
い
う
「
同
時
代
お
よ
び
後
生
に
お
け
る
受
容
」
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
（
評

者
は
「
受
容
」
と
い
う
用
語
の
使
用
は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
と
思
う
）
、
烏

伝
神
道
の
歴
史
的
性
格
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
基
本
的
に
、

そ
の
生
涯
を
通
じ
て
規
清
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
階
層
の
人
々
と
関
わ
り

を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
欲
求
を
自
己
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
っ

た
の
か
、
ま
た
ど
ん
な
人
々
の
支
持
と
援
助
を
得
な
が
ら
活
動
を
展
開
し

て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
広
く
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要

だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
既
述
の
よ
う
に
、
思
想
の
内
容
を
理
解
す
る
上

で
も
不
可
欠
な
手
続
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
序
章
に
は
、
「
上
は
一
品
親
王

よ
り
下
は
奈
落
の
底
に
至
り
て
乞
食
非
人
に
も
附
合
、
上
下
の
人
情
に
通

ず
る
事
、
既
に
東
国
三
十
三
ヶ
国
に
行
さ
る
国
な
く
、
八
宗
九
宗
の
蘓
奥

を
探
る
遍
歴
十
二
年
」
と
い
う
『
和
軍
蜻
蛉
備
』
の
一
節
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
だ
け
な
の
で
、
「
門
人
帳
」
に
相
当
す
る
史
料
は
ま
だ
見
出
さ
れ
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
著
者
の
さ
ら
な
る
探
究
を
期
待
し
た
い
。

（
天
理
大
学
教
授
）

本
書
は
、
日
本
に
お
け
る
の
四
三
言
の
、
す
な
わ
ち
供
犠
の
実
態
と
そ
の

思
想
に
つ
い
て
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

特
に
、
神
社
祭
祀
や
村
落
祭
祀
に
残
存
す
る
イ
ヶ
ニ
ヘ
儀
礼
の
考
察
に

よ
っ
て
、
日
本
人
の
自
然
観
や
動
物
観
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

て
い
る
点
で
特
色
あ
る
研
究
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
日
本
書
紀
』
の
雄
略
紀
に
、
狩
猟
採
集
生
活
時
代
の
神

と
人
と
の
交
わ
り
を
反
映
し
た
話
が
出
て
く
る
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

あ
る
日
、
天
皇
は
、
葛
城
山
で
「
一
言
主
」
と
い
う
神
と
出
会
っ
た
。

そ
こ
で
、
一
頭
の
鹿
を
め
ぐ
っ
て
、
互
い
に
鹿
追
い
を
し
た
。

し
か
し
、
両
者
と
も
、
矢
を
全
く
放
た
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
一
日
を
過
ご
し
、
久
目
川
の
と
こ
ろ
ま
で
一
言
主
が
送
っ
て

く
れ
、
そ
こ
で
別
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
久
目
川
が
、
神
域
と
の
境
界
な
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
い
う
穏
便
な
ケ
ー
ス
は
、
雄
略
紀
で
は
全
く
稀
な
の

で
あ
る
。

中
村
生
雄
著

『
祭
祀
と
供
犠
ｌ
日
本
人
の
自
然
観
・
動
物
観
』

（
法
蔵
館
・
二
○
○
一
年
）

白
山
芳
太
郎
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雄
略
紀
に
お
け
る
「
狩
り
」
と
い
え
ば
、
い
と
こ
の
市
部
押
磐
皇
子
を

狩
り
に
誘
っ
て
殺
害
し
た
と
い
う
狩
り
や
、
吉
野
で
狩
り
を
し
て
い
る
最

中
い
か
っ
て
御
者
を
切
り
殺
し
た
と
い
う
狩
り
、
葛
城
で
の
猪
狩
り
で
舎

人
を
殺
し
か
け
皇
后
か
ら
止
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
狩
り
が
、
普
通
な

の
で
あ
る
。

例
外
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
他
愛
も
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

天
皇
が
狩
り
を
し
て
い
て
、
ア
ブ
に
さ
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
ト
ン
ボ
が
飛
ん
で
き
て
、
そ
の
ア
ブ
を
と
っ
て
食
べ
た
。

そ
こ
で
、
歌
を
作
っ
て
、
こ
の
ト
ン
ボ
を
ほ
め
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
話
も
、
む
し
ろ
自
分
の
血
を
吸
っ
た
ア
ブ
に
対
し
、
怒
り
心
頭
に

発
し
た
と
読
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
狩
り
に
行
く
と
、
血
が
頭
に
の
ぼ
っ
て

し
ま
い
、
何
を
し
で
か
す
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
大
王
の

性
質
な
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
血
気
盛
ん
さ
が
、
狩
り
に
は
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い

う
未
だ
農
業
が
始
ま
ら
な
い
狩
猟
採
集
生
活
時
代
の
食
と
、
そ
の
食
を
得

る
た
め
の
労
働
と
、
そ
の
労
働
が
も
た
ら
す
骨
格
や
筋
肉
や
熱
血
的
な
心

持
ち
は
、
こ
の
大
王
に
し
か
み
ら
れ
な
い
特
殊
性
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。こ

の
よ
う
な
労
働
を
責
務
と
す
る
一
家
の
長
の
一
般
的
傾
向
だ
っ
た
ろ

む
く
，
／
○

な
お
、
こ
の
大
王
の
持
つ
も
う
一
つ
の
特
色
は
、
若
い
女
性
を
み
か
け

る
と
見
境
な
く
求
婚
し
て
し
ま
い
、
し
か
も
冷
め
や
す
い
と
い
う
難
点
な

の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
こ
の
よ
う
な
狩
猟
採
集
生
活
時
代
そ
の
ま
ま
の

激
情
家
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
、
確
か
で
あ
ろ
う
。

雄
略
紀
と
並
ん
で
武
烈
紀
も
ひ
ど
い
が
、
そ
う
い
う
話
が
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
の
は
、
戦
前
に
愛
読
さ
れ
た
岩
波
文
庫
の
『
日
本
書
紀
』
が
、

天
皇
に
と
っ
て
不
都
合
な
個
所
は
カ
ッ
ト
す
る
と
い
う
よ
う
な
墨
塗
り
を

し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

そ
の
血
気
盛
ん
な
雄
略
天
皇
が
鹿
を
み
つ
け
て
矢
を
放
た
な
い
、
な
ど

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
不
思
議
き
わ
ま
り
な
い
ケ
ー
ス
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
記
憶
に
残
り
伝
承
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
徳
を
称
え
る
た
め

の
全
く
の
作
り
話
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。

逆
に
、
そ
う
い
う
不
徳
な
伝
え
を
持
つ
大
王
に
、
こ
う
い
う
珍
事
が
あ

っ
た
と
語
り
部
が
伝
承
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
『
日
本
書
紀
』
編
者
の

書
き
た
く
な
さ
そ
う
な
ケ
ー
ス
な
の
に
、
祖
先
以
来
長
く
語
り
部
と
し
て

仕
え
て
き
た
者
と
し
て
、
ノ
ー
カ
ッ
ト
で
書
き
留
め
て
も
ら
わ
ね
ば
困
る

と
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
『
日
本
書
紀
』
編
者
も
、
こ
う
い
う
語
り
部
の
要
求
に
無
抵
抗

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

『
日
本
書
紀
』
編
者
が
書
き
た
く
な
い
伝
承
を
書
き
留
め
る
場
合
に
は
、

必
ず
一
言
コ
メ
ン
ト
を
潜
ま
せ
て
い
る
。
こ
の
天
皇
の
場
合
は
「
大
悪
天

皇
」
と
い
う
一
言
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
忌
憧
な
く
書
く
の
は
歴
史
家
の
職
分
な
の
で
す
と
い
う
言

い
訳
が
、
コ
メ
ン
ト
の
一
言
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
忌
憧
な
き
記
載

に
よ
っ
て
、
本
書
を
手
に
と
る
未
来
の
天
皇
に
対
し
、
不
徳
な
こ
と
を
な

さ
れ
ば
歴
史
に
残
り
ま
す
の
で
不
徳
な
行
為
は
未
然
に
思
い
と
ど
ま
っ
て
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い
た
だ
き
た
い
と
す
る
歴
史
家
根
性
な
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
個
所
は
同
書
の
随
所
に
み
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
、
仏
教
伝

来
後
ま
も
な
く
の
天
皇
な
ど
「
神
を
敬
い
仏
を
崇
」
ん
だ
天
皇
で
あ
る
と

か
「
神
を
軽
ん
じ
」
た
天
皇
で
あ
る
と
か
コ
メ
ン
ト
を
し
ば
し
ば
書
い
て

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
雄
略
天
皇
は
、
宋
へ
の
上
表
文
の
「
倭
王
武
」
（
『
宋
書
』
）

と
さ
れ
、
ま
た
埼
玉
県
稲
荷
山
鉄
剣
銘
と
熊
本
県
江
田
船
山
古
墳
出
土
の

刀
銘
と
に
よ
っ
て
実
在
の
大
王
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
大
王
に
お
け
る
神
と
人
と
の
交
わ
り
で
あ
る
か
ら
、
興
味

深
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
無
茶
者
で
あ
っ
て
も
、
神
域
内
に
お
け
る
神
の

専
有
物
は
犯
さ
な
か
っ
た
と
い
う
光
景
を
、
今
日
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ

ブ
（
》
○

そ
う
い
う
タ
ブ
ー
は
、
原
始
の
時
代
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
各
地
の

民
俗
文
化
に
今
も
残
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
時
代
と
と
も
に
変
容
す
る

部
分
と
変
わ
ら
ざ
る
部
分
と
の
集
合
体
と
し
て
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
は
「
動
物
供
犠
と
日
本
の
祭
祀
」
「
日
本
宗
教
の
な
か
の

人
と
動
物
」
「
柳
田
国
男
の
供
犠
理
論
」
の
三
部
か
ら
成
る
。

各
部
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
諸
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

第
一
部
の
「
動
物
供
犠
と
日
本
の
祭
祀
」
に
は
「
イ
ヶ
ニ
ヘ
祭
祀
の
起

源
」
「
動
物
供
犠
の
日
本
的
形
態
」
「
狩
猟
民
俗
の
身
体
観
」
「
非
稲
作
の

祭
祀
と
神
饒
」
の
四
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

第
二
部
の
「
日
本
宗
教
の
な
か
の
人
と
動
物
」
に
は
「
古
代
呪
術
と
放

生
儀
礼
」
「
祭
祀
の
な
か
の
神
饒
と
放
生
」
「
殺
生
肉
食
論
の
受
容
と
展
開
」

「
供
犠
の
文
化
・
供
養
の
文
化
」
「
動
物
供
養
と
草
木
供
養
」
の
五
論
文
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。

第
三
部
の
「
柳
田
国
男
の
供
犠
理
論
」
に
は
「
人
身
御
供
と
人
身
供
犠
」

と
「
一
目
小
僧
の
供
犠
解
釈
」
の
二
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
研
究
の
契
機
で
あ
る
が
、
著
者
に
お
け
る
「
供
犠
の
胃
三
房
」

と
い
う
テ
ー
マ
と
の
出
会
い
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
で
の

犠
牲
死
と
い
う
特
異
な
死
に
た
い
す
る
驚
き
と
違
和
感
で
あ
り
、
そ
れ
は

氏
が
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
た
八
○
年
代
終
わ
り
ご
ろ
で
あ
っ
た
と
「
あ

と
が
き
」
に
述
べ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
著
者
の
問
題
意
識
が
、
未
開

社
会
の
動
物
供
犠
へ
の
関
心
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ア
ス

テ
カ
文
明
な
ど
に
み
ら
れ
る
人
身
御
供
の
よ
う
な
も
の
へ
の
関
心
か
ら
で

も
な
か
っ
た
と
著
者
自
身
、
語
っ
て
い
る
。

次
に
、
本
書
の
内
容
を
追
っ
て
み
よ
う
。

序
章
「
祭
祀
と
供
犠
の
比
較
文
化
序
説
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
『
日
本

書
紀
』
な
ど
い
く
つ
か
の
史
料
や
事
例
か
ら
、
日
本
人
の
心
的
傾
向
と
し

て
血
を
忌
避
す
る
態
度
が
時
代
の
進
展
と
と
も
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
と
指

摘
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
生
業
の
比
重
が
狩
猟
・
牧
畜
よ
り
も
稲
作
農
耕
に

大
き
く
振
れ
た
結
果
で
あ
る
と
説
く
。

続
い
て
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
展
開
し
た
血
の
イ
メ
ー
ジ

と
信
仰
を
知
る
た
め
、
イ
エ
ス
が
十
字
架
に
は
り
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
事

件
へ
の
ョ
－
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
反
応
を
分
析
し
、
そ
れ
と
日
本
に
お
け
る

血
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
比
較
す
る
。
そ
し
て
「
神
と
人
間
と
の
関
係
を
設
定
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す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
供
犠
儀
礼
」
が
、
一
方
で
は
「
神
の
専
有
物
で
あ

る
血
の
奉
献
と
い
う
か
た
ち
」
を
と
り
、
も
う
一
方
で
は
「
動
物
の
血
と

正
反
対
の
純
白
の
餅
や
酒
」
を
も
ち
い
て
行
わ
れ
、
そ
の
対
照
的
な
特
徴

は
、
神
を
「
自
然
か
ら
超
越
し
、
か
つ
そ
れ
を
創
造
し
た
唯
一
の
存
在
」

と
見
る
か
、
神
を
「
自
然
に
内
在
す
る
カ
オ
ス
の
力
」
と
見
る
か
、
と
い

っ
た
一
神
教
と
多
神
教
の
差
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
察
す
る
。

第
一
部
第
一
章
「
イ
ヶ
ニ
ヘ
祭
祀
の
起
源
」
に
お
い
て
は
、
『
今
昔
物
語
』

や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
イ
ヶ
ニ
ヘ
證
の
意
味
を
分
析
し
、

そ
の
結
果
「
神
人
共
食
と
い
う
神
祀
り
の
形
式
は
、
人
が
自
然
の
神
に
食

わ
れ
る
原
初
の
イ
ケ
ニ
ヘ
の
形
態
が
、
人
が
文
化
の
神
と
と
も
に
お
な
じ

動
物
を
イ
ヶ
ニ
ヘ
と
し
て
食
べ
る
形
態
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
登

場
し
た
」
と
し
、
そ
れ
ま
で
は
人
を
イ
ヶ
ニ
ヘ
と
し
て
食
っ
て
い
た
自
然

の
神
が
、
新
参
の
文
化
の
神
の
威
力
に
屈
し
、
里
人
の
ま
え
か
ら
姿
を
消

す
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
身
供
犠
と
い
う
残
酷
で
野
蛮
な
習
俗
は
終
わ
り
を

告
げ
た
と
語
ら
れ
る
」
と
考
察
す
る
。
さ
ら
に
「
新
し
い
文
化
の
神
が
、

か
っ
て
の
娘
の
イ
ヶ
ニ
ヘ
の
代
わ
り
に
人
の
手
で
生
ヶ
乍
ラ
に
鹿
や
猪
な

ど
を
そ
な
え
ら
れ
、
そ
れ
を
人
と
共
食
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
、
自
然

の
神
に
た
い
す
る
人
の
イ
ケ
ニ
ヘ
が
文
化
の
神
に
た
い
す
る
動
物
の
イ
ヶ

ニ
ヘ
に
変
化
し
た
と
説
明
さ
れ
る
と
き
も
、
そ
れ
は
「
た
ん
に
供
物
の
内

容
が
人
か
ら
動
物
に
変
化
し
た
こ
と
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
」
と
し
、
こ
こ
で
新
た
に
イ
ヶ
ニ
ヘ
と
し
て
使
用
さ
れ
る
動
物
は
「
か

っ
て
の
里
人
の
娘
の
代
用
で
あ
る
と
と
も
に
、
退
治
さ
れ
た
自
然
の
神
の

分
身
で
も
あ
っ
た
」
と
考
察
す
る
。

第
二
章
「
動
物
供
犠
の
日
本
的
形
態
」
に
お
い
て
は
、
人
間
が
み
ず
か

ら
の
身
体
を
責
め
さ
い
な
ま
れ
、
そ
の
果
て
に
絶
命
す
る
も
っ
と
も
忌
ま

わ
し
い
場
画
で
あ
る
は
ず
の
「
地
獄
で
の
応
報
の
姿
が
、
じ
っ
は
イ
ケ
ニ

ヘ
説
話
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
空
間
を
母
胎
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
古
代
の
神
と
人
と
の
食
べ
る
こ
と
を
介
し
た
根
源
的
な

む
す
び
つ
き
が
あ
っ
た
」
と
し
、
ま
た
そ
こ
か
ら
「
日
本
に
お
け
る
ア
ル

カ
イ
ッ
ク
な
生
命
惑
覚
、
す
な
わ
ち
自
己
と
自
然
と
の
双
方
に
連
続
し
て

な
が
れ
る
い
の
ち
の
感
覚
と
い
っ
た
も
の
」
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
察
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
「
狩
猟
民
俗
の
身
体
観
」
に
お
い
て
は
、
山
の
生
業
が
狩
猟
か

ら
焼
き
畑
、
そ
し
て
狭
小
な
が
ら
水
田
稲
作
と
展
開
し
て
い
く
な
か
に
あ

っ
て
、
儀
礼
の
主
眼
も
「
豐
猟
の
予
祝
か
ら
雑
穀
さ
ら
に
は
稲
作
の
予
祝
」

へ
と
重
点
を
移
し
て
い
く
が
、
模
造
獣
の
腹
に
詰
め
ら
れ
た
餅
や
小
豆
飯

を
「
生
殖
器
や
胎
児
と
い
う
も
っ
と
も
な
ま
な
ま
し
い
生
命
の
部
位
」
と

み
な
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
「
み
ず
か
ら
の
生
命
の
再
生
強
化
の
た

め
に
食
べ
る
」
と
し
、
山
野
の
生
命
の
力
、
さ
ら
に
は
生
殖
力
そ
の
も
の

が
「
食
べ
る
と
い
う
人
間
の
も
っ
と
も
根
源
的
な
生
命
維
持
行
為
を
と
お

し
て
、
自
然
界
か
ら
人
間
の
側
に
奪
取
」
さ
れ
た
と
解
釈
し
、
人
間
の
「
身

体
」
と
自
然
界
の
「
身
体
」
と
の
「
食
の
直
接
性
に
よ
る
合
一
」
の
信
念

が
そ
こ
に
あ
る
と
説
く
。

第
四
章
「
非
稲
作
の
祭
祀
と
神
撰
」
に
お
い
て
は
、
非
稲
作
民
の
祭
祀

の
な
か
に
「
自
然
の
脅
威
に
恐
れ
お
の
の
く
人
間
の
姿
」
が
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
と
し
、
自
然
は
「
人
間
に
た
い
す
る
圧
倒
的
な
勝
者
」
で
あ
っ
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て
、
両
者
が
な
か
よ
く
「
共
存
す
る
な
ど
と
い
っ
た
事
態
は
想
橡
す
ら
で

き
な
い
」
と
し
、
自
然
が
「
優
勢
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
」

と
し
た
上
で
、
聖
地
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
参
入
す
る
こ
と
で
「
自
然
の
威

力
を
和
め
、
そ
の
恵
み
を
手
に
入
れ
よ
う
」
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
説

ノ
４
、
○

第
二
部
第
一
章
「
古
代
呪
術
と
放
生
儀
礼
」
に
お
い
て
は
、
古
代
の
放

生
と
か
殺
生
禁
断
と
か
肉
食
禁
止
と
い
っ
た
「
外
形
的
に
は
仏
教
的
で
慈

悲
に
み
ち
た
行
政
措
置
」
が
、
実
際
は
「
古
代
的
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
呪
術
」

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
し
、
動
物
を
解
放
し
罪
人
の
生
命
を
助
け
る
の

は
「
国
家
の
道
徳
性
の
ゆ
え
で
も
為
政
者
の
慈
悲
深
さ
」
の
ゆ
え
で
も
な

く
、
「
人
間
と
動
物
と
山
野
河
海
の
自
然
を
つ
ら
ぬ
い
て
発
動
す
る
い
の

ち
と
い
う
不
可
視
の
力
を
み
と
め
、
そ
の
超
自
然
的
・
神
秘
的
な
存
在
あ

る
い
は
霊
力
に
は
た
ら
き
か
け
て
降
雨
や
疫
病
退
散
な
ど
と
い
っ
た
懐
災

招
福
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
呪
的
行
為
」
で
あ
っ
た
と
説
く
。

第
二
章
「
祭
祀
の
な
か
の
神
饒
と
放
生
」
に
お
い
て
は
、
石
川
県
羽
昨

市
の
旧
能
登
国
一
宮
気
多
大
社
の
「
鵜
祭
り
」
の
調
査
結
果
を
も
と
に
、

放
生
の
観
念
は
、
仏
教
受
容
後
ほ
ど
な
く
の
日
本
で
は
「
純
然
た
る
擢
災

招
福
の
呪
術
と
し
て
国
家
祭
祀
の
一
翼
を
形
成
」
し
て
い
た
も
の
の
、
そ

の
後
の
歴
史
的
経
過
に
お
い
て
は
「
八
幡
な
ど
の
神
社
祭
祀
に
組
み
込
ま

れ
て
い
く
」
が
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
古
来
の
イ
ヶ
ニ
ヘ
儀
礼
を
改
変
す
る

力
を
発
揮
」
し
て
い
き
、
そ
の
よ
う
な
趨
勢
の
も
と
、
こ
の
鵜
祭
に
見
ら

れ
る
ご
と
く
「
神
撰
と
し
て
そ
な
え
ら
れ
た
生
き
も
の
が
殺
さ
れ
る
ど
こ

ろ
か
、
反
対
に
神
仏
の
加
護
を
得
て
解
き
放
た
れ
る
」
と
い
う
逆
転
劇
と

な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
「
新
し
い
人
と
動
物
の
関
係
を
探
り
だ
そ
う

と
し
た
貴
重
な
試
み
」
で
あ
っ
た
と
説
く
。

第
三
章
「
殺
生
肉
食
論
の
受
容
と
展
開
」
に
お
い
て
は
、
前
近
代
の
真

宗
寺
院
が
み
ず
か
ら
の
仏
事
の
う
ち
か
ら
必
ず
し
も
「
殺
生
肉
食
」
を
排

し
て
い
な
か
っ
た
例
と
し
て
、
親
鶯
の
正
忌
法
要
で
あ
る
報
恩
講
の
最
終

日
に
「
東
西
本
願
寺
が
と
も
に
鯉
を
俎
の
う
え
で
切
り
割
い
て
仏
前
に
そ

な
え
、
ま
た
そ
れ
を
料
理
し
て
参
詣
人
に
ふ
る
ま
う
俎
直
し
」
の
行
事
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
、
地
方
の
報
恩
講
で
も
「
料
理
が
精
進
に

限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
さ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
」
く
「
魚
烏

は
も
ち
ろ
ん
時
に
は
四
足
獣
ま
で
も
ふ
ん
だ
ん
に
食
べ
る
こ
と
の
で
き
る

厳
冬
の
行
事
」
で
あ
っ
た
と
し
、
「
山
野
河
海
の
動
物
た
ち
が
日
々
の
生

業
の
獲
物
と
し
て
、
あ
る
い
は
祀
り
に
お
け
る
賛
と
し
て
、
人
び
と
の
暮

ら
し
と
深
く
む
す
び
つ
い
て
い
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
四
章
「
供
犠
の
文
化
・
供
養
の
文
化
」
に
お
い
て
は
、
動
物
殺
し
の

罪
責
感
を
軽
減
す
る
た
め
に
人
類
が
発
明
し
た
方
法
が
供
犠
と
供
養
で
あ

っ
て
、
動
物
を
神
の
賜
物
と
見
て
、
賜
物
の
内
の
一
部
を
神
に
贈
り
返
す

や
り
方
が
供
犠
で
あ
り
、
殺
し
た
動
物
の
霊
を
弔
う
方
法
が
供
養
で
あ
る

と
す
る
と
と
も
に
、
自
然
を
畏
怖
の
対
象
と
見
て
、
そ
の
よ
う
な
「
畏
怖

す
べ
き
野
生
の
存
在
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
贄
と
し
て
神
と
人
を
む
す
び

つ
け
る
役
割
を
果
た
し
え
た
」
と
述
べ
る
。

第
五
章
「
動
物
供
養
と
草
木
供
養
」
に
お
い
て
は
、
前
章
で
の
供
犠
と

供
養
の
問
題
を
、
動
物
殺
し
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
一
般
化
し

た
時
に
、
供
養
の
文
化
の
延
長
線
上
に
動
物
供
養
と
草
木
供
養
が
あ
る
と
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し
、
「
事
後
処
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
供
養
儀
礼
」
に
つ
い
て
、
「
自
分
た

ち
の
生
業
が
引
き
起
こ
す
動
植
物
の
死
や
自
然
資
源
の
奪
取
に
つ
い
て
の

痛
み
や
う
し
ろ
め
た
さ
の
感
情
」
が
、
い
っ
た
ん
「
供
養
の
回
路
を
通
す

こ
と
で
恒
常
的
に
解
消
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
容
易
に
、
歯
止
め
な
き

自
然
を
公
認
す
る
心
理
的
・
文
化
的
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
く
」
と
説

い
て
い
る
。

第
三
部
第
一
章
「
人
身
御
供
と
人
身
供
犠
」
に
お
い
て
は
、
『
仏
教
史
学
』

誌
上
で
の
柳
田
国
男
と
加
藤
玄
智
の
人
身
御
供
論
争
を
分
析
し
、
こ
の
時

期
の
日
本
の
識
者
の
常
識
に
と
っ
て
「
か
っ
て
こ
の
国
で
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム

や
人
身
供
犠
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
な
ど
と
公
言
す
る
の
は
、
戦
わ
ず

し
て
西
洋
列
強
の
威
光
に
屈
服
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情

も
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
」
と
し
、
そ
の
理
由
は
「
キ
リ
ス
ト
教

的
な
倫
理
観
念
を
共
有
す
る
西
洋
列
強
に
と
っ
て
は
、
人
身
供
犠
と
し
て

の
イ
ヶ
ニ
ヘ
の
問
題
は
二
千
年
ま
え
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上

の
死
に
よ
っ
て
完
壁
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
降
の

キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
は
、
み
ず
か
ら
の
身
体
を
イ
ケ
ニ
ヘ
と
し
た
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
象
微
物
た
る
パ
ン
と
葡
萄
酒
さ
え
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
か

ら
」
と
説
く
と
と
も
に
、
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
肉
で
あ
り
脂
で
あ
る

パ
ン
と
葡
仙
酒
は
、
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
や
人
身
供
犠
は
い
わ
ず
も
が
な
、
動

物
供
犠
な
ど
を
行
う
よ
う
な
未
開
野
蛮
の
宗
教
段
階
を
キ
リ
ス
ト
教
じ
た

い
が
克
服
し
た
こ
と
の
あ
か
し
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
彼
ら
の
奉
ず
る

高
等
宗
教
と
非
宗
教
の
未
開
野
蛮
の
宗
教
と
を
識
別
す
る
指
標
」
だ
っ
た

と
述
べ
る
。

＊
＊
＊

以
上
の
論
考
は
、
従
来
不
充
分
で
あ
っ
た
日
本
の
「
供
犠
の
胃
三
宮
」

に
関
す
る
研
究
を
大
き
く
前
進
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
神
社
祭
祀
や
村
落
祭
祀
に
組
み
込
ま
れ
た
イ
ケ
ニ
ヘ
儀
礼
が
、

外
来
宗
教
と
し
て
の
仏
教
が
か
か
げ
た
生
類
へ
の
慈
悲
の
思
想
と
の
接
触

に
よ
り
、
本
来
の
イ
ヶ
ニ
ヘ
儀
礼
の
持
つ
思
想
や
精
神
を
換
骨
奪
胎
し
新

し
い
人
と
動
物
と
の
関
係
を
生
み
出
し
た
ケ
ー
ス
と
捉
え
た
の
は
適
切
な

把
握
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
場
合
、
イ
ケ
ニ
ヘ
と
し
て
供
え
ら
れ
た
動
物
が
逆
に
解
き
放
た
れ

る
「
放
生
」
と
い
う
儀
礼
に
つ
い
て
、
全
国
各
地
に
実
際
に
足
を
運
ん
で

精
査
し
各
種
の
実
態
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
も
、
大
き
な
学
問
的
成
果

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

わ
け
て
も
、
柳
田
国
男
の
よ
う
な
日
本
の
民
俗
を
稲
作
文
化
に
集
約
し

て
把
握
し
よ
う
と
す
る
枠
組
み
か
ら
分
離
さ
れ
た
真
の
民
俗
学
を
構
築
し

第
二
章
「
一
目
小
僧
の
供
犠
解
釈
」
に
お
い
て
は
、
柳
田
国
男
の
民
俗

研
究
で
は
「
供
犠
の
問
題
は
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
た
」
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
「
十
分
な
実
り
を
見
せ
る
こ
と
な
く

終
わ
り
、
ま
た
後
代
の
柳
田
国
男
研
究
か
ら
見
て
も
そ
れ
は
適
切
な
評
価

を
得
て
き
た
と
は
言
い
か
ね
る
」
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
よ
う
な

柳
田
の
供
犠
解
釈
も
ふ
く
め
「
供
犠
と
い
う
人
類
共
通
の
文
化
装
置
を
も

う
一
度
全
体
的
に
洗
い
な
お
す
こ
と
の
必
要
性
は
、
い
よ
い
よ
大
な
る
も

の
が
あ
」
る
と
説
く
。
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よ
う
と
す
る
場
合
、
稲
作
以
前
に
関
す
る
考
察
、
稲
作
以
外
に
関
す
る
考

察
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
示
し
た

こ
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
上
の
犠
牲
死
に
集
約
さ
れ
が
ち
な

西
洋
の
供
犠
理
論
を
視
野
に
い
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
別
個
の
文
脈
上

に
供
犠
を
配
置
し
よ
う
と
し
た
斬
新
な
試
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
、
一
応

の
見
通
し
を
つ
け
た
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
書
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
供
犠
に
関
す
る
幾
多
の
新
知
見
と
新
た
な

供
犠
理
論
は
、
こ
の
分
野
に
志
す
今
後
の
研
究
者
に
対
し
拠
る
べ
き
基
盤

的
研
究
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ブ
（
句
○

（
皇
学
館
大
学
教
授
）

八
木
公
生
氏
の
新
著
『
天
皇
と
日
本
の
近
代
』
の
性
格
を
、
一
言
で
説

明
す
る
と
し
た
ら
、
ど
う
言
う
べ
き
か
？

明
治
憲
法
と
教
育
勅
語
を
貫
く
思
想
の
特
質
を
鋭
く
扶
り
出
し
た
近
代

政
治
思
想
研
究
の
新
た
な
達
成
、
そ
れ
と
も
、
教
育
勅
語
の
実
質
的
な
起

草
者
で
あ
る
井
上
毅
を
近
代
日
本
の
傑
出
し
た
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け

た
ユ
ニ
ー
ク
な
思
想
家
論
、
そ
れ
と
も
、
教
育
勅
語
と
い
う
近
代
日
本
に

絶
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
テ
ク
ス
ト
の
綿
密
に
し
て
厳
格
な
注
解
書
、

な
ど
な
ど
。

そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
収
ま
り
き
ら
な
い

と
こ
ろ
に
、
本
書
の
特
徴
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
魅
力
も
、
む
ず
か
し
さ

も
あ
る
。
ま
ず
最
初
の
前
置
き
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
は
、
そ
の
こ
と
を

言
っ
て
お
き
た
い
。

そ
の
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
公
式
的
な
本
書
の
性
格
づ
け
と
は
や
や
離

れ
た
と
こ
ろ
で
、
評
者
は
、
新
書
と
し
て
は
ま
さ
に
異
例
の
上
下
二
冊
本

八
木
公
生
著

『
天
皇
と
日
本
の
近
代
』
（
上
・
下
）

（
講
談
社
現
代
新
書
・
二
○
○
一
年
）

1

中
村
生
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