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一　

以
長
を
め
ぐ
る
二
話

ど
の
説
話
集
に
も
他
の
作
品
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
も
し
く

は
現
存
の
他
作
品
群
で
は
拾
わ
れ
て
い
な
い
人
物
が
い
る
も
の
で
あ

る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
以
下
『
宇
治
拾
遺
』）
で
は
、
そ
の
一
人
が
橘

以
長
で
あ
る
。
以
長
は
橘
氏
長
者
で
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
嘉
応

元
年
（
一
一
六
九
）
に
没
し
て
い
る
が
、
正
確
な
生
年
は
知
ら
れ
て
い

な
い
。『
台
記
』
に
藤
原
頼
長
の
随
身
と
し
て
姿
が
見
え
る
が
、
こ
う

し
た
日
記
・
記
録
の
類
を
除
け
ば
、『
中
外
抄
』
の
伝
本
を
所
持
し
て

い
た
こ
と
と
、『
富
家
語
』
の
割
注
の
中
に
現
れ
る
程
度
で
あ
る
。
以

長
の
人
と
な
り
を
伝
え
る
も
の
は
、
殆
ど
『
宇
治
拾
遺
』
以
外
に
な

い
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
以
長
を
扱
う
『
宇

治
拾
遺
』
第
九
九
話
「
大
膳
大
夫
以
長
前
駆
之
間
事
」（
以
下
、
本
話

と
称
す
）
を
考
察
の
対
象
に
据
え
た
い
。
ま
ず
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
。

　

こ
れ
も
今
は
昔
、
橘
大
膳
大
夫
以
長
と
い
ふ
蔵
人
の
五
位
有

け
り
。
法
勝
寺
千
僧
供
養
に
鳥
羽
院
御
幸
有
け
る
に
、
宇
治
左

大
臣
参
り
給
け
り
。
さ
き
に
、
公
卿
の
車
行
け
り
。
し
り
よ
り
、

左
府
参
り
給
け
れ
ば
、車
を
押
さ
へ
て
有
け
れ
ば
、御
前
の
随
身
、

下
り
て
通
り
け
り
。
そ
れ
に
、
こ
の
以
長
一
人
下
り
ざ
り
け
り
。

い
か
な
る
事
に
か
と
見
る
程
に
、
通
ら
せ
給
ぬ
。
さ
て
帰
ら
せ

給
て
、「
い
か
な
る
事
ぞ
。
公
卿
あ
ひ
て
、
礼
節
し
て
車
を
押
さ

へ
た
れ
ば
、
御
前
の
随
身
み
な
下
り
た
る
に
、
未
練
の
物
こ
そ

あ
ら
め
、以
長
、下
り
ざ
り
つ
る
は
」
と
仰
ら
る
。
以
長
申
や
う
、

「
こ
は
い
か
な
る
仰
に
か
候
ら
ん
。
礼
節
と
申
候
は
、
前
に
ま
か

る
人
、
し
り
よ
り
御
出
な
り
候
は
ば
、
車
を
遣
返
し
て
、
御
車

宇
治
拾
遺
物
語	

第
九
九
話
「
大
膳
大
夫
以
長
前
駆
之
間
事
」
考

―
―

古
侍
の
路
頭
礼―

―

野
本　

東
生
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に
む
か
へ
て
、
牛
を
か
き
は
づ
し
て
、
榻
に
く
び
木
を
置
き
て
、

通
し
参
ら
す
る
を
こ
そ
礼
節
と
は
申
候
に
、
さ
き
に
行
人
、
車

を
押
さ
へ
て
候
と
も
、
し
り
を
む
け
参
ら
せ
て
通
し
参
ら
す
る

は
、
礼
節
に
て
は
候
は
で
、
無
礼
を
い
た
す
に
候
と
こ
そ
見
え

つ
れ
ば
、
さ
ら
ん
人
に
は
、
な
ん
で
う
下
り
候
は
む
ず
る
ぞ
と

思
て
、
下
り
候
は
ざ
り
つ
る
に
候
。
あ
や
ま
り
て
さ
も
候
は
ば
、

打
寄
せ
て
、
一
言
葉
申
さ
る
や
と
思
候
つ
れ
ど
も
、
以
長
、
年

老
候
に
た
れ
ば
、
押
さ
へ
て
候
つ
る
に
候
」
と
申
け
れ
ば
、
左

大
臣
殿
、「
い
さ
、
こ
の
事
、
い
か
が
あ
る
べ
か
ら
ん
」
と
て
、

あ
の
御
方
に
、「
か
か
る
事
こ
そ
候
へ
。
い
か
に
候
は
ん
ず
る
事

ぞ
」
と
申
さ
せ
給
け
れ
ば
、「
以
長
、
古
侍
に
候
け
り
」
と
ぞ
仰

事
あ
り
け
る
。
昔
は
、
か
き
は
づ
し
て
、
榻
を
ば
轅
の
中
に
下

り
ん
ず
る
や
う
に
を
き
け
り
。
こ
れ
ぞ
、
礼
節
に
て
は
あ
ん
な

る
と
ぞ
。

以
長
と
頼
長
が
あ
る
公
卿
と
遭
遇
し
た
際
の
、
路
頭
礼
を
め
ぐ
る
二

人
の
知
識
を
、中
心
的
話
材
と
し
て
扱
う
話
で
あ
る
。
末
尾
に
は
「
あ

の
御
方
」
が
登
場
し
、
そ
の
知
識
に
関
す
る
寸
評
ら
し
き
も
の
が
付

さ
れ
て
、「
礼
節
」
の
語
を
以
て
話
が
閉
じ
ら
れ
る
。
な
お
、
路
頭
礼

と
は
往
来
で
他
人
と
遭
遇
し
た
際
に
発
生
す
る
、
手
続
き
と
し
て
の

礼
節
で
あ
る
。

さ
て
、
本
話
が
い
か
な
る
話
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
考
え

る
上
で
、
同
じ
冒
頭
一
文
を
以
て
以
長
を
扱
う
第
七
二
話
は
、
必
ず

参
照
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
文
は
掲
出
し
な
い
が
、

物
忌
中
に
無
理
に
呼
び
出
さ
れ
た
以
長
が
、
後
日
頼
長
の
物
忌
の
際

に
わ
ざ
と
参
上
し
、
頼
長
の
言
の
揚
げ
足
を
と
る
話
で
あ
る
。
言
葉

の
矛
盾
を
つ
い
て
、
道
理
や
論
理
を
重
ん
ず
る
頼
長
と
い
う
人
物
を

や
り
こ
め
る
話
、
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
同
時
に
以
長
の
行
為
そ
の
も

の
に
、
頼
長
の
人
間
性
が
投
影
さ
れ
て
い
る
た
め
、
頼
長
へ
の
皮
肉

と
も
な
り
、
そ
こ
に
「
物
忌
」
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
で
、

い
か
に
も
頼
長
の
失
策
を
あ
げ
つ
ら
う
印
象
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の

話
を
念
頭
に
置
か
れ
た
本
話
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
が
通

例
で
あ
る
。
以
長
を
咎
め
た
頼
長
の
「
礼
節
」
と
い
う
言
葉
が
以
長

を
刺
激
し
、
学
識
を
備
え
、
礼
儀
（
古
礼
）
に
精
通
し
た
頼
長
を
や
り

こ
め
る
。
さ
ら
に
「
あ
の
御
方
」
に
確
認
し
て
、
以
長
の
正
し
さ
は

証
明
さ
れ
る
。
進
ん
で
そ
こ
に
故
実
・
旧
習
へ
の
懐
古
が
垣
間
見
え

る（
�
（

、
と
い
う
。

確
か
に
、
頼
長
、
以
長
と
い
う
二
人
の
人
物
を
基
軸
と
し
、
頼
長

の
発
言
を
発
端
と
し
て
、
以
長
が
頼
長
に
反
駁
す
る
と
い
う
よ
う
な

筋
立
て
に
お
い
て
、
本
話
と
第
七
二
話
は
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。

し
か
し
、〈
頼
長
を
や
り
こ
め
る
以
長
〉〈
以
長
へ
の
評
価
〉
を
、
共

通
す
る
主
題
と
し
て
抽
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
第
七
二
話
の
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把
握
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
続
き
物
の
よ
う
な
離

れ
た
二
話（

�
（

も
多
く
存
す
る
が
、
そ
の
な
だ
ら
か
な
連
続
面
を
見
誤
ら

な
い
た
め
に
も
、個
別
の
検
討
作
業
が
必
要
と
な
る
。両
話
の
類
似
は
、

同
時
に
差
異
で
も
あ
る
。「
物
忌
」
と
「
礼
節
（
路
頭
礼
）」、「
頼
長
と

以
長
」
と
「
頼
長
と
以
長
と
あ
の
御
方
」、
一
話
の
結
び
、
な
ど
些
細

な
よ
う
で
見
過
ご
せ
な
い
違
い
が
あ
る
の
だ
。
ま
ず
は
、
こ
の
二
つ

の
話
を
一
対
の
も
の
と
す
る
読
解
の
軛
を
取
り
払
っ
て
み
た
ら
ど
う

だ
ろ
う
。

本
話
で
は
、
ま
ず
頼
長
が
礼
節
と
は
何
か
を
語
る
。
し
か
し
そ
れ

は
以
長
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
、
以
長
が
礼
節
の
何
た
る
か
を
語
る
。
末

尾
は
「
あ
の
御
方（

�
（

」
が
登
場
し
、
さ
ら
に
昔
の
礼
節
を
語
る
。
な
お

最
後
の
礼
節
に
つ
い
て「
あ
の
御
方
」自
身
の
言
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、

さ
ほ
ど
重
視
す
る
必
要
は
な
い
が
、
続
い
て
「
な
る
」「
と
ぞ
」
と
い

う
伝
聞
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
、『
宇
治
拾
遺
』の
評
と
い
う
体
裁
を
取
っ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
第
三
者
に
よ
る
も
の
と
す
る
よ
り
は
、

「
あ
の
御
方
」
の
一
連
の
言
と
捉
え
る
方
が
よ
い
と
考
え
、
以
下
で

は
「
あ
の
御
方
」
の
言
と
し
て
扱
う
。
頼
長
と
い
う
知
識
に
お
け
る

絶
対
者
を
覆
す
以
長
、
そ
の
以
長
も
「
あ
の
御
方
」
に
よ
っ
て
相
対

化
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、『
宇
治
拾
遺
』
の
礼
節

に
対
す
る
無
関
心
さ
が
こ
れ
を
覆
う
。「
こ
れ
ぞ
礼
節
に
て
あ
ん
な
る

と
ぞ
」
と
、「
ぞ
」「
に
て
あ
る
」
な
ど
の
強
い
口
調
が
、「
な
る
」「
と

ぞ
」
と
い
う
二
つ
の
伝
聞
機
能
に
よ
っ
て
ぼ
か
さ
れ
る（

（
（

。
こ
の
伝
聞

「
な
り
」
は
、
最
後
の
礼
節
を
語
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
腰
砕
け
の

印
象
を
特
に
与
え
る
。
敢
え
て
直
訳
す
れ
ば
、「
こ
れ
ぞ
礼
節
で
あ
る
、

と
聞
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
」。
た
と
え
こ
の
発
言
に
「
あ
の
御

方
」
以
外
の
伝
達
者
を
介
す
る
に
し
て
も
、
礼
節
の
在
り
方
を
説
く

一
話
の
末
文
と
し
て
は
、
振
り
上
げ
た
拳
が
宙
を
さ
ま
よ
う
か
の
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
と
き
こ
こ
に
は
、
礼
節
の
内
容
自
体
へ
の
関
心
と

は
別
の
興
味
が
隠
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
七
二
話
と
同
様

の
主
題
の
下
に
成
る
、
以
長
称
賛
を
前
提
に
し
た
懐
古
趣
味
と
い
う

読
解
に
対
し
、
従
来
言
及
の
な
か
っ
た
「
な
る
」「
と
ぞ
」
に
関
す
る

不
審
を
出
発
点
に
、
本
話
を
捉
え
直
そ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的

で
あ
る
。二　

頼
長
像
と
い
う
視
点

以
長
と
頼
長
の
話
で
あ
る
以
上
、
頼
長
の
人
物
設
定
を
見
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
愚
管
抄
』
で
は

コ
ノ
左
府
、
悪
サ
フ
ト
イ
フ
名
ヲ
天
下
ノ
諸
人
ツ
ケ
タ
リ
ケ
レ

バ
、
ソ
ノ
シ
ル
シ
ア
ケ
ク
レ
ノ
コ
ト
ニ
テ
ア
リ
ケ
ル
ニ
、
法
勝

寺
御
幸
ニ
実
衡
中
納
言
ガ
車
ヤ
ブ
リ
、
又
院
第
一
ノ
寵
人
家
成

中
納
言
ガ
家
ツ
イ
ブ
ク
シ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
院
ノ
御
心
ニ
ウ
ト
ミ

ヲ
ボ
シ
メ
シ
ニ
ケ
リ
。
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「
悪
左
府
」
の
「
ア
シ
キ
心
」「
ハ
ラ
ア
シ
」
の
例
と
し
て
二
つ
の

事
例
を
挙
げ
て
い
る（

（
（

。
他
事
を
措
い
て
、
傍
線
部
の
車
破
壊
の
事
例

を
挙
げ
た
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。『
宇
治
拾
遺
』
に
ご
く
近

い
時
代
の
評
で
あ
り
、
遡
れ
ば

こ
と
行
な
は
せ
給
ふ
こ
と
も
、
古
き
事
を
興
し
、
上
達
部
の
著

座
と
か
し
給
は
ぬ
を
も
、
み
な
催
し
つ
け
な
ど
し
て
、
公
私
に

つ
け
て
、
何
事
も
い
み
じ
く
き
び
し
き
人
に
ぞ
お
は
せ
し
。
道

に
会
ふ
人
、
き
び
し
く
恥
ぢ
が
ま
し
き
こ
と
多
く
き
こ
え
き
。

公
事
行
ひ
給
ふ
に
つ
け
て
、遅
く
参
る
人
、障
り
申
す
な
ど
を
ば
、

家
焼
き
こ
ぼ
ち
な
ど
せ
ら
れ
け
り
。

（『
今
鏡
』「
ふ
じ
な
み
の
中	

飾
太
刀
」）

と
筆
致
を
抑
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
頼
長
は
「
あ
ら
あ
ら
し
」
い
性
向

の
持
ち
主
に
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
も
「
道
に
会
ふ
」
す
な
わ
ち
路
頭

礼
を
め
ぐ
る
悶
着
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
頼
長
の
話
自
体
そ
う

多
く
は
な
い
が
、
頼
長
横
死
以
後
の
比
較
的
遠
く
は
な
い
時
期
の
言

説
に
、
共
通
す
る
性
行
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
だ

ろ
う
。

こ
う
し
た
性
行
の
例
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、

『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
二
月
一
日
条
の
記
事
で
あ
る（

（
（

。

な
お
同
日
、
法
勝
寺
千
僧
御
読
経
が
あ
り
、
鳥
羽
院
の
御
幸
が
あ
る
。

『
百
練
抄
』に「
咎
二
無
礼
一
之
間
及
二
闘
乱
一
也
」と
あ
る
よ
う
に
、頼
長
・

兼
長
一
行
が
信
兼
の
無
礼
を
咎
め（

（
（

、
従
者
が
牛
車
や
信
兼
に
打
擲
を

加
え
た
こ
と
か
ら
、
乱
闘
騒
ぎ
に
発
展
し
た
記
事
で
あ
る
。
記
主
の

平
信
範
は
、日
記
の
家
と
称
さ
れ
た
高
棟
流
平
氏
の
出
身
で
、少
納
言
・

蔵
人
・
弁
官
を
歴
任
し
た
事
務
官
僚
。
鳥
羽
院
・
後
白
河
院
の
家
司
、

ま
た
藤
原
忠
実
・
忠
通
・
基
実
の
家
司
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
彼
が
頼

長
に
対
し
、「
積
悪
之
所
致
」
の
帰
結
で
あ
る
と
非
難
を
加
え
る
。
信

兼
の
行
為
を
「
狼
藉
」
と
は
言
う
も
の
の
、
信
兼
側
に
無
礼
が
あ
っ

た
に
し
て
も
、
厳
酷
な
対
処
を
取
る
こ
と
に
対
し
て
、
多
年
の
頼
長

の
行
為
を
も
合
わ
せ
て
批
判
的
な
の
で
あ
る
。

ま
た
別
の
路
頭
礼
に
関
わ
る
騒
動
を
見
て
お
こ
う
。『
平
家
物
語
』

が
取
材
し
、『
玉
葉
』『
百
練
抄
』『
愚
管
抄
』
に
見
え
る
「
殿
下
乗
合

事
件
」
を
挙
げ
る
。『
玉
葉
』
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
七
月
三
日
条

か
ら
事
件
を
追
え
ば
、
法
勝
寺
御
八
講
初
の
折
に
御
幸
が
あ
り
、
摂

政
藤
原
基
実
が
平
資
盛
に
遭
遇
し
た
際
、「
摂
政
舎
人
居
飼
等
打
二
破

彼
車
一
、
事
及
二
恥
辱
一
」
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

後
重
盛
の
報
復
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
著
名
な
事
件
に
発
展
し
た
わ
け

だ
が
、こ
こ
で
は
そ
れ
を
問
わ
な
い
。「
法
勝
寺
御
幸
」
に
「
一
の
人
」

の
「
車
を
め
ぐ
る
騒
動
」
の
構
成
が
、『
愚
管
抄
』
の
記
事
の
構
成
要

素
に
も
重
な
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、『
宇
治
拾
遺
』
に
は
、
後
方
か

ら
来
た
牛
車
に
、
人
違
い
も
あ
っ
て
無
礼
を
働
い
た
土
佐
判
官
代
通

清
が
、
関
白
の
随
身
に
か
な
り
烈
し
い
威
嚇
を
受
け
る
話（

（
（

が
あ
る
（
第
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一
九
〇
話
）。
通
清
は
路
頭
礼
を
度
外
視
し
た
行
為
を
と
っ
た
た
め
に
、

当
然
の
帰
結
と
し
て
痛
い
目
を
見
た
。
こ
の
話
も
「
一
の
人
」
の
「
車

を
め
ぐ
る
騒
動
」
で
あ
る
。
牛
車
が
後
方
よ
り
来
た
折
の
話
で
あ
っ

た
こ
と
を
強
調
し
て
お
こ
う（

（
（

。

も
う
一
度
こ
れ
ら
の
例
を
ま
と
め
る
と
、『
愚
管
抄
』
に
「
厳
酷
な

頼
長
・
法
勝
寺
御
幸
の
折
・
車
破
壊
（
路
頭
礼
）」、『
今
鏡
』
に
「
厳

酷
な
頼
長
・
路
頭
礼
」、『
兵
範
記
』
に
「
頼
長
・
法
勝
寺
御
幸
の
折
・

車
破
壊
」、
近
古
の
大
事
件
と
し
て
『
玉
葉
』
に
「
一
の
人
・
法
勝
寺

御
幸
の
折
・
車
破
壊
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
と
し
て
抽
出
で
き
、『
宇

治
拾
遺
』
の
中
に
も
「
一
の
人
・
大
内
御
幸
・
車
破
壊
」
と
路
頭
礼

に
ま
つ
わ
る
闘
錚
へ
の
関
心
が
垣
間
見
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
、

厳
酷
な
頼
長
像
に
立
っ
た
上
で
総
合
す
れ
ば
、「
法
勝
寺
御
幸
の
折
・

一
の
人
頼
長
・
路
頭
礼
」
を
構
成
要
素
と
す
る
第
九
九
話
の
中
で
、
背

後
に
車
を
め
ぐ
る
騒
動
の
可
能
性
を
見
る
こ
と
は
、
差
し
支
え
な
い

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
頼
長
が
車
を
め
ぐ
る
騒
動
に
関
す
る

危
険
性
を
孕
ん
だ
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
あ
や
ま
り
て
さ
も

候
は
ば
、
打
寄
せ
て
、
一
言
葉
申
さ
る
や
と
思
候
つ
れ
ど
も
、
以
長
、

年
老
候
に
た
れ
ば
、
押
さ
へ
て
候
つ
る
に
候
」
と
い
う
以
長
の
言
葉

の
中
に
も
、
騒
動
へ
の
発
展
が
萌
し
て
い
る
と
見
て
誤
り
な
い
だ
ろ

う（
（（
（

。

三　

路
頭
礼
の
故
実

以
長
に
言
い
負
か
さ
れ
る
生
真
面
目
な
頼
長
と
、
車
の
騒
動
を
引

き
起
こ
し
か
ね
な
い
頼
長
と
、
い
ず
れ
の
見
方
に
重
点
を
置
く
べ
き

な
の
か
の
判
断
は
、
路
頭
礼
の
実
態
や
実
際
と
引
き
比
べ
た
上
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
路
頭
礼
の
故
実
書
か
ら
、
頼
長
・
以
長
・

「
あ
の
御
方
」
の
三
者
の
言
説
の
正
当
性
を
保
証
す
る
資
料
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。

頼
長
の
言
及
び
公
卿
の
と
っ
た
礼
節
は『
西
宮
記
』に
確
認
で
き
る
。

『
延
喜
式
』
で
は
記
載
さ
れ
な
い
が
、
世
俗
の
所
為
を
記
す
の
だ
、
と

注
し
て
あ
る
。

親
王
・
大
臣
共
相
逢
者
、
各
留
レ
車
、
前
駆
下
。
納
言
逢
二
親
王
・

大
臣
一
、
抑
レ
車
、
大
臣
前
駆
下
。
参
議
遇
二
親
王
・
大
臣
一
者
、

参
議
放
レ
牛
立
レ
榻
。
或
不
立
榻

。
納
言
已
下
逢
二
親
王
一
者
、
放
レ
牛
可
レ

立
レ
榻
。

頼
長
は
「
車
を
お
さ
へ
」
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
が
、
実
際
に
は
以

長
の
発
言
か
ら
「
牛
を
か
き
は
づ
し
て
、
榻
に
軛
を
置
き
て
」
と
い

う
行
為
も
含
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る（
（（
（

。
従
っ
て
、
こ
の
時
、
頼
長

は
大
臣
、
相
手
の
公
卿
は
参
議
で
あ
る
と
い
う
推
測
は
、『
西
宮
記
』

に
照
ら
し
て
ほ
ぼ
誤
り
な
い
。
な
お
、
内
覧
と
い
う
地
位
は
故
実
書

か
ら
推
し
て
も
こ
の
際
考
慮
に
入
れ
ず
と
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る（
（（
（

。
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以
長
の
言
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
下
っ
て
鎌
倉
後
期
の『
弘

安
礼
節
』
に
確
認
で
き
る
。

大
臣
共
扣
レ
車
僮
僕
互
下
馬
、
大
臣
前
駆
以
下
列
二
居
車
傍
一
。

親
王
前
駆
歩
行
過
レ
之
。
親
王
車
過
畢
、
大
臣
僮
僕
騎
馬
進
行
。

若
親
王
車
後
来
者
、
大
臣
車
直
対
二
親
王
車
一
立
レ
之
。
自
余
同

輩
准
レ
之
。

大
中
納
言
、
同
二
大
臣
一
。

参
議
。
散
二
位
三
位
。
出
レ
牛
立
二
榻
於
車
前
一
、
或
税
駕
置
二
軛

於
榻
上
一
。

記
事
は
「
遇
二
親
王
一
礼
事
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
参
議
が
関
白

や
大
臣
に
遭
遇
し
た
場
合
も
右
に
準
じ
る
。「
大
臣
車
直
対
親
王
車
立

之
」
の
部
分
を
、
道
路
の
進
行
方
向
に
対
し
て
直
角
に
車
を
立
て
る

の
だ（

（（
（

と
解
す
る
な
ら
ば
、
以
長
「
車
を
遣
返
し
て
車
に
む
か
へ
て
」

に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
「
あ
の
御
方
」
の
言
は
鎌
倉
初
期
の
『
三
条
中
山
口
伝
』

に
確
認
で
き
る
。

参
議　
　

遇
二
摂
政
一
税
駕
ヘ
シ
。
其
儀
大
略
同
二
大
臣
一
。

遇
二
大
臣
一
有
二
二
様
一
。　
　

一
ニ
ハ
参
議
税
駕
テ
可
レ
立
レ
榻
。

一
ニ
ハ
、
参
議
税
駕
シ
テ
置
二
軛
於
榻
上
一
。
是
礼
之
浅
也
。
一

ニ
ハ
、
欲
二
下
車
一
之
時
之
如
ニ
立
レ
榻
テ
、
置
二
沓
於
其
上
一
、

実
ニ
ハ
不
レ
下
。
只
表
二
欲
レ
下
之
由
一
計
也
。
是
礼
之
深
也
。
一

ニ
ハ
、
不
二
税
駕
一
、
只
扣
レ
車
。
此
礼
ハ
近
代
例
粗
有
レ
之
。
但

無
レ
謂
云
々
。
与
二
大
中
納
言
一
無
二
差
別
一
、
頗
無
レ
謂
歟
。
遇
二

大
中
納
言
参
議
等
一
、
互
扣
レ
車
。
大
弁
宰
相
遇
二
大
臣
一
時
、
榻

ヲ
車
ノ
前
ニ
立
。
殊
大
弁
ハ
礼
可
レ
深
之
故
也
。
宰
相
ハ
榻
ヲ

ク
ビ
キ
ノ
本
ニ
立
也
。

当
然
と
は
言
え
、
彼
等
三
者
の
言
が
決
し
て
根
拠
の
な
い
こ
と
で

は
な
い
と
確
認
で
き
た
。
そ
の
上
で
改
め
て
考
え
た
い
の
は
、
こ
れ

ら
の
知
識
の
一
般
性
及
び
こ
れ
ら
の
礼
節
の
浸
透
の
具
合
で
あ
る
。

『
西
宮
記
』
の
路
頭
礼
記
述
は
、
そ
の
後
の
故
実
書
に
形
式
・
内
容
面

で
の
影
響
が
見
ら
れ
、
模
範
・
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う（
（（
（

。

従
っ
て
、
頼
長
の
言
は
極
め
て
常
識
的
な
範
疇
に
収
ま
っ
て
い
る
と

言
え
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
以
長
の
言
は
『
弘
安
礼
節
』
に
至
る
ま

で
そ
の
他
の
故
実
書
で
は
確
認
で
き
な
い
礼
儀
で
あ
る
。
高
度
な
知

識
と
も
一
般
性
の
低
い
知
識
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
し
て
当
時
の

通
例
の
礼
節
に
則
っ
て
い
る
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
問

題
は
故
実
書
云
々
で
は
な
く
、
頼
長
の
知
識
を
上
回
る
細
か
い
知
識

を
以
長
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
第
七
二
話
の

物
忌
の
話
題
な
ど
と
は
違
う
の
は
、
そ
の
知
識
が
頼
長
で
は
な
く
、

一
次
的
に
は
相
手
側
の
公
卿
に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
儀

式
を
つ
つ
が
な
く
進
行
す
る
礼
節
と
は
違
っ
て
、
路
頭
礼
は
二
者
関

係
を
前
提
に
成
立
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
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い
観
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
そ
こ
に
故
実
の
流
派
の

違
い
が
あ
る
こ
と
だ
。『
江
家
次
第
』
巻
二
十
「
路
頭
礼
節
事
」
で

故
経
任
卿
為
二
参
議
一
、
逢
二
堀
川
右
大
臣
一
、
而
不
レ
舁
二
下
車
一

云
々
。
小
野
宮
例
如
レ
此
。
大
臣
不
レ
下
二
前
駆
一
而
過
云
々
。
九

條
殿
例
如
レ
此
云
々
。
後
後
経
任
舁
二
下
車
一
、
大
臣
又
被
レ
下
二

御
前
一
云
々
。

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
路
頭
礼
に
も
ま
た
小
野
宮
流
と
九
条
流
の
二

流
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
流
併
存
は
、『
西
宮
記
』
の
割
注
に

も
見
え
、『
長
房
卿
抄
』（『
参
議
要
抄
』
引
用
）
で
「
参
議
遇
二
親
王
大

臣
一
不
レ
可
レ
放
レ
牛
。
只
可
レ
抑
レ
車
。
但
大
弁
参
議
放
レ
牛
立
レ
榻
。
又

於
二
摂
政
関
白
一
、
雖
二
他
参
議
一
放
レ
牛
立
レ
榻
云
々
。」
と
傍
線
箇
所

に
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た『
三
条
中
山
口
伝
』に「
傍

書
云
、
参
議
遇
二
大
臣
一
之
礼
、
自
レ
古
有
二
口
伝
一
。」
と
あ
る
こ
と
も
、

こ
の
路
頭
礼
の
側
面
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る（
（（
（

。
つ
ま
り
、
路
頭
礼
は

流
派
の
分
か
れ
る
厄
介
な
儀
礼
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
も
と
、
以
長

は
相
手
の
公
卿
に
対
し
て
一
般
性
の
低
い
知
識
を
要
求
し
て
い
た
の

だ
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
た
い
。
こ
の
時
、
参
議
と
い
う
地
位
に
は

最
も
煩
瑣
な
手
続
き
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
既
に
見
た
故
実
書
を

た
ど
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
け
ば
、頼
長
が
「
公

卿
あ
ひ
て
礼
節
し
て
車
を
お
さ
へ
」
た
と
言
っ
た
の
も
至
極
も
っ
と

も
で
あ
っ
た
の
だ
。

四　

路
頭
礼
を
め
ぐ
る
発
言
の
意
味
づ
け

以
長
の
持
ち
出
し
た
故
実
は
い
さ
さ
か
一
般
性
を
欠
く
も
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本
話
が
第
七
二

話
と
ほ
ぼ
同
じ
主
題
の
下
に
な
る
話
と
し
て
落
ち
着
い
た
と
し
て
も

頷
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
証
明
の
さ
れ
方
に
も
、
本
話
の
読
解
の
鍵

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
最
後
の
故
実
、「
あ
の

御
方
」
の
言
に
目
を
向
け
よ
う
。
こ
の
故
実
は
前
節
で
確
認
し
た
『
三

条
中
山
口
伝
』
以
外
の
故
実
書
等
に
は
見
出
せ
な
い
も
の
で
、
以
長

の
持
ち
出
し
た
故
実
同
様
、
決
し
て
一
般
性
の
高
い
も
の
と
は
言
え

な
い
。
し
か
も
そ
の
記
述
を
援
用
す
れ
ば
、
礼
儀
か
く
あ
る
べ
き
と

い
う
決
ま
り
を
越
え
て
、「
礼
之
浅
」「
礼
之
深
」
を
問
題
に
し
て
い
る
。

以
長
の
言
う
故
実
を
認
め
て
、
な
お
か
つ
、
別
の
故
実
を
持
ち
出
す
。

こ
の
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
単
な
る
知
識

の
披
露
と
は
思
え
な
い
し
、
次
文
に
は
「
な
る
」「
と
ぞ
」
と
二
つ
の

伝
聞
機
能
も
控
え
て
い
る
。

初
め
に
以
長
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
た
の
は
車
の
前
後
の
向
き
で

あ
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
る
に
「
あ
の
御
方
」
の
故
実
は
そ
れ
と
は
無

関
係
で
、
通
常
の
正
面
か
ら
の
遭
遇
場
面
を
も
含
め
た
故
実
で
あ
り
、

原
文
「
昔
は
～
」
と
今
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
礼
節
に
関
心
が
注
が
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れ
る
。
礼
節
の
廃
れ
た
鎌
倉
初
期
の
近
代
を
示
す
、
先
の
『
三
条
中

山
口
伝
』
の
波
線
箇
所
「
一
ニ
ハ
、
不
二
税
駕
一
、
只
扣
レ
車
。
此
礼

ハ
近
代
例
粗
有
レ
之
」
か
ら
も
、
既
に
過
去
の
代
物
で
あ
っ
た
と
窺
え

る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
本
話
で
公
卿
の
と
っ
た
礼
節
（
放
牛
立
榻
）

す
ら
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
説
話
現
在
だ
け
で

は
な
く
、『
宇
治
拾
遺
』
現
在
と
い
う
視
点
か
ら
も
重
要
な
言
説
で
あ

る
。
そ
の
上
で
、
以
長
の
言
に
、「
あ
の
御
方
」
の
言
に
よ
る
一
般
性

を
欠
く
礼
節
を
並
べ
る
こ
と
に
は
、
二
つ
の
方
向
性
が
認
め
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
以
長
の
故
実
も
ま
た
「
昔
」
で
あ
る
こ
と
を
確

定
さ
せ
る
方
向
性
。
も
う
一
つ
は
、
既
に
実
態
の
な
い
故
実
を
重
ね

る
こ
と
に
よ
る
、
要
求
の
過
重
さ
を
増
す
方
向
性
。
そ
れ
は
第
二
節

で
確
認
し
た
頼
長
像
を
持
ち
込
む
か
否
か
に
関
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
後
者
は
、
二
つ
の
故
実
の
間
に
あ
る
わ
ず
か
な
違
い
か
ら
見

え
る
、
礼
節
と
い
う
存
在
の
受
け
止
め
方
か
ら
導
か
れ
る
。

二
つ
の
故
実
は
両
者
と
も
、
参
議
で
あ
る
相
手
方
の
礼
節
を
問
題

と
し
て
い
る
が
、
故
実
の
情
報
価
値
と
い
う
面
に
視
点
を
変
え
て
み

る
と
、
頼
長
側
に
と
っ
て
は
差
違
が
あ
る
。
以
長
の
言
は
、
頼
長
が

逆
の
立
場
、
す
な
わ
ち
、
牛
車
が
後
ろ
か
ら
来
る
同
じ
状
況
下
で
、

頼
長
が
関
白
や
太
政
大
臣
と
い
っ
た
上
﨟
に
遭
遇
し
た
際
に
果
た
す

べ
き
礼
節
を
も
示
し
て
い
る
。
一
方
の
「
あ
の
御
方
」
の
言
は
、『
三

条
中
山
口
伝
』
に
見
る
限
り
参
議
の
礼
節
で
あ
っ
て
、
頼
長
の
履
行

す
べ
き
礼
節
と
し
て
は
何
ら
有
益
で
は
な
い
。
情
報
価
値
と
し
て
は

均
等
と
は
言
え
な
い
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、「
あ
の
御
方
」の
言
に
よ
っ

て
、礼
節
は
相
手
側
に
要
求
す
る
も
の
と
い
う
偏
向
が
確
定
的
に
な
っ

た
と
も
、
以
長
の
言
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
て
い
た
偏
向
ゆ
え
に
、「
あ

の
御
方
」
の
言
が
引
き
出
さ
れ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

以
長
の
言
の
保
証
だ
け
で
は
な
く
、
相
手
側
の
「
無
礼
」
を
見
咎
め

る
礼
節
と
い
う
視
点
を
確
定
し
、
し
か
も
過
去
の
産
物
、「
昔
」
の
礼

節
で
あ
っ
た
と
認
定
す
る
。
こ
れ
が
異
な
る
故
実
を
持
ち
出
し
た「
あ

の
御
方
」
の
言
の
性
格
な
の
だ
。
以
長
の
主
張
す
る
厳
正
さ
は
、
既

に
礼
節
が
本
来
持
つ
絶
対
性
の
中
で
は
受
け
止
め
ら
れ
な
い
に
違
い

な
い
。

い
さ
さ
か
遠
回
り
に
な
っ
た
が
、
前
節
と
合
わ
せ
て
次
の
こ
と
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。
現
代
的
に
は
煩
瑣
に
見
え
る
こ
の
路
頭
礼
に

関
わ
る
礼
節
を
『
宇
治
拾
遺
』
が
把
握
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
議

論
に
な
れ
ば
、
疑
わ
し
い
面
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
以
上

の
検
討
の
一
々
を
要
さ
ず
と
も
、
二
人
の
知
識
が
一
般
の
そ
れ
と
は

隔
絶
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
予
期
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
最
も

重
要
な
こ
と
は
、
二
者
関
係
を
前
提
に
す
る
路
頭
礼
の
中
で
、
頼
長

以
上
の
知
識
を
随
身
の
以
長
が
持
ち
出
し
た
こ
と
、
そ
れ
を
頼
長
な

ら
ぬ
相
手
方
の
公
卿
に
要
求
し
て
い
る
文
脈
が
確
か
に
存
在
し
て
い

る
こ
と
、
加
え
て
「
あ
の
御
方
」
の
故
実
が
、
礼
節
に
よ
っ
て
無
礼
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を
咎
め
る
そ
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
て
い
る
こ
と
、
の
三
点
で
あ
る
。

『
西
宮
記
』
が
「
礼
法
無
レ
所
レ
定
、
随
二
便
宜
一
可
レ
思
レ
免
レ
恥
。」
と

記
す
よ
う
に
、
そ
の
礼
法
と
は
上
﨟
に
遭
遇
し
た
際
に
、
恥
を
掻
か

な
い
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
逆
に
上
﨟
の
立
場

か
ら
、
礼
節
に
無
礼
を
咎
め
る
役
割
が
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
脈
で
追
え
ば
、
や
は
り
、
礼
節
と
い
う
存
在
へ
の
『
宇

治
拾
遺
』
の
態
度
を
改
め
て
捉
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
加

え
て
説
話
の
読
解
と
し
て
、
第
二
節
で
確
認
し
た
頼
長
像
に
立
ち
戻

る
必
要
も
出
て
く
る
の
だ
。

そ
の
上
で
第
九
九
話
に
ど
の
よ
う
な
読
解
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の

か
、
そ
こ
に
話
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
実
と
そ
の
正
し
さ

に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
故
実
を
ふ
り
か
ざ
す
こ
と
に
は
関

心
が
あ
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
些
末
な
礼
節
に
よ
っ
て
お
こ
る
騒
動

へ
の
関
心
、
そ
れ
が
『
宇
治
拾
遺
』
の
本
話
に
対
す
る
着
眼
で
あ
る

と
考
え
る
。
そ
の
時
、
以
長
の
発
言
の
意
味
合
い
は
、
頼
長
と
い
う

人
物
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ず
と
決
ま
っ
て
く
る
。
礼

節
の
知
識
は
他
な
ら
ぬ
車
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
車
に
関
わ
る

騒
動
の
危
険
を
背
後
に
忍
ば
せ
る
頼
長
に
、
わ
ざ
わ
ざ
以
長
は
路
頭

礼
の
古
態
を
説
く
の
で
あ
る
。
博
識
で
鳴
る
頼
長
自
身
も
、
無
論
た

ま
た
ま
出
く
わ
し
た
公
卿
も
知
る
こ
と
の
な
い
故
実
で
あ
っ
た
。
こ

れ
を
「
あ
の
御
方
」
は
「
以
長
、
古
侍
に
候
ひ
け
り
」
と
嘆
じ
て
、

ま
た
別
の
故
実
を
示
す
の
だ
。
先
に
引
用
し
た
『
愚
管
抄
』
の
頼
長

車
破
壊
の
記
事
に
、
忠
実
が
「
カ
ク
ア
シ
ク
ト
モ
家
成
ナ
ド
ヲ
バ
ヱ

セ
ジ
物
ヲ
」と
漏
ら
す
記
述
が
あ
る
。
実
衡
側
に
些
細
な
過
失
が
あ
っ

た
に
せ
よ
、
行
き
過
ぎ
た
行
為
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
諫
め
た
発
言
で

あ
る
と
解
さ
れ
る
。
第
九
九
話
で
も
最
後
の
故
実
の
提
示
は
、
状
況

こ
そ
違
う
が
、
頼
長
と
い
う
人
物
を
よ
く
知
る
「
あ
の
御
方
」
の
言

と
し
て
、
以
長
の
言
の
行
き
過
ぎ
に
対
し
て
、
別
種
の
過
重
な
故
実

を
持
ち
出
す
こ
と
で
浮
き
彫
り
に
す
る
皮
肉
だ
と
捉
え
た
い
の
で
あ

る
。

五　

古
侍
と
は
何
か

こ
こ
ま
で
の
解
釈
を
考
え
る
上
で
、「
あ
の
御
方
」
が
嘆
じ
た
の
が

感
嘆
な
の
か
嘆
息
な
の
か
、
一
体
ど
の
よ
う
な
心
情
が
込
め
ら
れ
て

の
発
言
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
避
け
て
通
れ
な
い

問
題
で
あ
る
。
自
然
、「
古
侍
」
と
は
何
か
と
い
う
問
が
立
つ
。
こ
の

言
葉
に
は
何
ら
か
の
評
価
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。諸
注
は「
老
練
な
侍
」

と
一
致
し
た
見
解
を
示
し
、
感
嘆
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。「
古ふ
る

～
」

は
、古
事
、古
歌
な
ど
往
昔
を
偲
ぶ
印
象
の
悪
く
な
い
言
葉
で
あ
る
が
、

人
の
場
合
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

飛
騨
守
景
家
は
ふ
る
兵
物
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
こ
の
ま
ぎ
れ
に
、

宮
は
南
都
へ
や
さ
き
だ
た
せ
給
ふ
ら
ん
と
て
、
い
く
さ
を
ば
せ
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ず
、
其
勢
五
百
余
騎
、
鞭
あ
ぶ
み
を
あ
は
せ
て
お
か
け
た
て
ま

つ
る
。	

（『
平
家
物
語
』「
宮
御
最
期
」）

其
な
か
に
日
野
の
十
郎
は
ふ
る
物
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
弓
の
は

ず
を
岩
の
は
ざ
ま
に
ね
ぢ
た
て
て
か
き
あ
が
り
、
二
人
の
物
共

を
も
ひ
き
あ
げ
て
、
た
す
け
た
り
け
る
と
ぞ
き
こ
え
し
。

（『
平
家
物
語
』「
宮
御
最
期
」）

こ
の
男
、
も
と
伊
予
の
国
の
も
の
な
り
け
り
。
高
名
の
ふ
る
ば

く
ち
に
て
、
う
ち
ほ
う
け
て
す
べ
て
負
け
、
博
打
八
十
余
人
同

意
し
て
諸
国
に
分
か
れ
ゐ
て
、	

（『
古
今
著
聞
集
』
四
二
四
）

右
の
例
は
「
古
～
」
に
対
し
て
「
老
練
な
」
と
い
う
意
味
が
当
て
は

ま
る
よ
う
な
用
例
で
あ
る
。「
兵
」
は
歴
戦
を
生
き
残
り
、
今
現
在

も
「
兵
」
で
あ
る
こ
と
、「
博
打
」
は
博
打
の
決
定
的
な
負
け
も
な
く
、

今
現
在
も
「
博
打
」
を
続
け
て
い
る
こ
と
、そ
れ
ら
が
称
さ
れ
て
「
古

兵
・
古
物
」「
古
博
打
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
時
の
経
過
は
そ
の
地
位

の
継
続
の
難
し
さ
に
も
つ
な
が
る
存
在
が
、「
兵
」「
博
打
」
で
あ
る
。

「
老
将
之
智
」「
老
馬
之
智
」「
老
言
可
用
」（『
世
俗
諺
文
』）
又
は
「
古

賢
」「
古
徳
」
な
ど
、
時
を
経
た
故
に
蓄
積
さ
れ
た
知
恵
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
存

在
と
「
侍
」
が
同
列
に
並
び
、「
古
侍
」
と
称
さ
れ
る
と
い
う
把
握
で

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、「
古
～
」
は
卑
称
と
し
て
も
用
い

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
ば
、
た
だ
、
か
か
る
古
者
世
に
は
べ
り
け
り
と
ば
か
り
知

ろ
し
め
さ
れ
は
べ
ら
な
む
。	

（『
源
氏
物
語
』「
橋
姫
」）

場
面
は
薫
に
対
し
、
老
女
房
の
弁
の
君
が
昔
語
り
を
す
る
と
こ
ろ
で
、

弁
の
君
の
自
称
が
「
古
者
」
な
の
で
あ
る
。
老
人
を
指
す
謙
称
は
「
老

法
師
」（『
栄
花
物
語
』・『
宇
治
拾
遺
』
な
ど
）「
老
者
」（『
大
鏡
』
冒
頭
）

な
ど
「
老お
い

～
」
で
も
見
え
る
。
少
し
先
走
っ
て
結
論
を
言
う
と
、
似

た
よ
う
な
冠
で
あ
る
「
老
～
」
と
「
古
～
」
に
は
一
定
の
差
が
あ
る
。

「
老
～
」
が
外
見
上
の
特
色
を
言
う
の
に
対
し
、「
古
～
」
は
外
見
上

の
老
い
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
一
つ
の
こ
と
に
長
く
関
わ
っ
て
き
た
こ
と

を
示
す
。
結
果
と
し
て
は
両
者
と
も
似
た
領
域
を
対
象
と
し
、
老
耄

か
老
巧
か
、
古
く
さ
い
か
古
め
か
し
い
か
、
老
い
や
長
年
の
経
過
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
変
わ
っ
て

く
る
語
と
な
る
。
な
お
、「
老
～
」
は
外
見
上
の
特
色
を
言
う
分
、
正

負
の
評
価
傾
向
を
認
め
に
く
い
場
合
が
多
い
。「
橋
姫
」
で
は
弁
の
君

に
限
ら
ず
、
山
里
の
老
女
房
は
「
老
い
人
」
と
称
さ
れ
る
が
、「
老
い

人
」
弁
の
君
の
昔
語
り
を
、
薫
が
「
老
い
人
の
昔
語
り
」
と
思
い
出

す
こ
と
が
あ
る
一
方
で
、

か
や
う
の
古
人
は
、
問
は
ず
語
り
に
や
、
あ
や
し
き
こ
と
の
例

に
言
ひ
出
づ
ら
む
。

と
述
べ
る
。
こ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
る
「
古
人
」
は
、
老
人
の
負
の
特

性
に
つ
い
て
述
べ
る
。
薫
が
「
か
か
る
古
人
な
ど
の
さ
ぶ
ら
は
ん
に
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こ
と
は
り
な
る
休
み
所
は
」（「
宿
木
」）
と
「
古
人
」
を
用
い
て
卑
下

す
る
こ
と
で
、
昔
か
ら
の
馴
染
み
で
あ
る
こ
と
、
無
害
で
あ
る
こ
と

を
伝
え
る
場
面
の
あ
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
た
い
。こ
う
し
た「
古
～
」

の
例
を
『
源
氏
物
語
』
か
ら
拾
う
と
、

①	

ひ
た
す
ら
に
う
し
と
も
思
ひ
離
れ
ぬ
男
、
聞
き
つ
け
て
涙
落

と
せ
ば
、
使
ふ
人
、
古
御
達
な
ど
、「
君
の
御
心
は
あ
は
れ
な

り
け
る
も
の
を
、
あ
た
ら
御
身
を
」
な
ど
言
ふ
、	

（「
箒
木
」）

②
見
慣
れ
た
る
と
て
は
か
の
山
里
は
古
女
ば
ら
な
り
。（「
宿
木
」）

③
さ
ら
に
都
に
帰
り
て
、
古
受
領
の
沈
め
る
た
ぐ
ひ
に
て
、

（「
松
風
」）

④	

さ
る
田
舎
の
く
ま
に
て
、
ほ
の
か
に
京
人
と
名
の
り
け
る
古

大
君
女
の
教
へ
き
こ
え
け
れ
ば
、
ひ
が
事
に
も
や
と
つ
つ
ま

し
く
て
手
触
れ
た
ま
は
ず
。	
（「
常
夏
」）

⑤
世
に
数
ま
へ
ら
れ
た
ま
は
ぬ
古
宮	
（「
橋
姫
」）

①
は
、
雨
夜
の
品
定
め
の
左
馬
頭
の
発
言
。
表
面
は
何
も
な
か
っ

た
女
が
、
深
い
考
え
も
な
く
、
突
然
尼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
況
に

対
し
、
女
に
は
深
い
志
が
あ
る
と
勝
手
に
思
い
計
っ
て
、
つ
ま
ら
な

い
こ
と
を
言
う
の
が
「
古
御
達
」
の
一
人
で
あ
る
。
②
は
、
中
の
君

が
言
い
寄
る
薫
に
困
惑
す
る
が
、
相
談
相
手
の
い
な
い
こ
と
を
歎
く

場
面
。
心
安
く
は
あ
る
が
、「
古
女
ば
ら
」
に
相
談
す
る
に
は
躊
躇
が

あ
る
。
老
人
の
浅
慮
や
老
人
と
の
隔
意
は
、「
老
い
人
」
な
ど
に
も
現

れ
る
が
、
こ
の
例
は
顕
著
で
あ
る
。
③
④
⑤
は
他
人
に
顧
み
ら
れ
な

い
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
古
～
」
の
最
も
わ
か
り
や
す
い
例
と

し
て
、何

事
い
ひ
お
る
、
古
大
君
ぞ
。
さ
へ
の
神
ま
つ
り
て
狂
ふ
こ
そ

あ
ら
め
。	

（『
宇
治
拾
遺
』
一
二
〇
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
悪
口
雑
言
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
も
う
少
し
幅
広
く
拾
え
ば
、
左
の
よ

う
に
な
る
。

・
く
さ
り
た
る
讃
岐
前
司
古
受
領
の
つ
づ
み
う
ち
そ
こ
な
ひ
て
、

（『
大
鏡
』
師
輔
）

・	

か
く
て
ま
た
上
野
の
宮
と
て
、
古
親
王
お
は
し
ま
し
け
り
。

そ
の
親
王
は
、も
の
ひ
が
み
た
ま
へ
る
親
王
に
て
お
は
し
け
る
。

（『
宇
津
保
物
語
』「
藤
原
の
君
」）

・	

古
子
持
な
ど
は
、
髪
の
す
そ
細
う
、
色
青
び
れ
な
お
し
た
れ

ば
こ
そ
心
苦
し
け
れ
。　
　
　
　

		

（『
栄
花
物
語
』「
つ
ぼ
み
花
」）

・	

女
怨
ぜ
さ
せ
給
ふ
こ
と
も
、
あ
ら
あ
ら
し
く
ぞ
き
こ
え
侍
り

け
る
。
い
は
い
を
な
ど
い
ふ
古
色
好
み
と
や
思
は
せ
給
ひ
け

む
、　　
　
　
　
　
　
　
　

		

（『
今
鏡
』「
ふ
じ
な
み
の
中	

飾
太
刀
）

・
古
山
法
師
に
て
候
が
、
大
剛
の
者
に
て
候
。	

（『
平
治
物
語
』）

こ
れ
ら
の
用
例
に
関
し
て
は
説
明
不
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
旧
受
領
」

「
旧
君
達
」「
旧
宮
の
御
子
」
の
語
例
が
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
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に
収
め
ら
れ
る
。
こ
の
巻
の
性
格
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ら
に
付
与
さ

れ
る
性
格
付
け
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
一
方
で
下
接
す
る
名
詞
の

性
格
も
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
例
え
ば
女
性
は
「
さ
だ
す
ぎ
」

れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
し
、
宮
は
出
自
こ
そ
よ
い
も

の
の
、
時
間
の
経
過
と
共
に
、
衰
勢
が
目
に
見
え
た
存
在
で
あ
る
し
、

受
領
に
い
た
っ
て
は
端
か
ら
軽
視
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。「
古
～
」
と

い
う
こ
と
で
、
そ
う
し
た
傾
向
を
強
調
す
る
一
助
と
な
っ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
左
の
よ
う
な
語
例
も
あ
る
。

今
は
昔
、
左
京
の
大
夫
な
り
け
る
、
ふ
る
上
達
部
あ
り
け
り
。

年
老
い
て
い
み
じ
う
ふ
る
め
か
し
か
り
け
り
。（『

宇
治
拾
遺
』
二
三
）

先
に
挙
げ
た
「
旧
君
達
」（『
今
昔
物
語
集
』）
と
同
話
に
属
す
る
。
こ

の
話
自
体
は
、
上
司
で
あ
る
「
ふ
る
上
達
部
」
の
襟
に
付
い
た
紀
用

経
と
い
う
人
物
の
嗚
呼
の
失
敗
嘆
と
言
え
る
が
、
結
局
は
用
経
の
た

め
に
恥
を
か
く
こ
と
に
も
な
る
の
が
「
ふ
る
上
達
部
」
で
あ
る
。「
ふ

る
」と
い
う
言
葉
の
頻
用
に
よ
る
痛
烈
な
風
刺（

（（
（

も
隠
さ
れ
て
お
り
、「
ふ

る
上
達
部
」
と
い
う
呼
称
が
負
の
属
性
を
帯
び
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、「
老
～
」「
古
～
」
ど
ち
ら
か
に
し
か
下
接
し
な
い
名
詞

の
性
格
に
ま
で
は
、
言
及
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
ど
ち
ら
で
も
使

う
表
現
で
な
け
れ
ば
比
較
し
に
く
い（
（（
（

が
、
老
い
と
重
な
る
と
は
言
え
、

そ
も
そ
も
指
す
領
域
が
違
う
の
で
あ
る
。

侮
蔑
的
な
意
味
合
い
を
含
み
込
む「
古
～
」の
用
例
を
見
て
き
た
が
、

こ
れ
は
用
例
数
か
ら
の
傾
向
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
過
し
た
時
間
の
長

さ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
点
が
最
も
重
要
な
こ
と
に
な

る（
（（
（

。

六　

お
わ
り
に

さ
て
、
こ
こ
ま
で
き
て
「
古
侍
」
の
把
握
が
、
本
話
把
握
と
密
接

に
関
連
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
到
達
し
た
。
古
い
か
ら
物
事
を
知
っ

て
い
る
、
以
長
の
知
識
を
評
価
す
る
立
場
か
ら
は
「
老
練
な
侍
」「
昔

な
が
ら
の
」
と
い
う
訳
が
、
今
や
無
用
の
古
い
知
識
に
こ
だ
わ
る
、

以
長
の
行
為
に
眉
を
ひ
そ
め
る
立
場
か
ら
は
「
因
循
な
侍
」「
古
び
た

侍
」
と
い
う
訳
が
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
一
面
で
以
長
の
知
識
の
正

し
さ
を
保
証
す
る
語
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
知
識
を
頼
長
に
伝
え
る

と
い
う
行
為
の
認
否
も
含
み
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
失
わ
れ
た
礼

節
へ
の
懐
旧
を
抱
く
読
み
手
な
ら
ば
、
以
長
の
行
為
を
認
め
も
し
よ

う
が
、
路
頭
礼
と
い
う
二
者
関
係
の
中
で
生
ず
る
問
題
で
も
あ
っ
た

以
上
、
か
か
る
些
細
な
礼
節
を
要
求
で
き
る
立
場
の
読
み
手
は
極
め

て
限
ら
れ
て
い
る
。
以
長
が
下
馬
し
な
か
っ
た
際
、「
い
か
な
る
事
に

か
と
見
る
」
の
は
、
公
卿
な
い
し
読
み
手
の
側
で
あ
っ
た
。
そ
の
疑

問
を
頼
長
と
共
有
し
た
も
の
の
、
頼
長
の
人
物
性
を
置
い
て
見
れ
ば
、

両
者
に
甚
だ
し
い
懸
隔
の
あ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。「
不
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二
税
駕
一
、
只
扣
レ
車
。
此
礼
ハ
近
代
例
粗
有
レ
之
」
と
い
う
近
代
と
の

時
代
錯
誤
が
あ
る
こ
と
も
再
度
強
調
し
た
い
。
検
討
を
加
え
て
き
た

通
り
、以
長
が
「
古
侍
」
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
の
だ
。

こ
こ
は
以
長
の
行
為
に
、
困
惑
の
嘆
息
を
漏
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

振
り
返
れ
ば
、
自
身
の
言
葉
に
矛
盾
の
あ
っ
た
第
七
二
話
と
違
い
、

第
九
九
話
の
頼
長
は
特
殊
な
知
識
を
欠
い
た
だ
け
で
あ
る
。
同
じ
な

の
は
、
以
長
が
頼
長
の
非
を
い
さ
さ
か
大
げ
さ
な
演
じ
方
で
主
張
す

る
箇
所
、
主
人
頼
長
と
の
馴
れ
合
い
に
生
じ
る
我
の
強
さ
で
あ
ろ
う
。

公
卿
は
車
を
押
さ
え
た
が
、以
長
自
身
は
感
情
を
抑
え
た
と
い
う
「
お

さ
へ
て
」
の
言
語
遊
戯（
（（
（

に
は
、
頼
長
の
主
張
を
抑
止
し
た
以
長
の
得

意
も
垣
間
見
え
る
。
第
九
九
話
で
語
ら
れ
る
の
は
、路
頭
礼
を
め
ぐ
っ

て
、
頼
長
と
い
う
虎
の
尾
を
踏
む
以
長
の
行
き
過
ぎ
た
行
為
で
あ
り
、

こ
れ
を
「
あ
の
御
方
」
の
発
言
と
昔
の
礼
節
へ
の
言
及
が
示
唆
す
る

の
で
あ
っ
た
。
以
長
の
自
己
主
張
・
得
意
然
と
し
た
行
為
こ
そ
同
じ

だ
が
、
そ
の
位
置
づ
け
は
第
七
二
話
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

本
話
に
は
表
面
的
に
旧
習
へ
の
懐
古
が
窺
わ
れ
、
そ
れ
は
第
七
二

話
の
読
解
の
方
向
性
と
も
合
致
す
る
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の

礼
節
と
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
故
実
の
知
識
と
の
距
離
、
さ
ら
に
路
頭
礼

と
頼
長
と
い
う
特
殊
な
話
材
に
目
を
配
っ
た
時
、
末
文
「
こ
れ
ぞ

礼
節
に
て
あ
ん
な
る
と
ぞ
」
の
空
疎
な
響
き
に
耳
を
傾
け
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。
か
か
る
似
た
主
題
を
持
つ
二
話
が
異
な

る
把
握
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
例
は
、
第
一
五
五
・
一
五
六
話
、
第

一
七
四
・
一
七
五
話
な
ど（
（（
（

の
連
続
す
る
二
話
だ
け
で
は
な
い
。「
隣
の

爺
」型
と
さ
れ
る
第
三
話「
鬼
ニ
被
癭
取
事
」と
第
四
八
話「
雀
報
恩
事
」

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
二
人
の
翁
、
二
人

の
嫗
、
成
功
と
失
敗
な
ど
の
よ
く
似
た
型
を
持
ち
な
が
ら
、
第
三
者

の
介
入
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な
る
。
同
じ
評
語
を
持
た
せ
、
同
じ

型
を
供
す
る
も
の
で
も
、そ
こ
に
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
る
差
異
に
『
宇

治
拾
遺
』
は
自
覚
的
で
あ
る
。
当
然
、

さ
れ
ば
、
物
う
ら
や
み
は
、
す
ま
じ
き
事
な
り
。	

（
第
四
八
話
）

と
い
う
評
語
も
、
第
三
話
と
は
異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
第
四
八
話

の
中
に
は
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
る
が
、「
物
う
ら
や
み
」
を
す
る
の
は
、

嫗
で
は
な
く
、「
隣
里
の
人
も
見
あ
さ
み
、
い
み
じ
き
事
に
う
ら
や
み

け
り
」
と
い
う
里
の
人
で
あ
り
、「
お
な
じ
事
な
れ
ど
、
人
は
か
く
こ

そ
あ
れ
。
は
か
ば
か
し
き
事
も
、
え
し
い
で
給
は
ぬ
」
と
隣
の
嫗
を

責
め
る
嫗
の
子
供
で
あ
っ
た
。苦
し
む
の
も
ま
た「
み
な
心
地
を
損
じ
」

る
里
の
人
で
あ
り
、「
心
地
ま
ど
ふ
」「
物
を
つ
き
て
ま
ど
ふ
」、
最
後

に
「
刺
し
食
」
わ
れ
る
嫗
の
子
供
で
あ
っ
た
。
嫗
も
子
供
と
同
様
の

害
を
被
る
が
、
受
け
止
め
方
が
違
う
。
嫗
は
、
雀
の
報
復
に
対
し
「
み

な
米
に
な
ら
ん
と
し
け
る
物
を
、
い
そ
ぎ
て
食
ひ
た
れ
ば
、
か
く
あ

や
し
か
り
け
る
な
め
り
」
と
思
い
、「
耳
の
も
と
ま
で
ひ
と
り
笑
み
し

て
」「
痛
さ
も
お
ぼ
え
ず
」、
雀
の
報
恩
を
疑
う
こ
と
な
く
、
幸
福
の
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中
で
毒
虫
に
刺
し
殺
さ
れ
る（
（（
（

。
従
っ
て
評
語
の
指
し
示
す
方
向
は
、

嫗
で
は
な
く
、
嫗
の
子
供
や
里
の
人
で
あ
る
の
だ（
（（
（

。
隣
の
翁
に
向
け

ら
れ
る
第
三
話
の
評
語
と
は
、
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

類
似
の
型
並
び
に
冒
頭
文
の
一
致
や
末
文
の
一
致
が
、
類
似
の
読

解
を
結
ば
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
安
定
的
な
型
通
り
の
読
解

を
拒
む
『
宇
治
拾
遺
』
の
姿
勢
に
合
致
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
連

想
と
は
、
潜
在
す
る
共
通
の
察
知
・
認
知
に
よ
る
同
化
と
異
化
、
作

品
世
界
の
膨
張
あ
る
い
は
限
定
な
ど
の
役
割（

（（
（

を
担
う
で
あ
ろ
う
。
類

似
の
型
か
ら
類
似
の
主
題
を
見
出
そ
う
と
す
る
態
度
へ
の
い
ざ
な
い

と
破
綻
、
そ
れ
は
連
続
・
連
鎖
・
連
想
と
い
う
読
解
方
法
と
裏
返
し

の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※	

本
文
引
用
の
資
料
出
典
は
以
下
に
依
っ
た
。
な
お
、
私
意
に
よ
り
一
部
、

句
読
点
、
表
記
な
ど
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
第
九
九
話
の
十
三
行
目
「
ゑ

通
し
参
ら
す
る
」
を
他
本
に
よ
り
「
通
し
参
ら
す
る
」
に
校
訂
し
た
。『
宇

治
拾
遺
物
語
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
平
治
物
語
』『
愚
管
抄
』『
平

家
物
語
』
…
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
今
鏡
』
…
海
野
泰
男
『
今
鏡
全
釈
』、『
古

今
著
聞
集
』
…
新
潮
日
本
古
典
集
成
、『
源
氏
物
語
』『
大
鏡
』『
栄
花
物
語
』

『
宇
津
保
物
語
』
…
新
日
本
古
典
文
学
全
集
、『
西
宮
記
』『
江
家
次
第
』
…

神
道
大
系
、『
弘
安
礼
節
』
…
群
書
類
従
、『
三
条
中
山
口
伝
』『
参
議
要
抄
』

…
続
群
書
類
従
、『
兵
範
記
』
…
増
補
史
料
大
成
、『
玉
葉
』
…
国
書
刊
行
会
、

『
百
練
抄
』
…
国
史
大
系
。

【
注
】

（
１
）	

新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
注
。

（
２
）	

荒
木
浩
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
時
間
」（『
中
世
文
学
』、一
九
八
八
年
六
月
）。

（
３
）	

傍
書
や
諸
注
で
指
摘
さ
れ
る
父
忠
実
で
あ
る
と
、
読
み
手
に
も
了
解
さ

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

（
４
）	「
け
る
と
ぞ
」
の
よ
う
な
終
わ
り
方
は
説
話
の
常
套
だ
が
、「
な
る
と
ぞ
」

は
少
な
い
。
例
え
ば
、
第
一
八
七
話
で
「
さ
れ
ば
、
胡
国
と
日
本
の
む

か
し
の
奥
の
地
と
は
、
さ
し
あ
ひ
て
ぞ
あ
ん
な
る
と
申
し
け
る
」
と
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
的
形
式
に
礼
節
が
嵌
め
ら
れ
る
こ
と
を
問
題

に
し
て
い
る
。

（
５
）	

こ
の
後
、
二
つ
の
事
件
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
日
本

古
典
文
学
大
系
『
愚
管
抄
』
の
補
注
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
当
否

に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
し
、
実
衡
の
事
件
に
つ
い
て
も
、
史
料
か
ら

は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
第
九
九
話
と
構
成
要
件
が
似
る
も
の
の
、
こ

こ
で
は
取
材
源
に
つ
い
て
問
題
に
し
な
い
。

（
６
）	
記
事
の
該
当
箇
所
は
左
の
通
り
。

　

	
今
夕
左
府
并
右
将
軍
、
連
レ
車
令
二
退
出
一
給
之
間
、
於
西
堤
辺
、
左

衛
門
尉
平
信
兼
奉
レ
逢
二
両
殿
一
。
信
兼
下
車
蹲
二
踞
樹
下
之
処
一
、
舎
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人
居
飼
等
打
二
車
并
信
兼
一
。
信
兼
及
二
身
存
一
レ
恥
、
従
類
相
伴
急
致

二
濫
行
一
。
御
随
身
府
生
武
弘
移
レ
馬
并
従
者
一
人
中
レ
矢
斃
死
了
。
同

重
文
袖
被
レ
射
二
抜
之
一
。
大
将
殿
番
長
兼
清
右
指
被
レ
射
二
切
之
一
、
牛

童
同
被
レ
射
死
了
。
此
外
被
二
刃
傷
一
者
、
猶
在
二
両
三
一
、
毛
車
二
両

逐
電
令
レ
馳
二
帰
東
三
條
殿
一
給
了
。
即
令
二
師
国
朝
臣
被
一
レ
申
レ
院

云
々
。

　

	

信
兼
帰
レ
家
之
後
、
又
父
盛
兼
朝
臣
、
馳
二
参
院
一
、
奏
二
事
由
一
云
々
。

末
代
狼
藉
触
レ
事
雖
レ
多
、
公
卿
以
上
未
曾
有
事
也
。
何
況
執
政
人
哉
。

積
悪
之
所
レ
致
、
天
之
令
レ
然
歟
。
希
代
之
珍
事
也
。
可
レ
恐
可
レ
懼
、

〳
〵
。

（
７
）	

桃
崎
有
一
郎
「
中
世
公
家
社
会
に
お
け
る
路
頭
礼
秩
序
に
つ
い
て―

成

立
・
沿
革
・
所
作―

」（『
史
学
雑
誌
』
��（
、
二
〇
〇
五
年
七
月
）。
以
下
、

特
に
次
節
で
は
、
路
頭
礼
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
負
う
と
こ
ろ
大
き

い
が
、
本
稿
の
行
論
の
都
合
上
、
資
料
の
重
複
を
厭
わ
な
い
。『
弘
安

礼
節
』
や
『
三
条
中
山
口
伝
』
に
従
え
ば
、
左
衛
門
尉
で
あ
る
信
兼
は

本
来
乗
車
を
認
め
ら
れ
な
い
身
分
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
下
車
蹲
踞

で
は
な
く
、
下
車
平
伏
す
べ
き
で
、「
無
礼
」
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
っ

た
。
礼
節
に
則
っ
た
つ
も
り
の
信
兼
に
は
横
暴
に
映
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
第
九
九
話
の
公
卿
に
も
、
礼
を
欠
く
以
長
の
行
為
、
ひ
い
て
は

頼
長
の
行
為
が
横
柄
に
映
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

（
８
）	

随
身
の
と
っ
た
行
動
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　

	

御
供
の
随
身
、
馬
を
走
ら
せ
て
、
か
け
寄
せ
て
、
車
の
尻
の
簾
を
か

り
お
と
し
て
け
り
。
其
時
、
通
清
、
あ
は
て
騒
ぎ
て
、
前
よ
り
ま
ろ

び
落
ち
け
る
程
に
、
烏
帽
子
落
に
け
り
。

（
９
）	

な
お
『
十
訓
抄
』
の
同
話
も
車
が
後
ろ
か
ら
来
る
こ
と
は
文
脈
か
ら
疑

い
な
い
が
、「
あ
と
よ
り
車
二
三
し
て
」
の
傍
線
部
は
な
い
。
こ
の
二

話
の
連
想
関
係
を
主
張
す
る
論
旨
で
は
な
い
が
、
車
の
騒
動
と
し
て
一

連
の
も
の
と
し
て
想
起
さ
れ
る
よ
う
に
考
え
る
。

（
�0
）	

桃
崎
有
一
郎
前
掲
７
論
文
で
も
指
摘
が
あ
る
。

（
��
）	

こ
れ
は
以
長
が
特
に
問
題
視
し
て
い
る
の
が
車
の
向
き
で
あ
る
こ
と
に

よ
る
推
測
だ
が
、
公
卿
が
「
放
牛
立
榻
」
を
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
余

地
も
あ
る
。
そ
の
場
合
に
以
長
は
、
公
卿
が
履
行
し
な
か
っ
た
礼
節
の

う
ち
の
、
よ
り
一
般
的
で
な
い
方
の
故
実
を
問
題
視
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
点
で
、
以
下
の
論
に
若
干
の
修
正
を
要
し
て
も
齟
齬
は
生
じ
な
い
。

本
稿
で
は
頼
長
の
常
識
性
を
重
ん
じ
、「
放
牛
立
榻
」
が
あ
っ
た
と
い
う

立
場
を
と
る
。
頼
長
発
言
「
礼
節
し
て
」
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
よ
る

差
だ
が
、
桃
崎
有
一
郎
前
掲
７
論
文
で
は
、
公
卿
が
「
放
牛
立
榻
」
を

し
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

（
��
）	『
台
記
』
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
九
月
二
十
七
日
に

　
	

自
二
宿
所
一
参
院
、
遇
二
路
太
相
公
一
、
先
余
前
駆
下
馬
、
次
太
相
公
前

駆
下
馬
。
次
余
駐
レ
車
。
次
公
駐
レ
車
。
余
先
駆
示
二
可
レ
被
レ
過
之
由

於
公
前
駆
一
、
公
辞
不
レ
過
、
仍
余
促
レ
駕
参
入
。
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こ
の
時
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
藤
原
実
行
よ
り
も
格
下
の
礼
を
取
っ
て
い

る
。
こ
の
席
次
は
『
公
卿
補
任
』
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
引
用
は
増
補

史
料
大
成
。

（
��
）	

桃
崎
有
一
郎
前
掲
７
論
文
の
指
摘
に
よ
る
。「
直
対
」
が
向
き
直
る
の

如
き
意
味
で
あ
る
可
能
性
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
「
僮
僕
」

に
は
随
身
も
含
ま
れ
る
。

（
�（
）	

同
右
。

（
�（
）	

ま
た
『
上
卿
故
実
』
で
は

　

	

於
路
次
逢
者
、
共
垂
レ
簾
、
僮
僕
令
二
下
馬
一
。
下
﨟
先
留
レ
車
、
上
﨟

次
留
レ
之
。
相
互
動
レ
簾
。
可
早
過

之
由
也

。
後
上
﨟
過
二
其
前
一
。

　

	

今
案
、
是
同
官
之
儀
歟
。
假
仮
大
臣
逢
二
納
言
一
者
、
大
臣
只
過
レ
之	

下
前
駆	

納
言
留
レ
車
。
下
僮
僕

。
納
言
逢
二
参
議
一
之
時
、
又
如
レ
此
。
大
中
納

言
逢
者
、
中
納
言
留
レ
車
、
大
納
言
聊
留
レ
車
、
則
可
レ
過
歟
。
参
議

以
下
逢
二
大
臣
一
者
、放
レ
牛
立
レ
榻
。
或
不
立

。

と
、
こ
れ
も
『
西
宮
記
』
の
冒
頭
の
記
述
と
少
し
く
異
な
る
。
な
お
、

こ
れ
は
上
﨟
の
立
場
の
視
点
を
含
ん
で
い
る
。
引
用
は
続
群
書
類
従
。

（
�（
）	

森
正
人
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
本
文
と
読
書
行
為
」（『
日
本
の
文
学
』

５
、一
九
八
九
年
五
月
）。

（
�（
）	『
枕
草
子
』「
小
白
川
と
い
ふ
所
は
」
に
「
老
上
達
部
さ
へ
笑
ひ
に
く
む
」

と
あ
る
が
、
笑
わ
れ
た
く
な
い
存
在
が
「
老
上
達
部
」
で
あ
る
の
か
、

笑
わ
な
い
は
ず
の
存
在
が
「
老
上
達
部
」
で
あ
る
か
は
、わ
か
り
に
く
い
。

た
だ
上
達
部
と
い
う
身
分
で
あ
る
こ
と
や
、
若
き
殿
上
人
が
人
を
物
笑

い
に
す
る
傾
向
が
あ
っ
て
、
老
人
は
「
大
人
し
」
の
性
質
を
特
に
備
え

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
後
者
と
考
え
る
。

（
�（
）	

左
の
例
は
章
子
内
親
王
立
后
の
場
面
で
あ
る
。

　

	

殿
、
内
大
臣
殿
な
ど
、
御
簾
の
内
に
お
は
し
ま
し
て
、
古
女
房
の
故

宮
の
御
時
よ
り
さ
ぶ
ら
ふ
、
召
し
使
ひ
、
あ
る
べ
き
作
法
ど
も
仰
せ

ら
れ
、　　
　
　
　
　
　
　
　
（『
栄
花
物
語
』
巻
三
六
「
根
あ
は
せ
」）

準
備
の
た
め
に
使
わ
れ
る
古
参
の
女
房
は
、
滞
り
な
く
仕
事
を
す
る
た

め
の
経
験
者
の
人
材
で
あ
る
。
そ
こ
に
そ
れ
ほ
ど
の
評
価
が
認
め
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
し
、
単
純
に
仕
事
の
割
り
振
り
と
し
て
、
古
く
か
ら

の
女
房
が
用
い
ら
れ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
場
面
に
よ
っ
て
は
否

定
的
に
は
な
り
よ
う
が
な
い
。
以
上
の
考
察
は
、「
古
き
～
」
と
は
区
別

し
て
い
る
が
、「
古
き
～
」
に
は
特
別
な
傾
向
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

（
�（
）	

森
正
人
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
言
語
遊
戯
」（『
文
学
』、一
九
八
九
年
一
月
）。

（
�0
）	

野
本
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
改
編
と
指
向―

第
一
七
四
・
一
七
五
話
を
め

ぐ
っ
て―

」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
十
八
集
、
二
〇
〇
六
年
十
月
）

で
、
類
似
の
主
題
を
持
つ
二
話
が
同
じ
視
点
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
な
い

こ
と
、
同
じ
視
点
に
よ
る
把
握
に
よ
っ
て
破
綻
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
論
じ
た
。

（
��
）	
三
木
紀
人
「
無
名
人
の
眼
」（『
國
文
學	

解
釈
と
教
材
の
研
究
』、

一
九
八
四
年
七
月
）。



− （（ −

（
��
）	
小
峯
和
明
『
宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
時
空
』
９
「
昔
話
」（
一
九
九
九
年
、

若
草
書
房
）
が
、
第
四
八
話
の
評
語
に
つ
い
て

　

	

と
く
に
最
後
に
殺
さ
れ
る
隣
の
老
婆
よ
り
も
む
し
ろ
、
最
初
の
老
婆

の
成
功
を
む
や
み
に
「
い
み
じ
き
事
に
」
う
ら
や
ま
し
が
る
近
隣
の

人
々
に
こ
そ
教
訓
の
矢
は
向
け
ら
れ
て
い
よ
う
。
近
隣
の
人
々
と
は

す
な
わ
ち
話
の
聞
き
手
や
読
者
、
一
般
の
凡
俗
に
他
な
ら
な
い
。

と
述
べ
る
。
こ
れ
が
読
者
の
物
語
の
参
画
を
促
す
『
宇
治
拾
遺
』
の
方

法
で
あ
る
点
に
も
一
定
以
上
頷
け
る
が
、
教
訓
の
効
果
と
い
う
面
か
ら
、

第
三
話
の
評
語
に
よ
っ
て
「
隣
の
爺
こ
そ
が
我
が
身
の
分
身
に
他
な
ら

な
い
」
と
読
者
が
悟
ら
さ
れ
る
の
か
は
、
疑
問
が
残
る
。
そ
こ
に
は
嘲

笑
す
る
ほ
ど
の
隣
の
爺
の
愚
か
さ
や
不
器
用
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
第

四
八
話
の
読
解
が
第
三
話
に
投
影
し
強
制
さ
れ
る
か
否
か
は
ま
た
別
の

議
論
で
あ
ろ
う
。
竹
村
信
治
「
宇
治
拾
遺
物
語
論―
表
現
性
と
そ
の
位

相―

」（『
文
芸
と
思
想
』
（（
、
一
九
九
一
年
二
月
）「
宇
治
拾
遺
物
語
の

表
現
」、（『
中
古
文
学
の
形
成
と
展
開
』
所
収
、
一
九
九
五
年
、
和
泉
書

院
）、『
言
述
論
』「
説
話
の
言
述
」（
二
〇
〇
三
年
、笠
間
書
院
）
は
、『
宇

治
拾
遺
』
中
で
、
既
知
の
型
と
の
違
和
感
、「
際
立
て
ら
れ
た
差
異
」
に

特
に
着
目
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
浮
か
び
上
が
る
の
は
差
異
で
あ
る
ま

い
か
。

（
��
）	

荒
木
浩
前
掲
１
論
文
が
、「
個
々
の
説
話
世
界
の
想
念
に
蓄
積
し
、
以

前
の
頁
を
思
い
返
し
な
が
ら
、
物
語
の
流
れ
を
見
守
る
読
み
」
を
『
宇

治
拾
遺
』
の
方
法
と
し
て
捉
え
、

　

	

眼
前
に
読
み
進
め
て
い
る
説
話
の
読
み
を
刺
激
し
、
動
揺
さ
せ
て
、

よ
り
拡
が
っ
た
説
話
世
界
を
形
成
す
る
、
と
い
う
一
連
の
行
為
こ
そ

「
連
想
」

と
指
摘
す
る
。
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
繋
が
り
が

ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
と
い
う
視
点
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。


