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〔
刑
法
　
六
〕

あ
ん
ま
摩
師
、
は
り
師
、
ぎ
ゆ
う
師
及
び
柔
道
整
復
師
法
第
一
二
條
、

笙
四
條
と
峯
一
三
條
（
灘
鞭
醐
轟
舞
醐
鰍
．
厳
嘆
醗
涙
き
亨
師
）

　
【
判
示
事
項
】
　
一
、
あ
ん
摩
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
及
び
柔
道
整
復
師
法

第
一
二
條
・
第
一
四
條
に
よ
り
禁
止
庭
罰
さ
れ
る
馨
業
類
似
行
爲

　
　
　
　
剣
　
例
　
研
　
究

二
、
右
第
二
一
條
・
第
一
四
條
の
合
憲
性

【
滲
照
條
丈
】
　
あ
ん
摩
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
及
び
柔
道
整
復
師
法
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
（
一
四
七
九
）

昭
和
三
五
年
一
月
二
七
日
最
高
裁
大
法
廷
判
決
、
破
棄
差
戻

昭
和
２
９
年
（
あ
）
第
二
九
九
〇
号
あ
ん
摩
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師



　
　
　
　
到
　
例
　
硯
　
究

二
條
、
第
一
四
條
、
憲
法
第
二
二
條

　
【
事
實
】
被
告
人
は
法
定
の
除
外
事
由
が
な
い
の
に
、
昭
和
二
六
年
九
月
一

日
か
ら
同
月
四
日
ま
で
の
間
前
後
四
同
に
亙
り
、
自
宅
等
に
お
い
て
丁
外
二
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

に
封
し
、
H
S
式
無
熱
高
周
波
療
法
と
稻
す
る
療
法
を
一
同
百
圓
の
料
金
を
徴

し
て
施
し
、
以
て
馨
業
類
似
行
爲
を
業
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
註
）
　
本
事
案
に
封
す
る
田
原
最
高
裁
調
査
官
の
解
説
（
法
曹
時
報
一
二
巻

　
　
三
號
九
〇
頁
以
下
）
に
よ
れ
ば
、
H
S
式
無
熱
高
周
波
療
法
と
い
う
の
は
、

　
　
H
S
式
高
周
波
器
と
い
う
器
具
を
使
用
し
、
疾
病
治
療
の
目
的
を
以
て
行

　
　
う
施
術
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
、
患
部
を
二
枚
の
誘
導
板
で
は
さ
み
、
電

　
　
氣
を
通
じ
て
誘
導
板
間
に
H
S
式
高
周
波
電
界
を
形
成
せ
し
め
、
そ
の
患

　
　
部
に
振
動
刺
戟
作
用
を
起
さ
せ
て
治
療
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
な
お
右
被
施
術
者
丁
外
二
名
と
い
う
は
、
一
名
が
喘
息
、
他
の
二
名
が

　
　
胃
病
患
者
で
あ
つ
た
と
の
事
で
あ
る
（
同
じ
く
田
原
調
査
官
の
解
説
に
ょ

　
　
る
。
剣
例
集
で
は
右
二
鮎
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
）
。

　
第
一
審
は
右
の
事
實
を
認
定
し
て
、
あ
ん
摩
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
及
び

柔
道
整
復
師
法
（
以
下
あ
ん
摩
師
等
法
と
略
稻
す
る
）
第
二
一
條
、
同
第
一
四
條

を
適
用
し
て
、
被
告
人
を
罰
金
千
圓
（
但
し
三
年
間
執
行
猶
豫
）
に
庭
し
た
。

　
被
告
人
は
右
第
一
審
の
有
罪
到
決
に
封
し
、
擦
訴
を
申
し
立
て
、
被
告
人
の

施
し
た
療
法
は
、
い
さ
さ
か
も
人
騰
に
危
害
を
與
え
ず
、
保
健
衛
生
上
に
も
何

等
の
悪
影
響
も
及
ぼ
さ
ず
、
し
か
も
相
當
の
治
療
効
果
を
あ
げ
得
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
を
業
と
す
る
こ
と
は
毫
も
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
い
わ
れ
が
癒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
（
一
四
八
O
）

く
、
憲
法
二
二
條
の
保
障
す
る
職
業
選
揮
の
自
由
の
範
園
内
に
馬
す
る
も
の
で

あ
つ
て
、
い
わ
ゆ
る
馨
業
類
似
行
爲
を
業
と
し
た
も
の
に
該
當
し
な
い
旨
主
張

し
た
。

　
控
訴
審
判
決
は
ま
ず
あ
ん
摩
師
等
法
一
二
條
に
い
わ
ゆ
る
禁
止
さ
れ
た
醤
業

類
似
行
爲
の
概
念
を
「
疾
病
の
治
療
叉
は
保
健
の
目
的
を
以
て
光
、
熱
、
器
械
、

器
具
そ
の
他
の
物
を
使
用
し
若
し
く
は
鷹
用
し
叉
は
四
肢
若
し
く
は
精
紳
作
用

を
利
用
し
て
施
術
す
る
行
爲
で
あ
つ
て
他
の
法
令
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
資
格

を
有
す
る
者
が
、
そ
の
範
園
内
で
な
す
診
療
叉
は
施
術
で
な
い
も
の
」
、
換
言

す
れ
ば
「
疾
病
の
治
療
叉
は
保
健
の
目
的
で
す
る
行
爲
で
あ
つ
て
讐
師
、
歯
科

馨
師
、
あ
ん
摩
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
叉
は
柔
道
整
復
師
等
法
令
で
正
式
に

そ
の
資
格
を
認
め
ら
れ
た
者
が
、
そ
の
業
務
と
」
て
す
る
行
爲
で
な
い
も
の
」

と
定
義
づ
け
た
上
で
、
被
告
人
の
施
し
た
本
件
療
法
は
こ
れ
に
該
當
し
、
從
っ

て
あ
ん
摩
師
等
法
二
一
條
に
違
反
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
、
更
に
「
右
法

律
が
之
（
署
業
類
似
行
爲
…
筆
者
註
）
を
業
と
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
趣

旨
は
、
か
か
る
行
爲
は
時
に
人
騰
に
危
害
を
生
ぜ
し
め
る
場
合
も
あ
り
、
た
と

え
積
極
的
に
そ
の
よ
う
な
危
害
を
生
ぜ
し
め
な
い
ま
で
も
、
人
を
し
て
正
當
な

馨
療
を
受
け
る
機
會
を
失
わ
せ
、
ひ
い
て
疾
病
の
治
療
恢
復
の
時
期
を
遅
ら
せ

る
如
き
虞
あ
り
、
こ
れ
を
自
由
に
放
任
す
る
こ
と
は
、
正
常
な
馨
療
の
普
及
徹

底
並
び
に
公
共
の
保
健
衛
生
の
改
善
向
上
の
爲
望
ま
し
く
な
い
の
で
、
國
民
に

正
當
な
馨
療
を
享
受
す
る
機
會
を
與
え
、
わ
が
國
の
保
健
衛
生
歌
態
の
改
善
向



上
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
に
在
る
と
解
さ
れ
る
。
…
－
論
旨
は
被
告
人

の
本
件
行
爲
は
憲
法
第
二
二
條
に
よ
つ
て
保
障
さ
れ
た
職
業
の
自
由
の
範
園
内

に
馬
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
所
論
職
業
の
自
由
は
公
共
の
薦
祉
に
反
し
な

い
範
園
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
前
記
法
律
が
馨
業
類
似
行
爲
を

業
と
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
趣
旨
に
鑑
み
論
旨
の
右
主
張
も
ま
た
理
由
が
な

い
」
と
し
、
次
い
で
第
二
に
、
あ
ん
摩
師
等
法
第
一
九
條
第
一
項
に
規
定
さ
れ

た
既
得
槽
保
護
の
規
定
を
根
糠
と
し
て
被
告
人
は
今
日
で
も
一
定
の
屈
出
を
し

さ
え
す
れ
ば
適
法
に
螢
業
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
）
主
張
に
封
し
、
被
告
人

が
同
法
條
の
既
得
椹
者
に
該
當
し
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
、
從
つ
て
こ
の
黙
で

も
右
「
所
論
は
當
ら
な
い
」
。
叉
あ
ん
摩
師
等
法
が
馨
業
類
似
行
爲
を
業
と
す

る
こ
と
を
取
締
つ
て
い
る
の
は
、
「
あ
ん
摩
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
、
柔
道

整
復
師
の
み
を
封
象
と
し
て
い
る
も
の
で
本
件
H
S
式
無
熱
高
周
波
療
法
の
如

き
は
取
締
封
象
に
麗
し
な
い
と
の
所
論
の
見
解
も
…
…
到
底
探
用
し
得
な

い
。
」
叉
「
論
旨
は
最
後
に
本
件
の
場
合
は
刑
法
第
六
條
…
…
に
該
當
す
る
の

で
あ
る
か
ら
被
告
人
に
刑
責
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
主
張
を
し
て
い

る
が
…
…
理
由
が
な
い
」
。

　
以
上
の
よ
う
に
控
訴
趣
意
は
す
べ
て
の
馳
で
理
由
が
な
い
旨
判
示
し
て
擦
訴

を
棄
却
し
た
。

　
上
告
理
由
　
右
控
訴
審
到
決
に
封
し
、
被
告
人
は
、
そ
の
業
と
し
た
本
件
H

S
式
無
熱
高
周
波
療
法
は
有
効
無
害
の
療
法
で
あ
つ
て
公
共
の
福
祉
に
反
す
る

　
　
　
　
剣
　
例
　
研
　
究

も
の
で
は
な
い
か
ら
、
か
か
る
職
業
に
封
し
て
も
、
あ
ん
摩
師
等
法
の
禁
止
規

定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
法
律
は
憲
法
二
二
條
に
違
反
す

る
無
効
な
法
律
で
あ
る
。
故
に
被
告
人
の
所
爲
は
罪
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る

と
の
理
由
で
上
告
し
た
。

　
【
判
旨
】
　
右
に
封
し
て
最
高
裁
大
法
廷
は
一
、
あ
ん
摩
師
等
法
一
二
條
・
一

四
條
が
馨
業
類
似
行
爲
を
業
と
す
る
こ
と
を
禁
止
庭
罰
す
る
の
は
、
人
の
健
康

に
害
を
及
ほ
す
虞
の
あ
る
業
務
行
爲
に
限
局
す
る
趣
旨
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
要
旨
第
剛
）
。
叉
二
、
右
の
よ
う
な
禁
止
庭
罰
は
公
共
の
福
祉
上
必
要
で

あ
る
か
ら
前
記
第
二
一
條
・
第
一
四
條
は
憲
法
第
二
二
條
に
反
す
る
も
の
で
は

な
い
（
要
旨
第
二
）
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
後
「
し
か
る
に
、
原
審
辮
護
人
の

本
件
H
S
式
無
熱
高
周
波
療
法
は
い
さ
さ
か
も
人
膣
に
危
害
を
與
え
ず
、
ま
た

保
健
衛
生
上
な
ん
ら
悪
影
響
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
施
行
を
業
と
す

る
の
は
少
し
も
公
共
の
福
祉
に
反
せ
ず
從
つ
て
憲
法
二
二
條
に
よ
つ
て
保
障
さ

れ
た
職
業
選
揮
の
自
由
に
麗
す
る
と
の
控
訴
趣
意
に
封
し
、
原
到
決
は
被
告
人

の
業
と
し
た
本
件
E
S
式
無
熱
高
周
波
療
法
を
業
と
し
て
行
つ
た
事
實
だ
け
で

前
記
法
律
一
二
條
に
違
反
し
た
も
の
と
即
蜥
し
た
こ
と
は
、
右
法
律
の
解
羅
を

誤
つ
た
蓮
法
が
あ
る
か
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
り
、
右
の
蓮
法
は
到
決
に
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
原
判
決
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
著
し
く
正

義
に
反
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
破
棄
差
戻
の
判
決
を
云
い
渡

し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
一
四
八
一
）



　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
し
か
し
、
以
上
は
大
法
廷
の
多
歎
意
見
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
封
し
て
は
田
中
、

下
飯
坂
、
石
坂
三
裁
到
官
の
反
封
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
印
ち
、
田
中
、
下

飯
坂
爾
裁
到
官
は
「
わ
れ
わ
れ
は
、
馨
業
類
似
行
爲
を
業
と
す
る
こ
と
の
法
律

に
よ
る
庭
罰
が
、
『
人
の
健
康
に
害
を
及
ぼ
す
虞
の
あ
る
業
務
行
爲
に
限
局
す

る
趣
旨
』
の
も
の
と
す
る
多
数
意
見
の
解
羅
に
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

人
の
健
康
に
害
を
及
ぼ
す
虞
れ
が
あ
る
か
な
い
か
は
、
療
治
を
う
け
る
封
象
た

る
『
人
』
の
如
何
に
よ
つ
て
ち
が
つ
て
く
る
。
ま
た
そ
れ
は
療
治
の
賞
施
の
『
方

法
』
の
如
何
に
も
か
か
つ
て
い
る
。
從
つ
て
有
害
無
害
は
一
概
に
到
断
で
き
な

い
場
合
が
は
な
は
だ
多
い
。
こ
の
故
に
法
律
は
馨
業
類
似
行
爲
が
一
般
的
に
人

の
健
康
に
害
を
及
ぼ
す
虞
れ
の
あ
る
も
の
と
い
う
想
定
の
下
に
こ
の
種
の
行
爲

を
聲
一
的
に
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
場
合
に
無
害
な
行
爲
と
い
え
ど

も
取
締
の
封
象
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
公
共
の
福
祉
の
要
請
か
ら
し
て
、

や
む
を
得
な
い
。
か
よ
う
な
豊
一
性
は
法
の
特
色
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
要

す
る
に
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
有
害
の
虞
れ
の
有
無
の
認
定
は
不
必
要
で
あ

る
。
い
わ
ん
や
法
律
の
趣
旨
は
原
到
決
や
石
坂
裁
到
官
の
反
封
意
見
に
の
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
、
他
の
理
由
も
ふ
く
ん
で
い
る
に
お
い
て
お
や
。
つ
ま
り
無

害
の
行
爲
に
つ
い
て
も
他
の
弊
害
が
存
す
る
に
お
い
て
お
や
。
」
と
論
じ
、
石
坂

裁
到
官
は
「
…
：
（
前
略
）
H
S
式
無
熱
高
周
波
療
法
を
、
健
康
の
維
持
増
進

に
止
ま
ら
な
い
で
、
疾
病
治
療
の
た
め
に
使
用
す
る
が
如
き
こ
と
は
、
何
事
に

も
利
弊
相
俘
う
實
情
よ
り
し
て
、
人
膣
、
及
び
そ
の
疾
病
、
こ
れ
に
封
す
る
診
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断
並
に
治
療
に
つ
い
て
の
知
識
と
、
こ
れ
を
使
用
す
る
按
術
が
十
分
で
な
け
れ

ぱ
、
人
の
保
健
、
公
共
衛
生
上
必
ず
し
も
良
好
な
る
結
果
を
招
く
も
の
と
は
い

え
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
前
記
高
周
波
器
を
使
用
す
る
右
無
熱
高
周
波
療
法
を

業
と
す
る
行
爲
は
、
遽
に
所
論
の
如
く
、
公
共
の
福
証
に
貢
献
こ
そ
す
れ
、
決

し
て
こ
れ
に
反
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
な
し
得
な
い
。
而
し
て
あ
ん
摩
師
等
法

が
か
か
る
馨
業
類
似
行
爲
を
資
格
な
く
し
て
業
と
し
て
行
ふ
こ
と
を
禁
止
し
て

い
る
所
以
は
、
こ
れ
を
自
由
に
放
置
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
如
く
、
人
の
健
康
、

公
共
衛
生
に
有
効
無
害
で
あ
る
と
の
保
障
も
な
く
、
正
常
な
る
馨
療
を
受
け
る

機
會
を
失
は
し
め
る
虞
が
あ
つ
て
、
正
常
な
る
馨
療
行
爲
の
普
及
徹
底
並
に
公

共
衛
生
の
改
善
向
上
の
た
め
望
ま
し
く
な
い
の
で
、
わ
が
國
の
保
健
衛
生
歌
態

の
改
善
向
上
を
は
か
る
と
共
に
、
國
民
各
々
に
正
常
な
る
馨
療
を
享
受
す
る
機

會
を
廣
く
與
へ
る
目
的
に
出
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
當
で
あ
る
。
し
た
が
つ

て
原
到
示
の
如
き
器
具
を
使
用
し
て
、
原
到
示
の
如
き
馨
業
類
似
行
爲
を
業
と

す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
本
法
は
、
公
共
の
福
肚
の
た
め
、
必
要
と
す
る
の
で
あ

つ
て
、
職
業
選
揮
の
自
由
を
不
當
に
制
限
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
を
憲
法
蓮
反
で
あ
る
と
は
臨
じ
得
な
い
。
軍
に
治
療
に
使
用
す
る
器

具
の
物
理
的
効
果
の
み
に
着
眼
し
、
そ
の
有
効
無
害
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
こ
れ
を
利
用
す
る
醤
業
類
似
の
行
爲
を
業
と
す
る
こ
と
を
放
置
す
べ
し
と

す
る
見
解
に
は
組
し
得
な
い
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。



　
【
評
羅
】
　
判
決
要
旨
第
一
（
多
籔
意
見
）
に
つ
い
て
反
封
、
要
旨
第
二
に
つ

い
て
賛
成
、
結
論
的
に
は
少
敷
意
見
（
と
く
に
石
坂
裁
到
官
）
に
賛
成
。

　
あ
ん
摩
師
等
法
違
反
事
件
に
封
す
る
最
高
裁
の
到
決
と
し
て
は
お
そ
ら
く
最

初
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
同
法
一
二
條
、
一
四
條
が
禁
止
、
庭
罰
す
る
馨
業

類
似
行
爲
は
人
の
健
康
に
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
業
務
行
爲
に
限
局
さ
れ

る
旨
の
注
目
す
べ
き
新
判
例
で
あ
る
。

　
本
件
に
お
い
て
最
も
基
本
的
な
問
題
と
さ
れ
た
黙
は
、
馨
業
類
似
行
爲
を
業

と
す
る
こ
と
を
禁
止
、
露
罰
す
る
あ
ん
摩
師
等
法
二
一
條
、
一
四
條
の
規
定
が

職
業
選
繹
の
自
由
を
保
障
す
る
憲
法
二
二
條
に
蓮
反
す
る
か
ど
う
か
の
黙
で
あ

り
、
到
示
は
右
の
黙
に
關
す
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、
本
件
に
關
し
て
は
あ
ん
摩

師
等
法
に
禁
止
さ
れ
た
「
馨
業
類
似
行
爲
」
と
い
う
概
念
が
重
要
な
意
味
を
も

つ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
こ
の
馳
に
つ
い
て
の
検
討
を
脛
た
上
で
多
歎
意

見
、
少
籔
意
見
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
槍
討
し
た
い
と
考
え
る
。

　
盤
業
類
似
行
爲
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
右
に
見
た
よ
5
に
第
二
審
到
決
中
に

一
慮
の
定
義
づ
け
が
與
え
ら
れ
て
お
り
、
上
告
審
到
決
に
お
い
て
は
こ
の
鮎
に

つ
い
て
は
原
審
に
お
い
て
す
で
に
確
認
ず
み
の
當
然
の
こ
と
と
し
て
と
く
に
論

ぜ
ら
れ
て
い
な
い
。
第
二
審
到
決
に
よ
れ
ば
、
あ
ん
摩
鮪
等
法
一
二
條
に
禁
止

さ
れ
た
「
醤
業
類
似
行
爲
」
と
は
「
『
疾
病
の
治
療
叉
は
保
健
の
目
的
を
以
て

光
、
熱
、
器
械
、
器
具
そ
の
他
の
物
を
使
用
し
若
し
く
は
慮
用
し
叉
は
四
肢
若

し
く
は
精
紳
作
用
を
利
用
し
て
施
術
す
る
行
爲
で
あ
つ
て
他
の
法
令
に
お
い
て

　
　
　
　
剣
　
例
　
研
　
究

認
め
ら
れ
た
資
格
を
有
す
る
者
が
、
こ
の
範
園
内
で
な
す
診
療
叉
は
施
術
で
な

い
も
の
』
、
換
言
す
れ
ば
『
疾
病
の
治
療
叉
は
保
健
の
目
的
で
す
る
行
爲
で
あ
つ

て
馨
師
、
歯
科
馨
師
、
あ
ん
摩
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
叉
は
柔
道
整
復
師
等

他
の
法
令
で
正
式
に
そ
の
資
絡
を
詔
め
ら
れ
た
老
が
、
そ
の
業
務
と
し
て
す
る

行
爲
で
な
い
も
の
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
定
義
中

前
牟
の
部
分
は
昭
和
五
年
コ
月
二
九
日
東
京
警
覗
廉
令
第
四
三
號
療
術
行
爲

取
締
規
則
第
一
（
薦
の
療
術
行
爲
の
定
義
の
一
部
を
殆
ん
ど
そ
の
ま
ま
借
用
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
（
註
）
療
術
行
爲
取
締
規
則
第
一
條
本
令
二
於
テ
療
術
行
爲
ト
稔
ス
ル
ハ

　
　
他
ノ
法
令
二
於
テ
認
メ
ラ
レ
タ
ル
賓
格
ヲ
有
シ
其
ノ
範
園
内
二
於
テ
爲
ス

　
　
診
察
又
ハ
施
術
ヲ
除
ク
ノ
外
疾
病
ノ
治
療
又
ハ
保
健
ノ
目
的
ヲ
以
テ
光
、

　
　
熱
、
器
械
器
具
其
ノ
他
ノ
物
ヲ
使
用
シ
若
ハ
慮
用
シ
叉
ハ
四
肢
ヲ
蓮
用
シ

　
　
テ
他
人
二
施
術
ヲ
爲
ス
ヲ
謂
フ

　
と
こ
ろ
が
あ
ん
摩
師
等
法
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
定
義
規
定
は
見
営
ら
な

い
。
あ
ん
摩
師
等
法
第
一
條
は
「
馨
師
以
外
の
者
で
、
あ
ん
摩
（
マ
ッ
サ
ー
ジ

及
び
指
塵
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
は
り
、
き
ゆ
う
叉
は
柔
道
整
復
を
業
と
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
夫
ζ
あ
ん
摩
節
冤
許
、
は
り
師
冤
許
、
き
ゆ
う
舗
冤
許
叉

は
柔
蓮
整
復
師
冤
許
（
以
下
冤
許
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

し
、
問
題
の
同
法
一
二
條
は
「
何
人
も
第
一
條
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
外
、
馨

業
類
似
行
爲
を
業
と
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
同
一
四
條
二
號
は
こ
れ

に
蓮
反
し
た
者
を
五
干
圓
以
下
の
罰
金
に
屍
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
の
み
で
あ
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剣
　
例
　
碍
　
究

る
。
從
つ
て
こ
れ
だ
け
か
ら
「
馨
業
類
似
行
爲
」
の
概
念
を
規
定
す
る
こ
と
は

お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
。
日
常
用
語
法
上
讐
業
類
似
行
爲
と
云
え
ぽ
、
要
す
る

に
「
馨
業
で
は
な
い
が
そ
の
外
邊
に
あ
つ
て
こ
れ
に
類
似
す
る
行
爲
で
あ
る
」

（
前
記
田
原
調
査
官
解
説
参
照
）
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
「
馨

業
」
の
概
念
自
驚
馨
師
法
上
の
規
定
も
な
く
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
「
所

謂
馨
業
ト
ハ
反
覆
纏
績
ノ
意
思
ヲ
以
テ
疾
病
ノ
診
察
、
手
術
、
投
藥
等
ノ
醤
行

爲
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
指
構
ス
ル
ハ
言
ヲ
侯
タ
サ
ル
所
ニ
シ
テ
診
察
中
二
聴
診
鰯
診

覗
診
問
診
ヲ
含
ミ
叉
投
藥
中
二
藥
品
ヲ
患
部
二
塗
布
ス
ル
コ
ト
ヲ
含
ム
」
（
汰
醐

舗
叡
咋
既
棚
略
哨
沁
㎝
肇
）
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
診
察
、
手
術
、
注
躬
の
よ

う
に
一
見
馨
行
爲
と
し
て
明
瞭
な
も
の
は
別
と
し
て
、
太
陽
燈
、
赤
外
線
の
照

尉
、
超
短
波
療
法
等
に
な
る
と
馨
行
爲
な
の
か
そ
れ
と
も
讐
業
類
似
行
爲
な
の

か
ま
こ
と
に
到
然
と
し
な
い
。
た
だ
第
一
國
會
衆
議
院
委
員
會
會
議
録
e
第
一

類
第
七
號
厚
生
委
員
會
議
録
第
三
七
號
に
ょ
る
と
、
あ
ん
摩
師
等
法
案
の
審
議

に
際
し
て
政
府
委
員
が
「
い
や
し
く
も
人
騰
の
疾
病
、
あ
る
い
は
疾
病
と
ま
で

い
か
な
く
て
も
、
髄
の
調
子
の
悪
い
の
に
封
し
て
、
何
等
か
の
方
法
を
も
つ
て

そ
の
状
態
を
緩
和
し
、
も
し
く
は
病
を
輕
く
す
る
と
い
う
ふ
う
な
手
段
は
、
こ

れ
を
行
う
人
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
】
つ
の
馨
行
爲
、
つ
ま
り
馨

す
る
行
爲
と
い
う
ふ
う
に
解
羅
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し

ま
す
と
、
は
り
と
か
き
ゆ
う
と
か
あ
ん
ま
と
か
い
う
も
の
が
、
そ
う
い
う
ふ
う

な
人
髄
の
今
申
し
た
よ
う
な
駄
態
に
感
用
せ
ら
れ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
輕
く
な
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る
場
合
に
は
、
こ
れ
は
だ
れ
が
行
い
ま
し
て
も
一
つ
の
馨
行
爲
で
あ
る
と
い
う

見
方
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
家
庭
に
お
い
て
子
供
が
親
の
肩
を
も
み
ま
す
こ

と
も
こ
れ
も
馨
行
爲
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は

馨
師
が
當
然
行
う
べ
ぎ
、
ま
た
馨
師
に
よ
つ
て
の
み
行
わ
れ
る
べ
き
い
わ
ゆ
る

馨
療
行
爲
で
あ
る
と
こ
ろ
の
瞥
業
と
は
、
も
ち
ろ
ん
異
つ
て
お
る
の
で
あ
り
ま

し
て
、
つ
ま
り
そ
う
い
う
考
え
方
で
馨
業
と
い
う
も
の
に
二
つ
あ
る
と
申
し
ま

す
よ
り
も
馨
行
爲
と
い
う
も
の
は
非
常
に
廣
汎
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で

特
に
醤
業
と
構
せ
ら
る
べ
ぎ
馨
行
爲
の
範
園
が
あ
る
ー
」
と
答
辮
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
醤
行
爲
に
は
廣
狭
二
義
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
い
わ
ゆ
る
「
署
業
類
似
行
爲
」
の
「
署
業
」
は
狭
義
の
そ
れ
、
印
ち
醤
師
法

一
七
條
に
規
定
さ
れ
た
、
も
つ
ぱ
ら
馨
師
の
み
が
行
い
う
る
「
馨
業
」
に
限
定

さ
れ
る
。
從
つ
て
あ
ん
ま
、
は
り
、
き
ゆ
う
、
柔
道
整
復
等
の
施
術
も
概
念
的

に
は
馨
業
類
似
行
爲
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
等
は
前
述
の
通

り
あ
ん
摩
師
等
法
一
條
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
冤
許
を
受
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

業
と
し
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
法
律
上
公
認
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ん
摩
師
等
法
一
二
條
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
た
馨
業
類
似

行
爲
か
ら
は
こ
れ
ら
四
種
の
行
爲
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
本
件
H
S
式
無
熱
高
周
波
療
法
が
禁
止
さ
れ
る
馨
業
類
似
行
爲
の

概
念
に
あ
て
は
ま
る
黙
に
つ
い
て
は
疑
が
な
く
璽
も
な
い
。
し
か
し
乍
ら
そ
う

は
い
う
も
の
の
、
前
述
の
よ
う
に
一
慮
の
概
念
規
定
は
し
て
み
て
も
、
馨
業
類



似
行
爲
の
概
念
は
な
お
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
概
念
規
定
に
際
し
て

最
も
重
要
な
よ
り
所
と
さ
れ
た
警
観
廃
令
第
四
三
號
の
よ
う
な
定
義
規
定
す
ら

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
極
め
て
漠
然
た
る
内
容
の
行
爲
を

禁
止
、
露
罰
す
る
黙
に
つ
い
て
は
田
原
調
査
官
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
（
前
述

解
設
参
照
）
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
と
の
關
係
上
か
な
り
問
題
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
從
つ
て
被
告
と
し
て
は
、
上
告
理
由
と
し
て
む
し
ろ
こ
の
鮎
を
彊
く

主
張
す
べ
き
で
あ
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
上
告
審
判
決
の
多
数
意
見
は
、
再
三
見
た
よ
う
に
あ
ん
摩
師
等
法
二
一

條
、
一
四
條
が
馨
業
類
似
行
爲
を
禁
止
、
庭
罰
す
る
の
は
人
の
健
康
に
害
を
及

ぼ
す
虞
の
あ
る
行
爲
に
限
局
す
る
趣
旨
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
右

規
定
は
公
共
の
福
祉
上
必
要
な
規
定
と
し
て
憲
法
一
三
條
に
違
反
し
な
い
と
到

示
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
換
言
す
れ
ば
あ
ん
摩
師
等
法
二
一
條
違
反
は
形
式

犯
な
い
し
は
抽
象
的
危
殆
犯
で
は
な
く
、
具
艦
的
危
殆
犯
と
し
て
、
あ
ん
摩
師

等
法
一
二
條
・
一
四
條
を
適
用
し
て
有
罪
と
す
る
た
め
に
は
、
営
該
馨
業
類
似

行
爲
が
（
一
般
に
）
人
の
健
康
に
害
を
及
ぼ
す
虜
の
あ
る
も
の
で
あ
る
旨
の
判

示
を
必
要
と
す
る
の
に
、
本
件
原
到
決
は
そ
の
融
の
判
示
を
敏
く
も
の
と
し
て

破
棄
差
戻
を
し
た
の
で
あ
る
。
二
審
迄
の
判
決
が
、
同
條
を
形
式
犯
な
い
し
抽

象
的
危
殆
犯
と
い
う
前
提
の
下
に
論
じ
て
い
る
の
と
極
め
て
封
照
的
で
あ
る
。

　
上
告
審
で
主
と
し
て
雫
わ
れ
た
問
題
は
あ
ん
摩
師
等
法
一
二
條
、
一
四
條
の

合
憲
性
で
あ
つ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
職
業
選
澤
の
自
由
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
到
　
例
　
硯
　
究

憲
法
學
者
の
設
く
と
こ
ろ
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
宮
澤
俊
義
教
授
は

「
『
職
業
選
揮
の
自
由
』
と
は
、
自
分
の
從
事
す
べ
き
職
業
を
決
定
す
る
自
由
を

い
う
。
そ
の
職
業
を
行
う
自
由
（
管
業
の
自
由
）
を
も
含
む
。
封
建
時
代
に
は
、

人
の
職
業
は
し
ば
し
ば
そ
の
身
分
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
、
た
と
え
ば
、
明
治
以

前
の
日
本
で
い
え
ば
、
武
士
は
農
商
業
を
螢
む
こ
と
が
で
き
ず
、
農
民
は
軍
務

に
從
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
そ
う
い
う
制
限
を
否
認
す
る
の
が
、
職

業
選
澤
の
自
由
で
あ
る
」
（
宮
澤
・
日
本
國
憲
法
、
コ
ソ
メ
ン
タ
ー
ル
ニ
五
一

頁
、
同
・
憲
法
∬
t
－
法
律
學
全
集
ー
三
七
九
頁
）
。
職
業
選
揮
の
自
由
が

基
本
的
人
権
と
し
て
保
障
さ
れ
る
歴
史
的
由
來
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。
從
つ

て
右
の
要
請
と
基
本
的
に
矛
盾
し
な
い
限
り
あ
る
程
度
の
制
限
は
認
め
ら
れ
る

わ
げ
で
、
憲
法
二
二
條
自
騰
「
何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
1

ー
職
業
選
澤
の
自
由
を
有
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
「
公
共
の
福
祉
」
の
意

味
に
つ
い
て
は
各
種
の
見
解
が
封
立
す
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
馳
に
つ
い
て
と

く
に
論
ず
る
必
要
も
な
い
の
で
割
愛
す
る
こ
と
と
し
て
、
基
本
的
人
灌
の
保
障

が
公
共
の
福
祉
の
範
園
内
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で

に
憲
法
コ
ニ
條
に
包
括
的
な
規
定
が
あ
る
の
に
三
二
條
が
更
に
重
ね
て
「
公
共

の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
」
と
い
う
枠
づ
け
を
し
て
い
る
の
は
本
來
無
意
味
の

よ
う
に
も
解
さ
れ
る
が
、
結
局
≡
一
條
に
定
め
ら
れ
た
自
由
権
は
そ
の
性
質
上

他
の
場
合
よ
り
も
公
共
の
幅
祉
に
も
と
づ
い
て
制
限
さ
れ
る
可
能
性
が
多
い
た

め
に
特
に
こ
の
よ
う
な
規
定
と
な
つ
た
と
解
す
る
の
が
愛
當
で
あ
ろ
う
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
（
一
四
八
五
）
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よ
う
に
し
て
職
業
選
揮
の
自
由
に
封
す
る
制
限
と
し
て
、
ω
あ
る
種
の
職
業
に

は
一
定
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
（
署
師
・
辮
護
士
・
あ
ん
摩
師
等
）
、

㈲
あ
る
も
の
は
許
可
が
必
要
と
さ
れ
（
風
俗
管
業
・
古
物
管
業
等
）
、
⑲
あ
る
も

の
は
公
盆
的
見
地
か
ら
國
に
よ
つ
て
猫
占
さ
れ
る
（
專
買
制
、
郵
便
等
）
場
合

が
あ
げ
ら
れ
る
（
前
掲
宮
澤
・
日
本
國
憲
法
二
五
二
頁
、
憲
法
－
三
八
O
頁
）
。

以
上
の
三
場
合
の
中
㊦
は
前
二
者
に
く
ら
べ
て
多
少
事
由
を
異
に
す
る
か
ら
一

鷹
除
外
す
る
こ
と
と
し
て
、
ω
＠
の
場
合
は
誰
で
も
そ
の
資
格
を
得
、
叉
は
許

可
を
受
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
希
望
の
職
業
に
つ
く
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
か

ら
、
職
業
決
定
の
自
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
管
業
の
自
由
の
制
限

と
解
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
合
理
的
根
擦
さ
え
認
め
ら
れ
れ
ば
、
こ
の
種
の
制
限

は
、
そ
れ
が
た
め
に
直
ち
に
職
業
選
澤
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
と
は
云
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
あ
ん
摩
師
等
法
が
馨
業
類
似
行
爲
を
資
格
な
く
し
て
業
と
し
て
行
う

こ
と
を
禁
止
・
庭
罰
す
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
L
て
み
る
と
、
石
坂
裁
判
官
の

少
数
意
見
の
中
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
…
…
こ
れ
を
自
由
に
放
置
す
る
こ
と
は
、

前
述
の
如
く
、
人
の
健
康
、
公
土
ハ
衛
生
に
有
効
無
害
で
あ
る
と
の
保
障
も
な
く
、

正
常
な
る
馨
療
を
受
け
る
機
會
を
失
は
し
め
る
虞
が
あ
つ
て
、
正
常
な
る
馨
療

行
爲
の
普
及
徹
底
並
に
公
共
衛
生
の
改
善
向
上
の
た
め
望
ま
し
く
な
い
の
で
、

わ
が
國
の
保
健
衛
生
状
態
の
改
善
向
上
を
は
か
る
と
共
に
、
國
民
各
々
に
正
常

な
る
馨
療
を
享
受
す
る
機
會
を
廣
く
興
へ
る
目
的
に
出
た
も
の
と
解
す
る
の
が
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相
嘗
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
馨
師
の
場
合
は
も
と
よ
り
、
前
述
の
よ
う
に
廣
く

馨
業
類
似
行
爲
の
中
に
包
含
さ
れ
る
あ
ん
ま
、
は
り
、
き
ゆ
う
、
柔
道
整
復
の

施
術
も
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
嚴
密
な
知
識
の
養
成
を
前
提
と
し
（
あ
ん
摩
師
等
法

一
條
に
よ
れ
ば
、
あ
ん
摩
に
つ
い
て
は
二
年
以
上
、
は
り
、
き
ゆ
う
、
又
は
柔
道

整
復
に
つ
い
て
は
四
年
《
學
校
教
育
法
〔
昭
和
二
二
年
法
律
二
六
號
〕
五
六
條

一
項
〔
入
學
贅
格
〕
の
規
定
に
よ
り
大
學
に
入
學
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
に
あ

つ
て
は
、
二
年
》
以
上
、
解
剖
學
、
生
理
學
、
病
理
學
、
衛
生
學
そ
の
他
あ
ん

摩
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
又
は
柔
道
整
復
師
と
な
る
の
に
必
要
な
知
識
及
び

技
術
を
修
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
）
、
冤
許
試
瞼
（
例
え
ば

四
種
の
中
で
最
も
輕
易
と
さ
れ
る
あ
ん
摩
師
試
験
科
目
を
例
に
あ
げ
れ
ば
、
學

科
試
験
と
し
て
解
剖
學
、
生
理
學
、
病
理
學
、
衛
生
學
〔
消
毒
法
を
含
む
〕
、
症

候
概
論
、
治
療
一
般
、
あ
ん
摩
理
論
、
讐
事
法
規
、
實
地
試
験
と
し
て
あ
ん
摩
實

技
の
各
科
目
に
つ
い
て
行
わ
れ
〔
あ
ん
摩
師
等
法
施
行
規
則
一
五
條
〕
、
は
り
師
．

き
ゆ
う
師
、
柔
道
整
復
師
に
つ
い
て
も
大
同
小
異
の
試
験
〔
こ
の
試
験
は
都
道

府
縣
知
事
が
行
う
。
あ
ん
摩
師
等
法
二
條
一
項
〕
を
受
け
（
同
規
則
一
六
條
な

い
し
一
八
條
）
、
こ
れ
に
合
格
し
た
時
に
始
め
て
冤
許
を
得
る
の
で
あ
り
（
法
二

條
一
項
）
、
更
に
螢
業
方
法
に
つ
い
て
も
種
々
届
出
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
（
規
則

二
四
ー
二
六
條
）
等
、
か
な
り
詳
細
、
嚴
密
な
法
の
規
制
の
下
に
お
か
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
も
要
す
る
に
こ
れ
ら
讐
業
類
似
行
爲
の
人
謄
に
及
ぼ
す
直
接
、
間

接
的
影
響
を
考
慮
し
て
萬
全
を
期
す
る
爲
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
制
限
は
ま
さ



に
公
共
の
幅
祉
上
必
要
な
制
限
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
從
つ
て
こ
の
種
の
制

限
、
禁
止
違
反
に
つ
い
て
は
、
そ
の
蓮
反
の
事
實
が
あ
つ
た
と
い
う
だ
け
で
、

實
際
に
人
膣
に
害
を
及
ぼ
す
虜
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
の
認
定
を
す
る
ま
で
も
な

く
、
當
然
に
庭
罰
の
封
象
と
な
る
も
の
（
つ
ま
り
形
式
犯
な
い
し
抽
象
的
危
殆

犯
）
と
解
す
べ
き
こ
と
、
馨
師
法
違
反
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
（
無
免
許
署
業

行
爲
の
蓮
法
性
が
個
々
の
署
療
行
爲
の
適
法
性
も
失
わ
せ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
問
題
が
な
い
で
は
な
い
が
、
た
と
え
無
免
許
署
業
行
爲
で
あ
つ
て
、
そ
の
治

療
行
爲
が
緊
急
避
難
の
要
件
を
具
備
し
な
い
揚
合
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で

刑
法
上
建
法
な
犯
罪
を
構
成
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
、
こ
の
よ
う

な
實
質
的
に
刑
法
上
適
法
覗
さ
れ
る
行
爲
に
つ
い
て
も
署
師
法
違
反
の
罪
に
問

わ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
同
旨
宮
本
・
刑
法
大
綱
九
〇
頁
、
木
村
・
新
刑
法

讃
本
〔
全
訂
版
〕
一
二
〇
頁
、
勝
本
・
刑
法
第
三
五
條
ト
署
業
ト
ノ
關
係
－

刑
法
の
理
論
及
び
政
策
二
三
一
頁
以
下
）
。
本
到
決
も
法
一
條
に
掲
げ
ら
れ
た

あ
ん
摩
等
四
種
と
の
關
係
で
は
右
の
趣
旨
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
田

原
調
査
官
の
前
記
解
説
も
こ
の
黙
に
つ
き
次
の
よ
う
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

「
本
到
決
は
、
あ
ん
摩
師
等
法
二
一
條
に
い
わ
ゆ
る
馨
業
類
似
行
爲
に
關
す
る

到
決
で
あ
つ
て
、
同
條
が
除
外
し
た
『
第
一
條
に
掲
げ
る
も
の
』
鄙
ち
あ
ん
摩

（
マ
ッ
サ
ー
ジ
及
び
指
歴
を
含
む
）
、
は
り
、
き
ゆ
う
、
柔
道
整
復
の
四
種
に
關

す
る
も
の
で
は
な
い
。
從
つ
て
、
本
到
決
の
多
籔
意
見
の
趣
旨
を
右
四
種
に
も

及
ぼ
し
、
人
の
健
康
に
害
を
及
ぼ
す
虞
が
な
け
れ
ば
、
あ
ん
摩
、
は
り
、
き
ゆ

　
　
　
　
到
　
例
　
硯
　
究

う
、
柔
道
整
復
も
冤
許
を
受
け
な
い
で
も
こ
れ
を
業
と
し
て
も
露
罰
は
受
け
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
」
と
。
な
る
ほ
ど
到

決
の
直
接
的
な
趣
旨
は
そ
5
か
も
し
れ
な
い
が
・
そ
の
實
質
を
考
え
て
み
る
と
、

私
に
は
法
一
條
違
反
と
一
二
條
違
反
と
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
匿
別
を
す
る
積

極
的
な
理
由
を
見
出
し
難
い
。
例
え
ば
あ
ん
摩
な
ど
、
異
常
に
極
端
な
場
合
は

例
外
と
し
て
一
般
的
に
は
お
そ
ら
く
有
効
無
害
な
馨
業
類
似
行
爲
と
解
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
す
ら
も
無
冤
許
者
が
業
と
し
て
こ
れ
を

行
え
ぽ
當
然
法
一
條
違
反
と
し
て
、
法
一
四
條
で
庭
罰
さ
れ
る
の
に
、
無
資
格

者
が
他
の
馨
業
類
似
行
爲
を
業
と
し
て
行
つ
た
場
合
に
は
、
實
際
に
そ
れ
が
人

艦
に
害
を
及
ぼ
す
慶
の
あ
る
事
が
認
定
さ
れ
て
始
め
て
有
罪
と
し
て
庭
罰
さ
れ

る
と
い
う
の
で
は
、
あ
ま
り
に
も
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。
法
一
條
の
行
爲
と
法
二
一
條
に
禁
止
さ
れ
た
馨
業
類
似
行
爲
と
は
、
前
述

の
よ
う
に
同
じ
馨
業
類
似
行
爲
で
あ
り
、
た
だ
前
者
は
法
に
よ
つ
て
公
認
さ
れ

て
い
る
が
、
冤
許
に
よ
ら
な
い
あ
ん
摩
等
四
種
の
行
爲
は
結
局
法
二
一
條
に
包

括
さ
れ
る
こ
と
、
叉
法
一
條
の
行
爲
と
法
一
二
條
に
禁
止
さ
れ
た
行
爲
と
の
間

に
、
前
者
は
と
く
に
有
害
無
害
の
認
定
を
必
要
と
し
な
い
程
高
度
の
危
瞼
性
を

含
み
、
後
者
に
は
そ
れ
が
な
い
と
い
う
よ
う
に
｝
般
的
に
は
わ
り
切
れ
な
い
ー

ー
例
え
ば
醤
業
類
似
行
爲
と
解
さ
れ
て
い
る
超
短
波
療
法
と
あ
ん
摩
と
を
比
較

考
察
す
れ
ば
論
旨
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
ー
か
ら
、
こ
れ
ら
の
禁
止
、
庭
罰
は
、

具
髄
的
な
危
瞼
護
生
の
虞
（
も
つ
と
も
こ
こ
で
具
鶴
的
と
い
う
の
は
當
該
療
法
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の
被
術
者
と
の
關
係
で
の
個
々
具
艦
的
ケ
ー
ス
ご
と
の
危
険
性
を
い
う
の
で
は

な
く
、
當
該
療
法
と
し
て
一
般
的
な
危
瞼
性
で
足
り
る
と
考
え
る
）
と
い
う
よ

り
は
、
一
般
的
抽
象
的
な
見
地
か
ら
す
る
前
述
の
よ
う
な
規
制
趣
旨
と
解
す
る

の
が
要
當
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
叉
そ
う
解
す
る
の
が
法
文
の

表
現
形
式
と
も
一
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
印
ち
法
一
四
條
の
罰
則
規
定
を

見
る
と
、
「
左
の
各
號
の
一
に
該
當
す
る
者
は
、
こ
れ
を
五
千
圓
以
下
の
罰
金

に
威
す
る
。
一
、
第
一
條
〔
冤
許
〕
の
規
定
に
蓮
反
し
て
、
あ
ん
摩
、
は
り
、

き
ゆ
う
叉
は
柔
道
整
復
を
業
と
し
た
者
、
二
、
第
五
條
乃
至
第
七
條
〔
腕
日
叉

は
骨
折
患
部
に
封
す
る
施
術
の
制
限
・
清
毒
及
び
廣
告
の
制
限
〕
若
し
く
は
第

一
二
條
〔
警
業
類
似
行
爲
の
制
限
〕
の
規
定
又
は
第
八
條
第
一
項
〔
施
術
者
に

野
す
る
指
示
〕
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
蓮
反
し
た
者
、
（
三
ー
五
號
省
略
）
」
こ

こ
で
到
決
趣
旨
の
よ
う
に
一
條
違
反
に
つ
い
て
は
人
髄
に
害
を
及
ぼ
す
虜
の
あ

る
こ
と
の
認
定
を
必
要
と
せ
ず
】
二
條
違
反
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
必
要
と
解
す

る
こ
と
は
規
定
上
も
號
を
異
に
す
る
と
し
て
説
明
不
能
で
は
な
い
が
、
二
號
に

一
二
條
と
一
緒
に
規
定
さ
れ
た
五
ー
七
條
、
八
條
一
項
に
つ
い
て
も
一
二
條
の

場
合
同
様
、
人
膿
に
害
を
及
ぼ
す
虞
の
あ
る
場
合
に
限
局
す
る
と
解
す
る
こ
と

は
適
當
で
は
な
い
。
も
つ
と
も
法
一
二
條
は
憲
法
二
二
條
の
職
業
選
澤
の
自
由

の
制
限
と
し
て
問
題
と
な
る
か
ら
で
、
他
の
も
の
は
こ
れ
と
關
係
が
な
い
か
ら

別
論
だ
と
い
い
切
つ
て
し
ま
え
ば
別
だ
が
、
例
え
ば
法
五
條
の
「
あ
ん
摩
師
及

び
柔
道
整
復
師
は
、
馨
師
の
同
意
を
得
た
場
合
の
外
、
脱
臼
叉
は
骨
折
の
患
部
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に
施
術
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
柔
道
整
復
師
が
懸
急
手
當
を
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
い
う
規
定
も
、
螢
業
の
自
由
の
制
限
と
見
ら
れ

る
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
人
騰
に
害
を
及
ぼ
す
虞
の
有
無
を
間
う
ま
で
も
な
く

そ
の
事
實
だ
け
で
塵
罰
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
こ

こ
で
は
誘
明
を
省
略
し
た
が
法
一
四
條
に
規
定
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
形
式
犯

（
な
い
し
抽
象
的
危
殆
犯
）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
多
数
意
見
の
よ
う
に

一
二
條
だ
け
を
例
外
的
に
取
扱
お
う
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
く
と
も
、

何
か
バ
ラ
ソ
ス
が
と
れ
な
い
と
い
う
印
象
は
拭
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
從
つ

て
、
多
数
意
見
は
こ
の
黙
に
つ
い
て
も
納
得
の
い
く
よ
う
な
理
由
を
示
す
べ
き

で
あ
り
、
こ
れ
が
敏
げ
て
い
る
馳
で
少
く
と
も
理
由
不
備
の
そ
し
り
を
冤
れ
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
叉
、
よ
し
ん
ば
百
歩
を
譲
つ
て
、
法
】
こ
條
、
一
四
條
の
禁
止
、
庭
罰
の
封

象
が
人
の
健
康
に
害
を
及
ぼ
す
虞
の
あ
る
業
務
行
爲
に
限
局
さ
れ
る
趣
旨
で
あ

る
と
し
て
も
、
本
件
且
S
式
無
熱
高
周
波
療
法
そ
の
も
の
は
「
少
く
と
も
之
を

使
用
し
て
い
る
者
の
間
で
は
、
疾
病
治
療
に
著
大
の
効
果
あ
り
と
信
ぜ
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
」
（
二
審
剣
決
）
と
の
事
で
あ
り
、
更
に
石
坂
裁
到
官
に
よ
れ

ば
「
殆
ん
ど
凡
て
の
疾
病
に
顯
著
な
治
療
効
果
が
あ
る
」
と
の
事
で
あ
る
が
、

お
よ
そ
萬
病
に
著
大
な
治
療
効
果
が
あ
る
治
療
法
な
ど
は
考
え
ら
れ
な
い
か

ら
、
そ
の
こ
と
か
ら
逆
に
こ
の
療
法
は
精
神
的
な
効
果
を
別
と
し
て
は
殆
ん
ど

効
果
の
な
い
療
法
と
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
こ



の
よ
う
な
器
具
を
個
人
が
み
ず
か
ら
使
用
す
る
場
合
は
別
と
し
て
い
か
に
も
効

能
の
あ
る
療
法
の
よ
う
に
信
じ
、
又
は
信
じ
こ
ま
せ
て
こ
れ
を
業
と
し
て
行
う

　
　
　
　
　
、

場
合
に
は
、
し
か
も
箪
に
健
康
の
維
持
層
進
の
限
度
に
止
ま
ら
ず
、
本
件
の
よ

う
に
明
ら
か
に
疾
病
治
療
の
目
的
で
使
用
す
る
場
合
に
は
少
く
と
も
正
常
な
馨

療
を
受
け
る
機
會
を
失
う
虞
の
あ
る
こ
と
は
充
分
認
め
う
る
し
、
こ
の
よ
う
な

電
機
器
具
は
、
た
と
え
そ
の
操
作
自
膣
は
極
め
て
容
易
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、

疾
病
の
治
療
と
し
て
効
果
の
あ
る
よ
う
に
使
用
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
と

は
い
え
ず
、
電
機
的
知
識
と
技
能
叉
は
腎
學
的
知
識
等
に
不
充
分
な
者
が
こ
れ

を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
一
般
に
は
豫
測
し
得
な
い
危
瞼
を
招
來
し
な
い
と
の

保
障
も
與
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
軍
に
一
般
的
に
有
効
無
害
で
あ
る
と
の

理
由
で
こ
れ
の
使
用
を
放
任
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
俘
う
副
次
的
な
悪
効
果

を
全
く
看
過
し
た
も
の
と
し
て
正
當
な
到
籔
と
は
云
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
「
何
事
に
も
利
弊
相
俘
う
實
情
よ
り
し
て
、
人
膣
及
び
そ
の
疾
病
こ

れ
に
封
す
る
診
断
並
に
治
療
に
つ
い
て
の
知
識
と
、
こ
れ
を
使
用
す
る
技
術
が

十
分
で
な
け
れ
ば
、
人
の
保
健
、
公
共
衛
生
上
必
ず
し
も
良
好
な
る
結
果
を
招

く
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
前
記
高
周
波
器
を
使
用
す
る
右
無
熱

高
周
波
療
法
を
業
と
す
る
行
爲
は
、
遽
に
所
論
の
如
く
、
公
共
の
福
融
に
貢
献

こ
そ
す
れ
、
決
し
て
こ
れ
に
反
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
な
し
得
な
い
」
と
す
る

石
坂
裁
到
官
の
少
数
意
見
は
正
當
で
あ
る
。

　
但
し
、
も
と
よ
り
上
告
審
判
決
は
、
本
件
E
S
式
無
熱
高
周
波
療
法
が
全
く
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有
効
無
害
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
の
施
行
を
業
と
す
る
こ
と
は
少
し
も
公

土ハの

編
祉
に
反
せ
ず
、
從
つ
て
あ
ん
摩
師
等
法
二
一
條
に
禁
止
さ
れ
た
馨
業
類

似
行
爲
と
は
云
え
な
い
、
と
積
極
的
に
臨
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
箪
に
「
原

到
決
は
被
告
人
の
業
と
し
た
本
件
且
S
式
無
熱
高
周
波
療
法
を
業
と
し
て
行
つ

た
事
實
だ
け
で
前
記
法
律
一
二
條
に
蓮
反
し
た
も
の
と
印
断
し
た
こ
と
は
、
右

法
律
の
解
繹
を
誤
つ
た
蓮
法
が
あ
る
か
理
由
不
備
の
違
法
」
が
あ
る
か
ら
破
棄

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
原
審
は
馨
業
類
似

行
爲
の
概
念
規
定
と
法
二
一
條
の
立
法
趣
旨
の
解
明
に
追
わ
れ
て
本
件
被
告
の

業
と
し
た
療
法
に
つ
い
て
多
く
を
語
つ
て
い
な
い
嫌
い
は
あ
る
が
、
し
か
し
、

す
で
に
前
述
の
通
り
、
そ
の
馨
業
類
似
行
爲
が
人
の
健
康
に
害
を
及
ぼ
す
虞
の

あ
る
も
の
で
あ
る
馳
の
判
示
を
必
要
と
す
る
黙
に
つ
い
て
賛
成
で
き
ず
（
と
く

に
そ
の
危
瞼
判
噺
は
常
に
專
門
家
の
鑑
定
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
し
、
具
禮
的
な
認
定
の
基
準
如
何
の
問
題
を
考
え
て
も
、
こ
の
鮎
に
つ
い
て

常
に
裁
到
官
の
認
定
を
必
要
と
解
す
る
多
数
意
見
は
疑
問
）
、
も
し
百
歩
を
譲

つ
て
多
籔
意
見
に
從
つ
て
法
二
一
條
及
び
一
四
條
を
限
定
的
に
解
羅
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
は
承
認
し
得
た
と
し
て
も
、
本
件
の
場
合
、
す
で
に

論
じ
た
よ
う
に
少
く
と
も
被
告
の
業
と
し
た
行
爲
を
放
任
し
た
場
合
の
副
次
的

効
果
は
認
め
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
論
と
し
て
は
原
審
を
維
持
し
、
棄
却
す

べ
き
で
あ
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
叉
、
少
籔
意
見
は
結
論
的
に
は
同
一
に
蹄
着
す
る
が
、
田
中
・
下
飯
坂
読
は
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〇
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一
四
八
九
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些
か
形
式
論
に
す
ぎ
て
読
得
力
に
乏
し
く
、
石
坂
読
に
聞
く
べ
き
も
の
が
多
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
あ
ん
摩
師
等
法
一
四
條
に
つ
い
て
の
今
一
歩
つ
つ
こ
ん

だ
解
繹
が
ほ
し
か
つ
た
し
、
更
に
全
騰
と
し
て
、
前
に
も
一
言
し
た
よ
う
に
、

本
件
に
關
蓮
し
て
實
は
馨
業
類
似
行
爲
の
概
念
規
定
が
あ
つ
さ
り
片
づ
け
ら
れ

て
い
る
が
、
實
は
こ
れ
が
む
し
ろ
主
要
間
題
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
上
告
人
が

主
張
し
な
か
つ
た
の
だ
か
ら
當
然
と
は
云
え
、
こ
の
融
に
つ
き
何
ら
燭
れ
る
と

こ
ろ
の
な
か
つ
た
の
は
遺
憾
で
あ
つ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附
記
　
本
文
に
も
明
示
し
て
あ
る
が
本
評
緯
を
執
筆
す
る
に
當
り
、
と
ぐ

に
「
署
業
類
似
行
爲
」
の
概
念
に
つ
き
、
最
高
裁
調
査
官
田
原
氏
の
解
読
（
法

曹
時
報
一
二
巻
三
號
九
〇
頁
以
下
）
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
つ
た
こ
と
を
特

記
す
る
。
な
お
、
本
剣
例
に
つ
い
て
は
北
大
神
谷
昭
助
教
投
が
憲
法
解
繹
と

の
關
連
を
中
心
と
し
て
多
数
意
見
に
賛
成
の
判
例
批
評
を
し
て
お
ら
れ
る

（
剣
例
詐
論
二
七
號
一
四
頁
以
下
）
こ
と
を
追
記
し
よ
う
。
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瑳
子
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