
例
研
究
に
、
仙
台
藩
の
乱
心
者
に
対
す
る
刑
罰
を
取
り
あ
げ
た
石
井
厚
の
論
文
（
一
九
九
一
年
）
を

取
り
上
げ
る
。

石
井
は
、
仙
台
藩
の
成
文
刑
法
典
で
あ
る
『
評
定
所
格
式
牒
』（
元
禄
十
一
（
一
六
九
八
）
年
制
定
）
の
中
か
ら
乱
心
に

関
連
す
る
条
文
と
し
て
次
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　

　

乱
心
者
之
類

一
、
乱
心
人
を
殺
候
へ
は
、
殺
候
者
之
親
類
に
被
下
死
罪
、
疵
を
付
候
へ
は
親
類
に
御
預
、
親
類
も
無
之

凡
下
等
は
永
く
牢
に
入
置
申
候

　
　

　
　

但
、
先
年
乱
心
致
兄
を
殺
し
候
者
御
座
候
。
是
は
磔
に
罷
成
候

　
　

　
　

酔
狂
人
之
類

一
、
酔
狂
致
大
小
を
抜
所
を
噪
し
、
又
は
人
に
疵
付
候
者
他
国
御
追
放
、
人
を
殺
候
へ
は
死
罪
に
被
相
行
候（

16
）（
後

略
）

『
評
定
所
格
式
牒
』
が
制
定
さ
れ
た
頃
は
戦
国
時
代
の
名
残
り
を
と
ど
め
た
重
刑
主
義
の
時
代
で
あ
っ
て
、
厳
罰
を
課
す
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こ
と
で
、
威
嚇
に
よ
っ
て
犯
罪
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
武
士
と
そ
れ
以
外
の
凡ぼ
ん

下げ

の
者
と
の
身
分
に
よ
る
刑
罰
上
の
差
、
主
従
・
親
子
の
関
係
を
乱
す
こ
と
を
特
に
重

視
し
て
重
い
刑
罰
を
与
え
る
と
い
う
封
建
的
道
徳
観
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。

石
井
厚
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
仙
台
藩
に
お
い
て
、
精
神
障
害
者
の
犯
罪
に
対
し
て
、
責
任
能
力
上
の
考
慮
が
一
切
払
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る（

17
）。
享
保
年
間
ま
で
は
死
刑
に
次
ぐ
重
刑
と
し
て
牢
朽き
ゅ
う

、
永
牢（

18
）と
い
う
制
度
が
あ
り
、

そ
の
後
ま
ず
牢
朽
が
廃
止
さ
れ
、
さ
ら
に
延
享
二
（
一
七
四
五
）
年
に
は
永
牢
も
廃
止
さ
れ
て
遠
島
に
代
え
ら
れ
た
が
、
乱

心
者
に
対
す
る
永
牢
だ
け
は
そ
の
ま
ま
存
続
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
乱
心
犯
罪
者
に
対
す
る
処
遇
は
一
段
と
厳
し
い
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る（

19
）。

そ
し
て
、
法
典
の
条
文
と
実
際
の
判
決
の
間
に
違
い
が
あ
っ
た
。
石
井
い
わ
く
、
刑
罰
の
言
い
渡
し
の
上
で
は
、
時
代
に

よ
っ
て
重
刑
に
傾
い
た
時
期
と
寛
刑
に
傾
い
た
時
期
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）、
仙
台
藩
の
宿
老

で
あ
っ
た
遠
藤
守
信
が
殺
人
犯
以
外
に
は
死
刑
を
廃
止
し
、
殺
人
疑
惑
者
以
外
に
拷
問
も
行
わ
な
い
よ
う
に
と
献
策
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
徐
々
に
刑
罰
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
八
〇
〇
年
代
に
凶
作
の
影
響
な
ど
で
犯
罪
が
増

加
す
る
に
つ
れ
、
再
び
重
刑
に
傾
い
て
い
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
藩
主
の
個
性
に
よ
っ
て
量
刑
が
左
右
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ

た
。
ま
た
、
被
告
人
が
家
柄
の
武
士
で
あ
れ
ば
、
祖
先
の
功
績
に
よ
っ
て
刑
を
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
た（

20
）。

な
お
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
乱
心
と
見
な
さ
れ
た
の
か
。
何
よ
り
、
家
柄
に
あ
る
ま
じ
き
行
為
を
し
た
事
が
乱
心
の
証
拠

と
さ
れ
、
同
様
に
理
由
の
な
い
出
奔
は
そ
れ
だ
け
で
乱
心
と
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
石
井
厚
の
言
葉
を
挙
げ
れ
ば
、「
乱

心
と
は
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
環
境
に
於
い
て
守
る
べ
き
基
準
（norm

）
を
逸
脱
（ab

―
）
し
た
状
態
で
あ
っ
た
と
思
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わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
乱
心
と
い
う
判
断
は
誰
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、「
刑
罰
記
に
よ
っ
て
み
る
限
り
、
医

師
の
判
断
を
仰
い
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
衆
目
の
見
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
奉
行
が
乱
心
と
認
定
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
」
と
石
井
は
述
べ
て
い
る（

21
）。

次
に
、岩
崎
大
輔
と
新
福
尚
隆
が
共
著
し
た
「
江
戸
期
に
お
け
る
精
神
障
害
者
の
法
的
処
置
に
関
す
る
研
究
」（
二
〇
〇
九

年
、『
精
神
医
学
史
研
究
』
所
収
）
を
取
り
上
げ
る
。
そ
こ
で
は
乱
心
者
を
精
神
障
害
者
と
見
な
す
と
い
う
前
提
に
立
ち
、

一
七
世
紀
末
葉
の
刑
事
判
例
集
『
御
仕
置
裁
許
帳
』（

22
）に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
乱
心
之
者
」
の
具
体
事
例
を
通
じ
て
、
当
時

の
裁
判
に
お
け
る
乱
心
者
の
法
的
処
遇
に
つ
い
て
分
析
と
考
察
が
行
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
著
者
は
、『
御
仕
置
裁
許
帳
』

収
録
の
九
七
四
例
か
ら
、「
乱
心
之
者
」
事
例
二
八
例
と
、
彼
ら
と
同
じ
罪
科
で
裁
か
れ
た
「
健
常
者
」
事
例
六
九
例
と
を

選
出
し
て
、
比
較
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
「
乱
心
之
者
」
事
例
に
お
い
て
「
乱
心
」
を
理
由
と
し
た
減
刑
が

確
認
さ
れ
、
斟
酌
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
「
申
請
型
」「
裁
量
型
」「
恩
赦
型
」「
そ
の
他
」
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類

さ
れ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
事
例
は
親
族
・
知
人
な
ど
に
対
す
る
傷
害
・
暴
行
・
殺
人
の
例
を
占
め
て
い
た（

23
）。

著
者
に
よ
る
と
、
江
戸
前
期
に
お
い
て
、
国
民
を
対
象
と
し
た
刑
法
典
が
存
在
し
な
い
時
代
で
あ
り
、
裁
判
が
裁
量
・
慣

習
法
・
先
例
で
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
乱
心
者
の
犯
罪
に
関
し
て
も
、
奉
行
は
先
例
・
自
ら
の
心
情
・
社
会
的
反
響

な
ど
に
留
意
し
て
判
決
を
下
す
必
要
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
、「
乱
心
」
に
対
す
る
社
会
的
な
認
識
が
「
乱
心

者
」
の
裁
判
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る（

24
）。

岩
崎
と
新
福
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
抽
出
さ
れ
た
事
例
か
ら
、「
乱
心
」
を
斟
酌
す
る
慣

習
は
存
在
し
た
が
、
同
時
に
「
乱
心
と
い
え
ど
も
、
上
下
の
身
分
を
弁
え
な
い
重
大
な
犯
行
行
為
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
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な
い
」（

25
）と
い
う
価
値
観
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
判
例
の
原
文
に
は
「
乱
心
と
申
候
え
共
」
の
文
言

も
あ
り
、「
乱
気
・
乱
心
」
を
刑
の
軽
減
の
要
素
と
し
て
み
な
し
て
い
な
け
れ
ば
、
文
中
に
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
不
自
然

で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
「
乱
気
・
乱
心
」
が
裁
判
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
乱
心
と
い
え
ど
も
、
上
下
関
係
を
弁
え
な
い
重
罪
は
重
罰
を
受
け
る
が
、
重
罪
を
除
い
た
犯
罪
に
お
い
て
は

「
乱
心
」
の
事
実
が
裁
判
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。「
上
下
関
係
の
秩
序
」
が
「
乱
心
之
者
に
対
す
る
配
慮
」
よ
り
も
重
視

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
と
二
人
の
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。
加
害
者
を
赦
免
し
た
後
に
そ
の
「
乱
心
の
養
生
」
が
試
み

ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
江
戸
に
お
い
て
は
「
隔
離
に
よ
る
社
会
秩
序
の
維
持
」
と
い
う
思
潮
も
ま
た
強
か
っ
た
た
め

「
座
敷
牢
」
に
入
牢
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た（

26
）。

以
上
、
乱
心
者
へ
の
法
的
配
慮
の
問
題
に
つ
い
て
、『
御
仕
置
裁
許
帳
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
具
体
的
事
例
を
も
と
に
、

「
気
違
・
乱
気
・
乱
心
」
等
の
精
神
疾
患
を
か
か
え
る
者
へ
の
裁
判
に
お
け
る
配
慮
は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
が
判
明

し
た
と
著
者
た
ち
は
結
論
付
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
赦
免
申
請
の
一
事
由
」、
あ
る
い
は
「
奉
行
の
裁
量
」
と
い
う
か
た
ち

で
斟
酌
さ
れ
て
い
た
が
、「
上
下
関
係
」
を
弁
え
な
い
犯
罪
は
、
加
害
者
の
「
気
違
・
乱
気
・
乱
心
」
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
厳
罰
に
処
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た（

27
）。

最
後
に
、
岡
田
靖
雄
の
「
弘
前
藩
『
御
国
日
記
』
に
み
る
乱
心
お
よ
び
自
害
」（
二
〇
一
一
年
、『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
所

収
）
と
い
う
論
文
を
紹
介
す
る
。

岡
田
は
、
弘
前
城
中
で
寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
か
ら
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
ま
で
に
記
録
さ
れ
た
『
御
国
日
記
』
を

も
と
に
松
木
明
知
・
花
田
要
一
が
医
事
関
係
部
分
を
ま
と
め
た
『
津
軽
医
事
文
化
史
料
集
成　

御
国
日
記
』
の
上
下
巻
か
ら
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乱
心
お
よ
び
自
害
・
自
傷
の
事
例
を
選
び
論
文
に
一
つ
一
つ
簡
単
に
紹
介
し
た
（
乱
心
一
二
例
、
乱
心
に
よ
る
自
害
・
自
傷

一
六
例
、
乱
心
に
よ
る
他
害
三
例
、
飲
酒
他
害
一
例
、
乱
心
な
ど
の
記
載
の
な
い
自
害
・
自
傷
一
三
例
、
計
四
五
例
）。

考
察
に
お
い
て
、「
気
違
」・「
乱
気
」
か
ら
「
乱
心
」
へ
と
江
戸
時
代
に
乱
心
の
呼
称
が
変
遷
し
た
と
い
う
板
原
和
子
と

桑
原
治
雄
の
指
摘
（「
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
精
神
障
害
者
の
処
遇
」
一
九
九
八
―
二
〇
〇
一
年
、『
社
会
問
題
研
究
』
所

収
）
に
つ
い
て
は
、『
御
国
日
記
』
で
は
前
半
は
「
乱
気
」
と
い
う
使
い
方
が
多
く
、
後
期
は
「
乱
心
」
が
多
く
な
る
が
、

事
例
数
が
少
な
い
た
め
こ
の
傾
向
は
決
定
的
だ
と
は
い
え
な
い
と
岡
田
が
述
べ
て
い
る（

28
）。

も
う
一
つ
、
乱
心
者
の
監
禁
処
遇
に
つ
い
て
の
手
続
き
が
慣
習
化
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
岡
田
が
依
っ
た

資
料
に
み
る
限
り
、
弘
前
藩
で
は
、
個
別
的
届
け
は
あ
っ
て
も
、
慣
習
化
・
制
度
化
を
示
す
も
の
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

以
上
の
諸
議
論
を
踏
ま
え
、
続
く
節
で
は
乱
心
を
め
ぐ
る
江
戸
時
代
の
具
体
的
な
規
定
を
中
心
に
確
認
し
て
い
く
。

第
二
節
　
江
戸
時
代
の
乱
心
者
に
適
用
さ
れ
た
法
的
処
置

〔
一
〕　
乱
心
者
の
刑
事
責
任
の
問
題

こ
こ
で
は
、
高
柳
真
三
の
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』（
一
九
八
八
年
）
を
手
が
か
り
に
、
江
戸
時
代
の
乱
心
者
の

刑
事
責
任
を
巡
る
処
置
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
江
戸
時
代
、
乱
心
者
で
あ
っ
て
も
人
を
殺
せ
ば
原
則
と
し
て
死
刑
（
下
手
人

と
い
う
、
死
刑
の
中
の
一
番
軽
い
刑
）
に
処
せ
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
殺
人
者
が
乱
心
し
て
い
る
確
証
が
あ
る
う
え
に
、
被
害

者
側
の
主
人
な
ら
び
に
親
類
等
か
ら
加
害
者
に
対
す
る
下
手
人
宥
免
の
願
い
出
が
あ
れ
ば
、
詮
議
す
な
わ
ち
審
議
を
し
て
願

い
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
だ
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
も
し
被
害
者
が
加
害
者
の
主
人
あ
る
い
は
親
で
あ
れ
ば
、
確
か
な
乱
心
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者
で
あ
っ
て
も
宥
免
願
は
認
め
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
死
罪
に
処
せ
ら
れ
る
。
身
分
制
が
敷
か
れ
、
上
下
の
秩
序
を
社

会
の
基
礎
に
置
い
て
い
た
当
時
に
お
い
て
、
主
殺
し
・
親
殺
し
は
最
も
重
い
罪
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

乱
心
者
が
殺
人
を
犯
し
た
と
き
の
処
置
に
は
一
時
的
変
動
（
後
述
）
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
れ
を
下
手
人
と
す
る
原
則

は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
乱
心
の
場
合
は
、
被
害
者
側
か
ら
加
害
者
の
宥
免
願
を
出
し
う
る
も
の

と
し
、
審
議
の
う
え
、
下
手
人
を
免
除
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
酒
狂
の
場
合
は
原
則
と
し
て
下
手
人
に

し
、
被
害
者
の
主
人
あ
る
い
は
親
類
が
加
害
者
の
宥
免
願
い
を
出
し
て
も
、
そ
れ
を
受
理
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
江

戸
時
代
中
期
に
な
る
と
、『
御
定
書
百
箇
条
』
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
酒
狂
に
よ
る
殺
人
と
乱
心
に
よ
る
殺
人
と
は

別
々
に
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

な
お
、
乱
心
者
の
刑
事
責
任
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
規
定
が
で
き
る
ま
で
の
経
過
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
変
遷
が
見
ら

れ
る（

29
）。
高
柳
の
記
述
に
沿
っ
て
簡
単
に
記
し
て
お
く
。

時
代
の
推
移
で
み
れ
ば
、
ま
ず
江
戸
初
期
（
元
禄
一
〇
（
一
六
九
七
）
年
以
前
）
に
は
、
女
房
や
子
供
を
殺
し
た
乱
心
者

に
科
刑
の
宥
免
を
認
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
後
に
は
一
般
に
人
殺
を
し
た
乱
心
者
に
対
し
て
は
死
刑
を
も
っ
て
の
ぞ
ん

だ
。
享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
ま
で
の
二
〇
年
間
は
、
規
定
を
改
め
る
動
き
が
あ
っ
た
。
具
体
的
に
、
乱
心
者
は
「
本
心

者
」（
健
常
者
）
と
違
う
と
の
理
由
で
、
こ
れ
に
牢
舎
あ
る
い
は
永
牢
を
言
い
渡
し
、
も
し
本
心
に
戻
っ
て
も
遠
島
を
申
し

付
け
る
基
本
方
針
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
享
保
二
年
の
改
正
で
こ
の
方
針
が
捨
て
ら
れ
、
そ
れ
以
前
の
制
度
へ
戻
り
、
そ
れ
が
『
御
定
書
』
と
し
て
確

立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
乱
心
者
が
犯
し
た
殺
人
で
乱
心
者
を
処
刑
す
る
と
い
う
原
則
に
対
し
て
、
も
し
武
士
が
乱
心
し
て
身
分
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の
軽
い
百
姓
町
人
を
殺
し
た
場
合
は
、
下
手
人
に
処
せ
ず
御
構
な
し
と
い
う
優
遇
が
設
け
ら
れ
た（

30
）。

時
系
列
で
み
る
と
、
規
定
の
方
針
変
更
に
際
し
て
も
っ
と
も
特
徴
的
だ
っ
た
の
は
元
禄
期
の
後
半
に
見
ら
れ
た
、
乱
心
者

と
正
常
者
と
を
区
別
す
る
方
針
と
、
享
保
期
以
降
に
見
ら
れ
た
、
犯
罪
者
を
一
律
に
扱
う
方
針
と
並
ん
で
、
武
士
の
身
分
的

特
権
を
肯
定
す
る
傾
向
、
と
方
針
が
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
。
元
禄
期
の
緩
和
傾
向
の
説
明
に
当
た
っ
て
、
高
柳
は
法
の
理
論

を
用
い
て
、「
刑
事
責
任
に
対
し
て
主
観
主
義
的
な
考
え
」
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
見
て
、
結
果
重
視
と
い
う
素
朴
な

客
観
主
義
の
立
場
か
ら
一
歩
を
踏
出
し
た
進
歩
的
改
正
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
一
方
、
高
柳
は
、
享
保
二
年
の
改
正

は
、
八
代
将
軍
吉
宗
の
刑
政
改
革
の
な
か
に
窺
が
わ
れ
る
主
観
主
義
へ
の
是
正
の
傾
向
と
は
異
な
っ
た
方
向
を
目
差
し
て
い

た
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
武
士
を
優
遇
す
る
と
い
う
例
外
を
許
容
し
て
い
た
の
は
、
武
士
と
庶
民
と
の
身
分
秩
序
を
維

持
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
主
観
主
義
的
な
考
慮
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
論
じ
た（

31
）。

昼
田
源
四
郎
が
『
疫
病
と
狐
憑
き
』（
一
九
八
五
年
）
に
お
い
て
、「
乱
心
者
の
責
任
能
力
」
と
い
う
項
目
に
お
い
て
、
殺

人
・
傷
害
・
そ
の
他
に
分
け
、
関
連
す
る
事
例
を
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。
先
に
紹
介
し
た
昼
田
に
よ
る
著
作
同
様
、
舞
台

は
東
北
の
寒
村
で
あ
っ
た
奥
州
守
山
領
（
現
・
福
島
県
郡
山
市
の
一
部
）
の
村
々
で
あ
り
、
一
四
二
冊
か
ら
な
る
『
御
用
溜

帳
』
が
用
い
ら
れ
た
。
民
衆
の
生
活
ぶ
り
の
詳
細
な
記
録
で
、
庄
屋
（
陣
屋
）
が
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

昼
田
は
連
帯
責
任
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
当
時
の
刑
法
で
あ
る
『
御
定
書
』
に
お
い
て
は
「
連
帯
責
任

主
義
」
が
と
ら
れ
て
お
り
、
殺
人
を
起
こ
し
た
場
合
、
一
般
的
に
は
た
と
え
犯
罪
者
自
身
が
自
害
し
て
も
、
そ
の
周
囲
は
処

罰
を
免
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
乱
心
者
に
よ
る
犯
罪
の
場
合
は
例
外
で
、
本
人
の
責
任
能
力
に
つ
い
て
大
幅
に
考
慮
さ
れ
た
の

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
通
常
で
あ
れ
ば
当
然
「
連
座
」
さ
せ
ら
れ
る
親
族
の
責
任
も
不
問
に
ふ
さ
れ
た
。
た
だ
し
乱
心
で
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は
あ
っ
て
も
犯
行
の
予
測
が
十
分
可
能
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
べ
つ
で
、
親
族
の
監
督
責
任
が
問
わ
れ
た（

32
）。

傷
害
事
件
に
つ
い
て
、
酒
狂
（
酩
酊
状
態
）
に
よ
る
傷
害
事
件
は
多
い
と
昼
田
は
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
は

喧
嘩
の
う
え
で
の
傷
害
事
件
で
あ
る
。
酒
狂
は
減
刑
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た（

33
）。

昼
田
に
よ
る
と
、「
乱
心
」
と
い
う
言
葉
は
医
学
用
語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
行
政
・
司
法
用
語
で
あ
り
、
外
苑
の
広
い
言

葉
で
あ
っ
た
。
守
山
藩
の
事
例
で
み
る
限
り
、
乱
心
の
判
定
に
際
し
て
は
、
事
態
の
了
解
可
能
性
が
か
な
り
考
慮
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
み
え
る
。「
乱
心
」
と
さ
れ
て
い
る
多
く
の
例
で
は
、「
本
性
」「
本
心
」「
正
気
」
の
状
態
に
な
い
、
人
格
の
同
一

性
を
欠
い
た
例
外
状
況
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
言
動
が
了
解
不
能
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、

た
と
え
そ
の
言
動
が
か
な
り
奇
異
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
原
因
や
意
図
が
一
件
了
解
可
能
と
見
え
る
場
合
は
、
責
任
能

力
に
つ
い
て
厳
し
く
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る（

34
）。

昼
田
の
見
解
で
は
、
江
戸
時
代
の
酩
酊
状
態
に
関
す
る
取
扱
い
は
、
あ
る
意
味
非
常
に
合
理
的
で
筋
の
通
っ
た
も
の
に
み

え
る
。「
酒
狂
」
と
表
現
さ
れ
た
一
般
の
酩
酊
犯
罪
の
場
合
、
酩
酊
と
い
う
状
態
は
み
ず
か
ら
の
自
由
意
志
に
も
と
づ
く
飲

酒
行
動
よ
り
招
来
し
た
結
果
で
あ
り
、
そ
の
原
因
に
お
い
て
は
自
由
な
行
為
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
酒
狂
と
は
申
し
な
が

ら
」
と
、
犯
行
の
実
行
行
為
時
に
お
け
る
情
状
へ
の
言
及
は
あ
り
な
が
ら
も
、
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
厳
し
い
処
罰
が
下

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
酒
狂
」
で
も
「
乱
心
」
と
併
記
さ
れ
る
よ
う
な
病
的
酩
酊
や
ア
ル
コ
ー
ル
幻
覚
症
の
場
合
は
「
乱

心
」
に
準
じ
て
減
刑
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
昼
田
に
よ
れ
ば
、
今
日
的
に
み
て
も
、
妥
当
な
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る（

35
）。

昼
田
の
分
析
を
要
約
す
る
と
、
乱
心
の
場
合
、
責
任
能
力
に
対
す
る
配
慮
が
な
さ
れ
、
犯
罪
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
大
幅

に
減
刑
さ
れ
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。
た
だ
し
殺
人
罪
の
減
刑
に
あ
た
っ
て
は
、
被
害
者
感
情
に
対
す
る
十
分
な
配
慮
が
な
さ
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れ
、
被
害
者
側
の
了
解
を
減
刑
の
用
件
と
し
た
。
乱
心
者
本
人
の
責
任
は
問
わ
れ
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
危
険
性
が
あ
る
程

度
予
測
で
き
た
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
親
兄
弟
あ
る
い
は
親
類
・
組
合
な
ど
が
注
意
義
務
を
怠
っ
た
と
し
て
処
罰
さ
れ

た（
36
）。

「
乱
心
」
判
定
の
有
利
不
利
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
昼
田
源
四
郎
の
指
摘
が
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
乱
心
に

関
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
現
代
の
精
神
病
を
め
ぐ
る
偏
見
に
通
じ
る
も
の
が
、
江
戸
時
代
の
守
山
藩
の
例
か
ら
読
み
取

れ
る
。
精
神
障
害
者
は
一
般
的
に
、
保
護
と
同
情
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
存
在
と
み
ら
れ
て
い
た
反
面
、
そ
れ
以
上
に
、
何
を

し
で
か
す
か
予
測
の
つ
か
な
い
、
危
険
な
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
藩
側
も
、
特
に
他
領
に
逃
亡
し
な
い
よ
う
親
類
や
五

人
組
に
厳
命
を
出
し
て
い
た
。
こ
の
藩
側
の
反
応
は
、
乱
心
者
が
他
領
で
何
か
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
ら
そ
の
監
督
責
任
を

問
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
昼
田
は
み
て
い
る
。
ま
た
乱
心
者
を
逃
す
こ
と
は
不
面
目
と
考
え

ら
れ
た（

37
）。
司
法
制
度
上
は
減
刑
さ
れ
る
と
い
う
有
利
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
社
会
で
は
「
異
常
者
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
を

貼
ら
れ
て
管
理
さ
れ
る
と
い
う
負
の
側
面
を
含
意
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
社
会
的
な
地
位
が
高
い
人
に
と
っ
て
は
こ
の
判
定

は
不
面
目
を
意
味
し
、
そ
れ
を
極
力
避
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

事
実
、
元
禄
一
四
（
一
七
〇
一
）
年
三
月
十
四
日
に
江
戸
城
の
大
廊
下
（
松
之
廊
下
）
で
起
き
た
有
名
な
元
禄
事
件
に
お

い
て
、
吉
良
を
突
然
切
り
つ
け
た
浅
野
は
、
現
場
で
彼
を
取
り
押
さ
え
た
梶
川
与
惣
兵
衛
頼
照
に
対
し
「
私
は
乱
心
し
て
い

な
い
。
あ
な
た
が
組
み
留
め
ら
れ
た
の
は
ご
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
が
、
放
し
て
く
れ
。
討
ち
損
じ
た
う
え
は
御
仕
置
を

お
願
い
す
る
。
無
体
な
刃
傷
は
も
う
し
な
い
か
ら
手
を
放
し
て
く
れ
、
烏
帽
子
を
着
せ
大
紋
の
衣
紋
（
着
付
け
）
を
直
し
、

威
儀
を
正
さ
せ
て
く
れ
」
と
言
っ
た
が
、
梶
川
は
し
ば
ら
く
放
さ
な
か
っ
た（

38
）。
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そ
の
後
は
浅
野
と
吉
良
が
個
別
に
取
り
調
べ
を
受
け
、
浅
野
が
吉
良
に
対
す
る
私
的
な
怨
み
を
訴
え
、
詳
細
な
動
機
を
語

ら
ず
、
終
始
正
気
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
主
張
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
浅
野
自
身
は
「
乱
心
」
認
定
を
回
避
し
た
か
っ
た
と

見
受
け
ら
れ
る
。

一
方
、
吉
良
は
、
ど
ん
な
恨
み
を
受
け
た
の
か
と
問
わ
れ
、「
拙
者
に
は
何
の
恨
み
を
う
け
る
覚
え
も
な
く
、
浅
野
の
乱

心
と
み
え
る
。
老
体
の
身
ゆ
え
当
方
が
恨
み
に
思
う
こ
と
も
な
い
の
で
方
々
覚
え
な
く
、
外
に
申
す
こ
と
も
な
い
」
と
言
っ

た（
39
）。「
浅
野
の
乱
心
で
は
な
い
か
」
と
刃
傷
の
原
因
を
推
測
し
た
吉
良
の
発
言
は
、
昼
田
に
倣
え
ば
、
原
因
不
明
の
言
動

の
説
明
を
試
み
た
も
の
と
解
せ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
背
景
に
は
、
減
刑
や
穏
便
な
決
着
を
望
む
心
理
な
い
し
当
時
の
社
会
通

念
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
の
推
察
を
立
証
す
る
に
は
更
な
る
分
析
が
必
要
で
あ
り
、
別
の
機
会

に
委
ね
た
い
。

乱
心
は
特
定
の
場
合
に
お
い
て
刑
罰
の
免
責
事
由
に
な
り
え
た
と
な
る
と
、
実
際
は
当
事
者
が
乱
心
し
て
い
な
か
っ
た
の

に
乱
心
し
て
い
た
と
い
う
嘘
の
証
言
を
す
る
な
ど
、
こ
の
制
度
を
悪
用
す
る
こ
と
が
十
分
に
想
定
さ
れ
う
る
。
そ
う
な
れ

ば
、
公
権
力
者
側
か
ら
見
て
、
宥
免
や
減
刑
の
取
り
計
ら
い
を
講
じ
る
に
当
た
っ
て
、
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
後
述

す
る
よ
う
に
、『
御
定
書
百
箇
条
』
の
規
定
の
改
正
に
お
い
て
、
こ
の
点
も
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
乱
心
の

証
拠
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
宥
免
願
い
の
提
出
の
際
で
あ
る
。
御
定
書
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
、
乱
心
者
が
殺
人
を
犯
し

た
場
合
、
確
証
が
揃
っ
て
い
る
状
態
で
被
害
者
の
親
類
な
ど
が
宥
免
を
願
い
出
れ
ば
、
死
刑
が
免
じ
ら
れ
る
こ
と
が
慣
例
に

な
っ
て
い
た
。

高
柳
に
よ
れ
ば
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
宥
免
の
願
い
が
出
せ
る
の
に
出
し
て
こ
な
い
被
害
者
の
親
族
に
対
し
、
奉
行
所
か



江戸時代における「乱心」の取り扱いに関する一考察　72

ら
宥
免
願
い
の
提
出
を
促
す
事
例
が
記
録
さ
れ
て
い
る（

40
）。
た
だ
し
、「
致
乱
心
、
即
時
ニ
人
を
殺
候
節
ハ
、
其
相
手
下
手

人
被
仰
付
候
、
是
は
喧
嘩
ニ
而
人
を
殺
候
上
、
下
手
人
可
遁
た
め
乱
心
之
躰
ニ
成
候
も
の
も
可
有
之
哉
、
実
否
難
分
故
ニ

候
、
乱
心
無
紛
、
殺
さ
れ
候
者
之
親
類
、
相
手
下
手
人
御
免
之
儀
願
候
得
は
、
願
之
通
被
仰
付
候
」
の
「
下
手
人
可
遁
た
め

乱
心
之
躰
ニ
成
候
も
の
も
可
有
之
哉
」
と
い
う
語
句
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
下
手
人
を
逃
れ
る
た
め
に
乱
心
を
装
う
者
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
奉
行
筋
が
懸
念
し
て
い
た
の
で
あ
る（

41
）。

権
力
主
体
者
側
の
慎
重
な
姿
勢
を
み
る
と
、
遺
恨
の
有
無
（
も
と
も
と
遺
恨
が
あ
っ
て
喧
嘩
に
及
ん
だ
の
か
、
あ
る
い
は

そ
の
場
で
突
然
精
神
が
乱
れ
て
分
別
で
き
な
い
状
態
で
喧
嘩
に
及
ん
だ
か
）
が
、
当
時
は
事
件
の
取
り
調
べ
に
お
い
て
重
大

な
事
柄
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
ま
た
、
犯
罪
者
が
犯
罪
時
よ
り
前
か
ら
乱
心
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
罪
を
犯
し
た
時

点
か
ら
乱
心
し
た
か
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
も
重
要
で
あ
っ
た
。

乱
心
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
利
点
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
仙
台
藩
で
の
事
例
を
分
析
し
た
石
井
厚
に
よ
れ

ば
、「
時
に
は
、
故
意
に
乱
心
と
偽
り
、
後
で
そ
の
事
が
露
見
し
て
処
罰
さ
れ
た
と
い
う
例
も
あ
る
が
、
乱
心
者
の
犯
罪
と

い
え
ど
も
原
則
的
に
正
常
人
と
同
様
に
処
罰
さ
れ
、
正
常
人
が
流
罪
と
な
る
場
合
、
乱
心
者
は
永
牢
あ
る
い
は
牢
朽
と
い
う

一
段
重
い
刑
罰
が
与
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
乱
心
と
判
断
さ
れ
る
方
が
か
え
っ
て
不
利
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
」
と
あ

る（
42
）。

次
項
で
は
、
乱
心
の
処
分
を
伴
う
条
件
に
つ
い
て
、
身
分
の
違
い
に
注
意
し
な
が
ら
見
て
い
く
。
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〔
二
〕　
乱
心
者
が
傷
害
致
死
に
及
ん
だ
際
の
処
罰
内
容
と
身
分
の
関
係

前
出
の
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』
の
第
四
章
、「
江
戸
時
代
の
乱
心
者
の
刑
事
責
任
」
に
お
い
て
高
柳
は
『
御
定

書
』
の
規
定
を
中
心
に
乱
心
・
乱
気
に
か
か
っ
た
者
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代

前
期
に
記
録
さ
れ
て
い
る
乱
心
者
に
よ
る
犯
罪
は
、
加
害
者
の
身
分
は
町
人
な
ど
が
多
く
、
被
害
者
が
主
に
女
房
や
子
供
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
親
類
や
五
人
組
が
赦
免
を
願
出
て
、
聞
き
届
け
ら
れ
て
い
る（

43
）。

高
柳
は
殺
人
や
放
火
を
犯
し
た
際
の
乱
心
扱
い
に
目
を
向
け
、
殺
害
に
つ
い
て
は
、「
乱
気
ニ
而
人
殺
之
事
」
と
い
う

『
御
定
書
』
第
七
八
条
を
挙
げ
て
い
る
（
放
火
犯
へ
の
処
置
に
つ
い
て
は
本
論
と
直
接
関
係
が
な
い
た
め
割
愛
す
る
）。
そ
の

条
文
に
は
、

　
　

七
十
八　

乱
気
ニ
而
人
殺
之
事

享
保
六
年
、
元
文
三
年
極

一
、
乱
心
に
て
人
を
殺
候
共
、
可
為
下
手
人
候
、
然
共
、
乱
心
之
証
拠
慥
ニ
有
之
上
、
被
殺
候
も
の
之
主
人
并
親
類

等
、
下
手
人
御
免
之
願
申
に
お
ゐ
て
ハ
、
逐
詮
議
、
可
相
伺
事
、

享
保
六
年
極

但
、
主
殺
、
親
殺
た
り
と
い
ふ
と
も
、
乱
気
無
紛
に
お
ゐ
て
ハ
、
死
罪
、
自
滅
い
た
し
候
ハ
ヽ
、
死
骸
取
捨
に
可

申
付
事
、

享
保
十
九
年
極
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一
、
乱
心
に
て
其
人
よ
り
至
而
軽
キ
も
の
を
致
殺
害
候
ハ
ヽ
、
下
手
人
に
不
及
事
、

寛
保
二
年
極

但
、
慮
外
者
を
切
殺
候
時
、
切
捨
ニ
成
候
程
之
高
下
と
可
心
得
事（

44
）（
後
略
）。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
そ
れ
ぞ
れ
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
と
一
九
（
一
七
三
四
）
年
、
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
と

い
う
、
江
戸
時
代
が
中
盤
に
差
し
掛
か
っ
た
頃
に
極き

（
定
）
め
ら
れ
、
そ
れ
以
降
の
処
分
の
仕
方
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の

中
身
と
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
乱
心
状
態
で
あ
っ
て
も
、
人
を
殺
し
た
ら
原
則
と
し
て
下
手
人
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。

た
だ
こ
の
場
合
、
殺
人
者
が
乱
心
し
て
い
る
確
証
が
あ
る
う
え
に
、
被
害
者
側
の
主
人
な
ら
び
に
親
類
な
ど
か
ら
加
害
者
に

対
す
る
下
手
人
宥
免
の
願
出
が
あ
れ
ば
、
詮
議
を
遂
げ
て
願
い
を
認
め
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
も
し
被
害
者
が
加
害

者
の
主
人
あ
る
い
は
親
で
あ
れ
ば
、
確
か
な
乱
心
者
で
あ
っ
て
も
宥
免
願
は
認
め
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
死
罪
に
処
せ

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
主
殺
・
親
殺
し
以
外
の
殺
人
の
場
合
、
乱
心
の
証
拠
が
揃
っ
て
、
そ
し
て
被
害
者
の
主
人
や
親
族
か
ら

赦
免
願
い
が
出
さ
れ
た
ら
、
死
刑
は
免
じ
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

最
初
の
規
定
か
ら
十
数
年
経
っ
た
享
保
一
九
（
一
七
三
四
）
年
に
は
乱
心
者
に
対
す
る
例
外
的（

45
）な
扱
い
が
明
文
化
さ

れ
た
。
そ
こ
に
身
分
に
よ
る
取
り
扱
い
の
差
異
が
は
っ
き
り
現
れ
た
の
で
あ
る
。
高
柳
に
よ
る
と
、
も
し
被
害
者
が
加
害
者

よ
り
い
た
っ
て
身
分
の
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
加
害
者
は
下
手
人
、
つ
ま
り
死
刑
に
処
せ
ら
れ
な
い
。
こ
の

場
合
、
低
い
身
分
の
者
と
い
う
の
は
、「
慮
外
者
」
と
し
て
切
捨
が
許
さ
れ
る
程
度
の
者
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
御

定
書
第
七
一
条
の
「
人
殺
并
疵
付
な
ど
御
仕
置
之
事
」
の
中
で
切
捨
を
認
め
た
規
定
に
、「
軽
キ
町
人
百
姓
」
と
あ
る
も
の
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に
あ
た
り
、
加
害
者
は
足
軽
程
度
（
士
外
、
つ
ま
り
士
分
で
は
な
い
）
の
者
で
も
、
規
定
の
適
用
範
囲
で
あ
っ
た（

46
）。

武
士
階
級
の
優
遇
に
つ
い
て
、
第
一
節
の
第
一
項
に
取
り
上
げ
た
石
井
厚
の
論
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

酔
狂
に
よ
っ
て
百
姓
を
傷
害
致
死
に
し
た
武
士
が
、
法
に
従
っ
て
切
腹
を
申
し
渡
さ
れ
た
例
（
享
保
一
三
年
、
只
野

兵
左
衛
門
）
が
あ
る
が
、
同
様
に
酔
狂
の
上
召
仕
を
手
討
ち
に
し
た
武
士
が
遠
島
で
済
ん
だ
例
（
享
保
三
年
、
菅
野
庄

之
助
）
も
あ
る
。
こ
れ
は
寛
刑
主
義
に
傾
く
以
前
の
事
で
あ
る
が
、
被
害
者
が
召
仕
で
あ
り
、
手
討
ち
の
形
を
と
っ
て

い
る
事
が
減
刑
の
理
由
と
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い（

47
）。

石
井
に
よ
れ
ば
、
幕
府
法
に
お
い
て
も
乱
心
者
の
刑
事
責
任
は
原
則
と
し
て
普
通
人
と
同
等
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

乱
心
し
た
武
士
が
低
い
身
分
の
者
を
殺
し
た
場
合
は
、
乱
心
と
い
う
事
に
重
き
を
置
い
た
と
い
う
よ
り
武
士
階
級
の
優
位
性

を
認
め
た
だ
け
の
も
の
と
思
わ
れ
る（

48
）。

武
士
に
つ
い
て
は
、
享
保
一
九
年
の
規
定
改
正
に
お
い
て
身
分
上
の
特
定
の
優
遇
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
い
て
、
あ
る
時
節
と
場
面
で
は
乱
心
が
罰
の
減
少
の
理
由
に
な
ら
な
か
っ
た（

49
）。
具
体
的
に
い
う
と
、
武
士

が
勤
務
中
に
乱
心
し
て
傍
輩
な
ど
を
殺
し
た
場
合
、
確
か
な
乱
心
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
宥
免
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
親
類
か
ら
宥
免
願
い
が
出
さ
れ
て
も
、
支
配
側
が
そ
れ
を
認
め
な
い
の
が
基
本
で
、
そ
う
い
う
例
が

少
な
か
ら
ず
記
録
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
事
件
を
挙
げ
て
お
く
。
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『
御
仕
置
例
類
集
』
所
収
の
寛
政
一
二
（
一
八
〇
〇
）
年
の
事
件
記
述
に
、
大
御
番
頭
堀
江
近
江
守
か
ら
、
同
人
の
御
預

り
同
心
岡
部
源
次
と
い
う
武
士
が
「
相
組
同
心
松
本
孫
六
え
為
手
負
候
ニ
付
、
相
糺
候
処
、
孫
六
儀
、
源
次
よ
り
意
趣
遺
恨

可
受
覚
無
之
由
申
之
、
同
人
儀
前
後
申
口
も
相
分
不
申
、
全
乱
心
之
様
子
ニ
相
見
候
処
、
孫
六
儀
は
同
夜
相
果
候
ニ
付
、

追
々
惣
与
力
同
心
共
も
相
糺
候
処
、
源
次
孫
六
常
々
不
和
成
儀
無
御
座
、
尤
意
趣
遺
恨
有
之
趣
も
承
り
不
申
、
聊
心
当
り
之

義
無
之
、
乱
心
仕
及
右
始
末
候
儀
と
存
候
段
一
同
申
聞
、
全
乱
心
之
様
子
ニ
御
座
候
処
、
乱
心
ニ
無
紛
上
は
右
対
源
次
遺
恨

等
無
御
座
候
間
、
同
人
助
命
之
儀
相
願
候
段
、
孫
六
父
竹
内
与
平
太
并
親
類
共
一
同
申
立
候
旨
、
別
紙
相
添
申
上
云
々
」
と

あ
る
よ
う
に
、
加
害
者
の
乱
心
が
確
か
な
う
え
、
被
害
者
の
親
類
か
ら
宥
免
の
申
出
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
評
議
で

は
「
源
次
儀
、
乱
心
と
は
相
聞
候
得
共
、
為
在
番
罷
越
候
道
中
ニ
て
傍
輩
を
及
殺
害
候
は
、
公
儀
え
対
し
候
趣
意
も
御
座
候

間
、
仮
令
被
殺
候
も
の
之
親
類
共
申
分
無
之
候
と
も
、
助
命
ハ
相
成
間
敷
も
の
ニ
御
座
候
間
、
近
江
守
方
に
て
、
松
本
孫
六

を
及
殺
害
候
始
末
は
、
相
糺
申
上
候
儀
に
付
、
源
次
儀
は
近
江
守
方
ニ
て
下
手
人
可
申
付
旨
、
被
仰
渡
可
然
哉
ニ
奉
存
候
」

と
い
う
意
見
が
ま
と
ま
り
、
そ
の
通
り
に
判
決
を
迎
え
た（

50
）。

高
柳
に
よ
れ
ば
、
右
の
事
件
の
裁
決
に
お
い
て
宥
免
願
い
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、
記
述
に
見
え
る
よ
う
に
、
公
務
に
服

し
て
い
る
者
が
そ
の
服
務
中
に
同
役
を
殺
し
た
の
は
、
特
に
責
任
が
重
大
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う（

51
）。
勤

務
を
そ
っ
ち
の
け
、
同
僚
や
仲
間
に
絡
む
よ
う
な
行
為
は
、
奉
公
人
の
自
覚
不
足
と
し
て
、「
公
儀
え
対
し
候
趣
意
」（
公
儀

に
対
す
る
意
趣
）、
す
な
わ
ち
公
の
法
を
無
視
し
た
態
度
と
し
て
解
さ
れ
制
裁
を
受
け
て
い
た
。

前
出
の
著
書
に
お
い
て
高
柳
は
、
乱
心
者
が
殺
人
を
犯
し
た
際
に
か
れ
を
下
手
人
と
す
る
原
則
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て

維
持
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
た
う
え
、
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
て
い
る
。
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し
か
し
御
定
書
で
は
、
被
害
者
側
か
ら
加
害
者
の
宥
免
願
を
出
し
う
る
も
の
と
し
、
実
際
に
お
い
て
は
こ
れ
を
出
さ

せ
る
こ
と
が
例
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
結
果
に
お
い
て
免
責
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た

と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
被
害
者
側
の
意
思
に
か
け
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
刑
罰
を
復
仇
の
代
用
と
考
え
た
刑

罰
観
が
窺
わ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
う
い
う
手
続
を
経
た
上
な
ら
ば
、
免
責
し
て
も
よ
い
と
い
う
程
度
の
免
責
理
由
が
考

え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
主
殺
・
親
殺
の
場
合
は
死
罪
と
し
、
か
つ
宥
免
願
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
、
武
士

が
い
た
っ
て
軽
い
身
分
の
者
を
殺
し
た
と
き
に
は
下
手
人
を
免
じ
た
こ
と
は
、
当
時
の
主
従
・
親
子
な
ら
び
に
武
士
と

庶
民
と
い
う
ご
と
き
身
分
関
係
の
権
威
を
護
ろ
う
と
す
る
特
殊
な
意
識
が
、
入
り
く
ん
だ
特
例
を
つ
く
り
出
し
て
い
る

の
で
あ
る（

52
）。

以
上
の
よ
う
に
、
乱
心
が
疑
わ
れ
た
際
、
宥
免
願
は
「
出
し
う
る
も
の
」
で
、
か
つ
被
害
者
側
に
提
出
を
促
す
こ
と
が
恒

例
化
し
て
い
た
と
い
う
高
柳
の
指
摘
は
、
乱
心
認
定
と
処
置
を
理
解
す
る
上
で
有
益
で
あ
る
。
被
害
者
側
か
ら
宥
免
願
が
出

さ
れ
た
か
ど
う
か
、
そ
し
て
事
件
の
認
定
に
お
い
て
乱
心
の
有
無
（
恣
意
的
な
判
定
も
含
め
）
が
い
か
に
作
用
し
て
い
る
か

に
留
意
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
争
い
の
処
理
法
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。

お
わ
り
に

江
戸
時
代
前
半
期
に
お
い
て
、
乱
心
、
す
な
わ
ち
精
神
異
常
の
状
態
で
傷
害
致
死
に
及
ん
だ
場
合
の
加
害
者
に
対
す
る
裁

き
方
に
つ
い
て
、
法
制
史
と
精
神
医
学
の
両
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
成
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
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う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

乱
心
の
判
定
に
つ
い
て
は
、
現
代
と
違
っ
て
、
犯
罪
の
前
後
に
正
気
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
罪
を
犯
し
た
時
点
に
乱

心
し
て
い
れ
ば
、
乱
心
の
確
証
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
御
定
書
百
箇
条
』
制
定
以
降
、
ど
ん
な
理
由
で
あ
れ
、
傷
害
致
死
に
及
ん
だ
と
い
う
事
実
を
重
視
す
る
客
観
主
義
が
主

流
で
あ
っ
た
な
か
、
乱
心
者
で
あ
っ
て
も
何
ら
か
の
形
で
責
任
を
負
う
の
が
通
常
と
さ
れ
て
い
た
。
特
に
被
害
者
が
主
人
も

し
く
は
親
の
場
合
、
死
罪
を
免
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
逆
に
、
庶
民
と
武
士
の
よ
う
に
、
被
害
者
の
身
分
が
加
害
者
の
よ

り
か
な
り
軽
い
う
え
、
慮
外
（
無
礼
行
為
）
が
証
明
さ
れ
た
場
合
、
身
分
が
高
い
加
害
者
に
対
し
死
刑
を
免
じ
る
と
い
う
特

別
な
措
置
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
勤
務
中
の
武
士
が
人
殺
し
に
及
ん
だ
場
合
、
乱
心
で
あ
っ
て
も
厳
罰
を
与
え
ら
れ
た
。

右
の
特
殊
な
ケ
ー
ス
を
除
け
ば
、
被
害
者
側
か
ら
赦
免
願
い
が
提
出
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
認
め
る
の
が
当
時
の
慣
例
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
高
柳
に
よ
れ
ば
、
赦
免
願
い
を
出
す
よ
う
、
被
害
者
側
に
対
し
奉
行
か
ら
積
極
的
に
働
き
か
け

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
幕
府
の
法
に
お
い
て
は
、
被
告
人
に
と
っ
て
、
乱
心
と
判
定
さ
れ
る
の
は
有
利
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
藩
に
よ
っ
て
は
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
先
行
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
紹

介
し
た
よ
う
に
、
石
井
厚
が
仙
台
藩
で
の
処
理
法
に
つ
い
て
、
乱
心
し
て
い
る
こ
と
が
刑
罰
の
軽
減
に
さ
ほ
ど
有
効
で
は
な

か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
全
国
的
な
統
一
が
見
ら
れ
な
い
の
は
興
味
深
い
点
で
あ
る
。

江
戸
時
代
、
乱
心
判
定
の
有
利
性
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
問
題
提
起
に
と
ど
め
、
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
今
後
は
事
例
を
蓄
積
し
た
上
で
当
事
者
ご
と
に
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
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注（
1
）　

平
松
義
郎
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
創
文
社
、（
一
九
六
〇
）
一
九
八
八
年
、
九
八
二
―
九
八
三
頁
参
照
。

（
2
）　

高
柳
が
取
り
上
げ
た
、
酒
狂
お
よ
び
乱
心
に
対
す
る
処
罰
を
定
め
る
『
公
事
方
御
定
書
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
は
、
明
治
初
期
に
編
纂
さ

れ
た
、
江
戸
幕
府
の
法
令
集
で
あ
る
『
徳
川
禁
令
考　

後
集
Ⅳ
』
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
見
え
る
。『
徳
川
禁
令
考
』
で
は
そ

れ
に
加
え
、
伺
い
や
判
例
も
加
え
て
記
載
し
て
い
る
点
に
お
い
て
参
考
に
な
る
（
高
柳
真
三
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』
有
斐
閣
、

一
九
八
八
年
参
照
）。

（
3
）　

細
川
亀
市
「
徳
川
刑
法
に
於
け
る
乱
心
者
と
幼
年
者
」『
林
志
学
法
』
一
九
四
三
年
、
二
―
三
頁
参
照
。

（
4
）　
「
公く

事じ

方か
た

御お

定さ
だ
め

書が
き

」（
御
定
書
、
御
定
書
百
箇
条
と
も
い
う
）
は
八
代
将
軍
・
徳
川
吉
宗
が
享
保
の
改
革
の
一
環
と
し
て
法
制
の
整
備
を
志

し
、
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
に
制
定
し
た
、
幕
府
の
基
本
的
刑
法
典
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
江
戸
幕
府
の
罪
刑
体
系
は
あ
る
程
度

整
備
さ
れ
た
。
御
定
書
は
上
下
二
巻
で
あ
る
が
、
下
巻
が
い
わ
ば
刑
法
内
規
集
で
百
三
条
か
ら
な
っ
て
い
る
た
め
、
俗
に
『
御
定
書
百
箇

条
』
と
称
さ
れ
る
。
幕
府
の
刑
事
裁
判
で
は
こ
の
御
定
書
と
判
例
を
基
準
に
し
て
罪
と
罰
を
決
め
た
。『
御
定
書
百
箇
条
』
は
幕
府
の
直
轄

地
の
一
般
庶
民
に
適
用
さ
れ
た
刑
法
典
で
あ
る
が
、
一
部
は
下
級
武
士
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
、
旗
本
や
御
家
人
の
知
行
地
で
も
用
い
ら

れ
た
。
昼
田
に
よ
る
と
、
各
藩
に
お
い
て
も
、
わ
ず
か
な
例
外
を
除
い
て
は
、
こ
れ
を
準
用
し
た
り
参
考
に
し
た
り
し
な
が
ら
藩
令
を
制

定
し
た
。
守
山
藩
の
場
合
も
、「
寺
訴
訟
」
と
い
う
独
特
の
弁
護
制
度
が
慣
例
と
し
て
あ
っ
た
点
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
『
百
箇
条
』
に
準
じ
て

犯
罪
人
の
取
扱
い
が
な
さ
れ
た
（
平
松
義
郎
『
江
戸
の
罪
と
罰
』
平
凡
社
、（
一
九
八
八
）
二
〇
一
〇
年
、
九
三
頁
参
照；

昼
田
源
四
郎

『
疫
病
と
狐
憑
き
―
近
世
庶
民
の
医
療
事
情
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
、
一
一
九
頁
参
照
）。

（
5
）　

前
掲
「
徳
川
刑
法
に
於
け
る
乱
心
者
と
幼
年
者
」、
三
頁
参
照
。

（
6
）　

同
書
、
一
三
頁
参
照
。

（
7
）　

同
書
、
一
〇
―
一
一
頁
参
照
。

（
8
）　

同
書
、
一
三
頁
参
照
。

（
9
）　

中
田
薫
『
法
政
史
論
集　

第
三
巻
上
』
岩
波
書
店
、（
一
九
四
三
）
一
九
七
一
年
、
七
三
四
―
七
三
五
頁
参
照
。
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（
10
）　

同
書
、
七
三
六
頁
参
照
。

（
11
）　

同
書
、
七
三
九
頁
参
照
。

（
12
）　

昼
田
が
検
証
・
論
証
の
材
料
に
用
い
た
の
は
陸
奥
守
山
領
の
『
御
用
留
帳
』（
元
禄
一
三
年
か
ら
慶
応
三
年
ま
で
約
一
四
〇
冊
）
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
公
私
に
わ
た
る
事
柄
が
記
載
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
当
時
の
人
々
が
「
狂
気
」
と
と
ら
え
る
事
例
が
採
取
さ
れ
た
。
事
例
を

対
象
に
、
用
語
、
精
神
異
常
の
認
識
・
説
明
、
そ
れ
に
対
す
る
処
置
な
ど
の
検
討
が
行
わ
れ
た
。

　

用
語
の
出
現
率
で
も
っ
と
も
多
い
の
は
乱
心
（
三
七
・
九
％
）
で
、
そ
の
次
が
酒
狂
（
三
四
・
五
％
）、
狐
付
、
乱
気
、
狂
気
、
心
乱
、
気

乱
、
物
付
、
肝
症
、
血
方
で
あ
る
。
特
に
「
乱
心
」「
酒
狂
」「
狐
付
」「
乱
気
」
な
ど
の
言
葉
は
比
較
的
し
ば
し
ば
使
わ
れ
た
。「
酒
狂
」

の
事
例
は
、
単
純
な
い
し
複
雑
酩
酊
と
思
わ
れ
る
状
態
で
の
暴
行
傷
害
事
例
が
多
い
（
昼
田
源
四
郎
「
近
世
日
本
に
お
け
る
民
衆
の
狂
気

観
に
つ
い
て
―『
日
本
精
神
医
学
思
想
史
』
序
説
―
」『
社
会
精
神
医
学
』
第
一
巻
第
一
号
、
別
冊
、
星
和
書
店
、
一
九
七
八
年
、
七
九
頁

参
照
）。

　

著
者
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
自
殺
、
殺
人
、
突
然
の
欠
落
、
興
奮
、
放
心
等
種
々
で
あ
る
が
、
一
言
で
い
え
ば
、
い
ず
れ
も
常
識
的
、
日

常
的
生
活
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
言
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
、
人
格
の
連
続
性
が
絶
た
れ
た
状
態
、
即
ち
、『
本
正
（
性
）』『
本
心
』
が

無
く
な
り
、『
付
（
憑
）』
か
れ
た
状
態
で
あ
る
」
と
あ
る
（
同
書
、
八
〇
頁
）。「『
狂
気
』『
乱
心
』
は
、
多
く
の
場
合
『
病
気
』
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
て
お
り
、『
狐
付
』
と
は
区
別
さ
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
う
つ
病
は
病
気
と
認
識
さ
れ
て
い
た
が
（「
塞

ぎ
」
の
状
態
）、
そ
の
場
合
は
「
乱
心
」
等
の
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
精
神
異
常
は
多
く
の
場
合
「
病
気
」
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
医

師
に
よ
る
治
療
や
薬
物
療
法
も
試
み
ら
れ
て
い
た
（
同
書
、
八
五
頁
参
照
）。

　

昼
田
は
、
乱
心
者
に
対
し
指さ

し

籠こ

入
（
＝
座
敷
牢
）
と
い
う
処
置
が
主
に
成
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
宅
で

の
隔
離
で
あ
っ
て
、
西
欧
に
お
け
る
集
団
的
隔
離
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
乱
心
者
は
何
を
し
で
か
す
か
予
測
の
つ
か
な
い
危
険
な
存

在
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の
で
、
乱
心
者
を
社
会
か
ら
隔
離
さ
せ
た
。

（
13
）　

前
掲
「
近
世
日
本
に
お
け
る
民
衆
の
狂
気
観
に
つ
い
て
―『
日
本
精
神
医
学
思
想
史
』
序
説
―
」
八
五
頁
。

（
14
）　

昼
田
源
四
郎
「
日
本
古
代
と
近
世
に
お
け
る
狂
気
と
犯
罪
―
責
任
能
力
に
つ
い
て
の
判
断
を
中
心
に
―
」
中
谷
陽
二
編
『
精
神
障
害
者
の
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責
任
能
力
―
法
と
精
神
医
学
の
対
話
』
所
収
、
金
剛
出
版
、
一
九
九
三
年
、
二
三
四
―
二
三
五
頁
参
照
。

（
15
）　

同
書
、
二
三
五
頁
参
照
。

（
16
）　

石
井
厚
「
仙
台
藩
の
乱
心
者
に
対
す
る
刑
罰
」（
土
佐
林
一
教
授
退
官
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
障
害
児
教
育
と
構
成
能
力
ブ
ロ
ッ
ク

検
査
：
土
佐
林
一
教
授
退
官
記
念
論
文
集
』
所
収
）、
一
九
九
一
年
、
七
六
頁
。

（
17
）　

同
書
、
七
六
頁
参
照
。

（
18
）　

な
が
ろ
う
、
え
い
ろ
う
と
読
む
。
終
身
刑
を
意
味
し
て
い
る
。

（
19
）　

前
掲
「
仙
台
藩
の
乱
心
者
に
対
す
る
刑
罰
」、
七
六
頁
参
照
。

（
20
）　

同
書
、
七
七
頁
参
照
。

（
21
）　

同
書
、
八
〇
頁
。

（
22
）　
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
は
、
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
か
ら
元
禄
一
二
（
一
六
九
九
）
年
ま
で
の
江
戸
に
お
け
る
刑
事
事
件
の
判
例
を
収
録
し

た
先
例
集
で
あ
る
。
町
奉
行
所
の
吏り

員い
ん

の
手
で
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
る
公
式
の
判
例
集
で
、
裁
判
に
お
け
る
先
例
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ

る
に
至
り
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
前
期
に
お
け
る
裁
判
を
知
る
た
め
の
重
要
な
史
料
の
一
つ
で
あ
る
（
岩
崎
・
新
福
「
江
戸

期
に
お
け
る
精
神
障
害
者
の
法
的
処
置
に
関
す
る
研
究
」『
精
神
医
学
史
研
究
』V

ol.13 N
o.2

、
二
〇
〇
九
年
、
九
七
頁
参
照
）。

（
23
）　

岩
崎
・
新
福
「
江
戸
期
に
お
け
る
精
神
障
害
者
の
法
的
処
置
に
関
す
る
研
究
」『
精
神
医
学
史
研
究
』V

ol.13 N
o.2

、
二
〇
〇
九
年
、

一
〇
五
頁
参
照
。

（
24
）　

同
書
、
九
六
―
九
七
頁
参
照
。

（
25
）　

同
書
、
一
〇
〇
頁
。

（
26
）　

同
書
、
一
〇
〇
―
一
〇
三
頁
参
照
。

（
27
）　

同
書
、
一
〇
五
頁
参
照
。

（
28
）　

岡
田
靖
雄
「
弘
前
藩
『
御
国
日
記
』
に
み
る
乱
心
お
よ
び
自
害
」『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
二
〇
一
一
年
、
三
四
九
頁
参
照
。

（
29
）　

乱
心
に
関
す
る
基
本
方
針
の
変
動
に
つ
い
て
高
柳
は
次
の
よ
う
な
規
定
を
石
井
良
助
編
の
『
近
世
法
制
史
史
料
叢
書
』
の
別
篇
に
所
収
さ
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れ
て
い
る
「
享
保
撰
要
類
集
」
第
一
の
二
の
三
か
ら
引
い
て
い
る
。「『
元
禄
十
丑
閏
二
月
相
極
候
は
、
乱
気
ニ
て
人
殺
候
者
、
本
性
も
の

と
ハ
違
候
間
、
向
後
は
牢
舎
付
、
様
子
次
第
ニ
其
儘
永
牢
ニ
て
差
置
、
其
上
若
本
性
ニ
も
成
候
ハ
ヽ
、
遠
島
ニ
も
申
付
可
然
候
、
品
ニ
よ

り
解
死
人
ニ
可
成
子
細
候
ハ
ヽ
、
其
節
伺
有
之
筈
ニ
候
』
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
享
保
二
年
一
〇
月
に
至
っ
て
『
自
今
以
後
は
乱
気
ニ

て
人
殺
候
と
も
、
可
為
解
死
人
候
、
本
性
ニ
て
人
を
殺
候
も
、
乱
気
ニ
て
殺
候
共
、
同
前
之
御
仕
置
ニ
候
間
、
可
被
存
其
趣
候
、
但
、
元

禄
十
丑
閏
二
月
相
極
候
以
後
、
至
于
今
永
牢
ニ
て
差
置
候
も
の
有
之
候
ハ
ヽ
、
是
は
可
為
其
通
候
』
と
い
う
ふ
う
に
ま
た
方
針
が
改
ま

り
、
元
禄
以
前
の
よ
う
に
乱
心
者
の
殺
人
に
対
し
て
特
別
の
考
慮
を
払
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
享
保
六
年
に
は
さ
ら
に
右
の
書
付
に
但

書
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
『
但
、
主
殺
親
殺
火
附
た
り
と
い
ふ
共
、
乱
気
ニ
て
候
ハ
ヽ
、
死
罪
一
通
ニ
可
被
相
心
得
候
、
右
之
通
ニ
候
間
、

致
自
滅
候
ハ
ヽ
、
死
骸
不
及
塩
詰
、
取
捨
ニ
可
仕
候
』
と
定
め
ら
れ
、
主
殺
親
殺
火
附
の
場
合
に
は
死
罪
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」（
前
掲

『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』
九
六
―
九
七
頁
）。

（
30
）　

前
掲
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』
九
七
頁
参
照
。

（
31
）　

同
書
、
九
七
―
九
八
頁
参
照
。

（
32
）　

前
掲
『
疫
病
と
狐
憑
き
―
近
世
庶
民
の
医
療
事
情
』、
一
一
三
頁
参
照
。

（
33
）　

同
書
、
一
一
六
頁
参
照
。

（
34
）　

同
書
、
一
二
二
頁
参
照
。

（
35
）　

同
書
、
一
二
五
頁
参
照
。

（
36
）　

同
書
、
一
二
五
頁
参
照
。

（
37
）　

同
書
、
一
〇
二
―
一
〇
三
頁
参
照
。

（
38
）　

赤
穂
市
総
務
部
市
史
編
さ
ん
室
編
『
忠
臣
蔵　

第
一
巻
』
赤
穂
市
、
一
九
八
九
年
、
三
―
四
頁
。

（
39
）　

同
書
、
九
頁
。

（
40
）　

例
書
の
三
五
『
乱
心
ニ
而
両
人
切
殺
候
も
の
之
事
』
に
見
え
る
延
享
元
年
一
二
月
の
仕
置
例
（
前
掲
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』、

九
九
―
一
〇
〇
頁
参
照
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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（
41
）　

前
掲
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』
九
九
―
一
〇
〇
頁
。

（
42
）　

前
掲
「
仙
台
藩
の
乱
心
者
に
対
す
る
刑
罰
」、
八
〇
頁
。

（
43
）　

前
掲
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』
九
五
頁
参
照
。

（
44
）　

石
井
良
助
編
『
徳
川
禁
令
考　

別
巻
』
創
文
社
、（
一
九
六
一
）
一
九
八
一
年
、
一
一
六
―
一
一
七
頁；

石
井
良
助
編
『
徳
川
禁
令
考　

後

集
Ⅳ
』
創
文
社
、（
一
九
六
〇
）
一
九
八
一
年
、
五
八
―
五
九
頁；

前
掲
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』
九
三
―
九
四
頁
参
照
。

（
45
）　

こ
の
よ
う
な
例
外
を
つ
く
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、「
三
州
岡
崎
宿
尾
張
殿
足
軽
致
乱
心
、
駕
籠
舁
人
足
切
殺
候
、
是
ハ
至
而
軽
キ
も
の
ニ

候
故
、
不
及
下
手
人
、
御
構
無
之
候
、
自
今
其
心
得
可
有
之
事
」
と
い
う
享
保
十
九
年
の
判
例
が
あ
る
（
前
掲
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰

抄
説
』
九
四
参
照
）。

（
46
）　

前
掲
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』
九
三
―
九
四
頁
参
照；

前
掲
『
徳
川
禁
令
考　

別
巻
』
一
一
二
頁
参
照
。

（
47
）　

前
掲
「
仙
台
藩
の
乱
心
者
に
対
す
る
刑
罰
」、
七
九
頁
。

（
48
）　

同
書
、
八
一
頁
参
照
。

（
49
）　

こ
の
姿
勢
は
他
の
事
例
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
た
と
え
ば
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
三
月
二
日
に
切
腹
さ
せ
ら
れ
た
朝
比
奈
弥
次
郎
の

件
が
興
味
深
い
。
大
隈
三
好
が
『
切
腹
の
歴
史
』（〔
一
九
七
三
〕
一
九
九
五
年
）
に
お
い
て
、
切
腹
申
渡
の
覚
書
を
例
と
し
て
こ
の
話
を

掲
げ
て
い
る
。

　
　

寛
政
ノ
度
ニ
ハ
、
キ
ハ
立
タ
ル
御
取
ハ
カ
ラ
ヒ
モ
有
ケ
リ
、
其
頃
封
廻
状
ト
云
ル
ノ
文
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

御
小
姓
組

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

仙
石
伯
耆
守
組

　
　

　

朝
比
奈
弥
次
郎

　
　

御
預
ケ
先
本
多
伊
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予
守
於
㆑
宅
切
腹

　
　

右
松
浦
越
前
守
申
渡
、
為
㆓
検
使
㆒
中
川
勘
三
郎
相
越
越
州
ハ
大
目
付
、
中
川
ハ

　
　

　
　

　
　

　

御
目
付
、
三
月
二
日
ナ
リ
、

　
　

又
封
廻
状
ノ
文　

松
浦
越
前
守
江

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

朝
比
奈
弥
次
郎

　
  　

右
弥
次
郎
儀
、
切
腹
被
㆓
仰
付
㆒
候
間
、
別
紙
書
付
之
通
、
本
多
伊
予
守
宅
江
相
越
可
㆑
被
㆓
申
渡
㆒
候
、
尤
右
之
趣
、
伊
予
守
江
も

可
㆑
被
㆑
達
候
、

　
　

　
　

　
　

申
渡
之
覚

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

朝
比
奈
弥
次
郎

　
  　

其
方
儀
、
乱
心
と
は
申
な
が
ら
、
御
徒
水
野
藤
三
郎
を
令
㆓
切
害
㆒
候
ニ
付
、
切
腹
被
㆓
仰
付
㆒
者
也
、（
後
略
）（
大
隈
三
好
、

一
九
七
三
、『
切
腹
の
歴
史
』
雄
山
閣
、
一
九
九
五
年
、
一
一
八
頁
）。

　

朝
比
奈
弥
次
郎
が
御
徒
の
水
野
藤
三
郎
を
殺
害
し
、
切
腹
に
処
さ
れ
た
の
は
こ
の
事
件
の
趣
旨
で
あ
る
。
そ
の
際
、
朝
比
奈
の
こ
と
を

「
乱
心
と
は
申
な
が
ら
」、
つ
ま
り
乱
心
し
て
い
た
（
と
さ
れ
る
）
こ
と
は
認
識
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
乱
心
が
刑
罰

の
免
責
事
由
に
な
ら
ず
、
死
刑
自
体
を
免
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
50
）　

前
掲
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』
一
〇
〇
頁
。

（
51
）　

同
書
、
一
〇
一
頁
参
照
。

（
52
）　

同
書
、
一
〇
五
―
一
〇
六
頁
。



85　江戸時代における「乱心」の取り扱いに関する一考察

参
考
文
献

石
井　

厚
「
仙
台
藩
の
乱
心
者
に
対
す
る
刑
罰
」（
土
佐
林
一
教
授
退
官
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
障
害
児
教
育
と
構
成
能
力
ブ
ロ
ッ
ク
検

査
：
土
佐
林
一
教
授
退
官
記
念
論
文
集
』
所
収
）、
一
九
九
一
年
、
七
五
―
八
二
頁
。

石
井
良
助
『
刑
罰
の
歴
史
（
日
本
）』（『
法
律
学
大
系
第
二
部
』）
日
本
評
論
社
、
一
九
五
二
年
。

―
―
―
―
、
一
九
六
四
、『
江
戸
の
刑
罰
』
中
央
公
論
社
。

石
井
良
助
編
『
徳
川
禁
令
考　

後
集　

Ⅳ
』
創
文
社
、（
一
九
六
〇
）
一
九
八
一
年
。

―
―
―
―
―
、『
徳
川
禁
令
考　

別
巻
』
創
文
社
、（
一
九
六
一
）
一
九
八
一
年
。

岩
崎
大
輔
・
新
福
尚
隆
「
江
戸
期
に
お
け
る
精
神
障
害
者
の
法
的
処
置
に
関
す
る
研
究
」『
精
神
医
学
史
研
究
』V

ol.13 N
o.2

、
二
〇
〇
九
年
、

九
六
―
一
〇
六
頁
。

大
隈
三
好
『
切
腹
の
歴
史
』
雄
山
閣
、
一
九
七
三
年
。

岡
田
靖
雄
「
弘
前
藩
『
御
国
日
記
』
に
み
る
乱
心
お
よ
び
自
害
」『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
第
五
七
号
第
三
号
、二
〇
一
一
年
、三
四
三
―
三
五
〇
頁
。

新
村　

出
編
『
広
辞
苑
』
第
六
版
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。

高
柳
真
三
『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄
説
』
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
。

中
田
薫
『
法
政
史
論
集　

第
三
巻
上
』
岩
波
書
店
、（
一
九
四
三
）
一
九
七
一
年
。

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
編
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第
二
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〇
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。

平
松
義
郎
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
創
文
社
、（
一
九
六
〇
）
一
九
八
八
年
。
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江
戸
の
罪
と
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』
平
凡
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、（
一
九
八
八
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二
〇
一
〇
年
。

昼
田
源
四
郎
「
近
世
日
本
に
お
け
る
民
衆
の
狂
気
観
に
つ
い
て
」

―『
日
本
精
神
医
学
思
想
史
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序
説

―
」『
社
会
精
神
医
学
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第
一
巻
第
一

号
、
別
冊
、
星
和
書
店
、
一
九
七
八
年
、
七
七
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九
二
頁
。

―
―
―
―
―『
疫
病
と
狐
憑
き
―
近
世
庶
民
の
医
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事
情
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す
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書
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一
九
八
五
年
。

―
―
―
―
―「
日
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古
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