
『
今
昔
物
語
集
』
本
鞠
世
俗
部
の
仏
教
的
背
景

巻
二
十
八
を
め
ぐ
っ
て

船
　
城

梓

円
表
－
出
「
奇
異
シ
」

の
分
布

は
じ
め
に

　
本
論
文
で
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
い
わ
ゆ
る
本
朝
世
俗
部
の
後
半
、

す
な
わ
ち
巻
二
十
六
以
降
の
巻
に
つ
い
て
、
わ
け
て
も
巻
二
十
八
の
問
題

を
吟
味
し
て
ゆ
く
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
巻
二
十
八
は
、
こ
れ
ま
で
「
鳴
呼
」
（
乃
至
「
ヲ
コ
」
）
・
「
物
云
ヒ
」

と
い
っ
た
語
を
軸
と
し
て
一
貫
し
て
「
笑
い
」
・
「
滑
稽
」
を
扱
っ
た
巻
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
経
緯
を
持
つ
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
捉
え
方

は
他
の
様
々
な
要
素
と
の
齪
館
も
多
く
、
必
ず
し
も
十
全
な
も
の
で
あ
る

と
は
言
い
切
れ
な
い
憾
み
が
あ
る
。

　
例
え
ば
、
「
奇
異
シ
」
の
語
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
「
奇
異
シ
」

は
、
森
正
人
氏
が
「
物
語
の
論
理
と
編
者
の
論
理
の
相
剋
の
あ
ら
わ
れ
」

と
す
る
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
編
纂
意
識
と
密
接
に
関
わ
る
重
要
な
語
で

　
＾
↓

あ
る
。
表
！
に
そ
の
分
布
を
示
す
（
猶
、
「
奇
異
シ
」
は
天
竺
部
・
震
旦

部
に
は
現
れ
な
い
）
。

　
鑑
み
る
に
下
の
「
奇
異
シ
」
の
分
布
は
、
巻
二
十
六
以
降
の
巻
に
つ
い

て
一
定
の
共
通
し
た
あ
り
方
乃
至
共
通
す
る
基
盤
－
そ
れ
ら
は
当
然
、

「
物
語
の
論
理
と
編
者
の
論
理
の
相
剋
」
を
内
包
す
る
か
、
あ
る
い
は
相

剋
そ
の
も
の
と
な
る
ー
の
存
在
を
予
想
さ
せ
る
。
だ
が
、
今
現
在
一
般
的

に
言
わ
れ
て
い
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
本
朝
世
俗
部
の
後
半
の
各
巻
に
つ

い
て
の
テ
ー
マ
を
示
せ
ば
（
括
弧
の
中
は
各
巻
の
表
題
）
、

　
　
巻
二
十
六
　
宿
報
　
　
　
　
　
　
　
一
本
朝
付
宿
報
一

　
　
巻
二
十
七
　
怪
異
　
　
　
　
　
　
　
一
本
朝
付
霊
鬼
一

　
　
巻
二
十
八
　
笑
い
・
滑
稽
　
　
　
　
一
本
朝
付
世
俗
一
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巻
二
十
九
　
悪
行
　
　
　
　
　
　
　
（
本
朝
付
悪
行
）

　
　
巻
二
十
　
　
恋
愛
・
愛
別
離
苦
　
　
（
本
朝
付
雑
事
一

　
　
巻
三
十
一
　
雑
　
　
　
　
　
　
　
（
本
朝
付
雑
事
一

と
な
っ
て
、
「
本
朝
部
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
他
に
、
そ
一
」
に
何
か

共
通
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。

　
又
同
時
に
、
本
朝
世
俗
部
の
後
半
の
巻
の
中
で
も
巻
二
十
八
が
と
り
わ

け
異
質
な
巻
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
即
座
に
了
解
さ
れ
る
。
「
怪
異
」

と
「
悪
行
」
を
扱
う
巻
に
挟
ま
れ
て
「
笑
い
・
滑
稽
」
を
扱
っ
た
巻
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
唐
突
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
小

峯
和
明
氏
も
、
「
全
四
十
四
語
の
内
容
か
ら
「
鳴
呼
」
の
笑
い
を
テ
ー
マ

に
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
疑
い
の
余
地
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、

特
に
巻
二
六
「
宿
報
」
、
巻
二
七
「
霊
鬼
」
、
巻
二
十
九
「
悪
行
」
と

い
っ
た
一
連
の
テ
ー
マ
に
は
さ
ま
れ
た
巻
二
八
を
ど
う
関
連
づ
け
て

読
む
か
は
難
問
だ
。
単
に
お
も
し
ろ
お
か
し
い
話
を
集
め
て
読
者
を

笑
い
の
渦
に
ま
き
こ
も
う
と
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

と
疑
義
を
呈
し
て
お
り
、
『
今
昔
物
語
集
』
研
究
の
上
で
も
特
に
根
深
い

問
題
の
一
つ
と
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
巻
二
十
八
に
は
本
朝
世
俗
部
後
半
巻
の
共
通
性
を
示
す

徴
証
と
そ
れ
を
否
定
す
る
徴
証
と
が
、
共
に
見
ら
れ
る
と
い
う
矛
盾
が
あ

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
齪
館
は
一
体
何
故
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
あ
ま
り
に
「
笑
い
」
・

「
滑
稽
」
を
強
調
し
て
き
た
ザ
」
と
に
よ
っ
て
、
巻
二
十
八
の
あ
る
種
の
側

面
が
閑
却
さ
れ
、
結
果
と
し
て
巻
二
十
八
と
周
辺
の
巻
と
の
連
接
の
契
機

が
不
明
瞭
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
あ
っ
て
筆
者
は
、
巻
二
十
八
を
検
証
し
、
見
つ
め
直

す
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
は
同
時
に
本
朝
世
俗
部
後
半
巻
の
編
纂
意
識
を
探

る
手
始
め
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

先
行
研
究
お
よ
び
研
究
史
の
概
略

（
1
）
、
研
究
史
の
概
略

　
7
」
こ
で
は
、
ざ
っ
と
で
は
あ
る
が
研
究
史
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

　
既
に
述
べ
た
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
の
研
究
は
、
多
く
「
鳴

呼
」
の
語
を
読
解
の
基
軸
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
巻
二
十
八
の
研
究
史

は
、
「
嶋
呼
」
を
ど
の
様
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
歴
史
で
あ
っ
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

　
そ
れ
に
つ
い
て
、
ま
ず
片
寄
正
義
氏
が
「
巻
二
十
八
の
研
究
」
に
お
い

て
、
「
嶋
呼
」
の
語
に
注
目
し
巻
二
十
八
を
論
じ
て
い
る
。
氏
は
巻
二
十

八
と
芸
能
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
、
今
日
に
至
る
巻
二
十
八

研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
）

　
続
い
て
あ
ら
わ
れ
た
の
は
柳
田
國
男
氏
の
「
嶋
瀞
の
文
学
」
で
あ
る
。

こ
の
論
考
に
お
い
て
柳
田
氏
は
、
「
ヲ
コ
」
を

　
人
を
樂
し
ま
し
め
る
文
學
の
一
つ
に
、
日
本
で
は
ヲ
コ
と
い
ふ
物

の
言
ひ
方
が
あ
つ
た
。
（
中
略
）
今
昔
の
第
二
十
八
巻
に
は
、
四
十

四
の
ヲ
コ
の
物
語
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
悉
く
今
日
の
言
葉
で
も
、
ヲ

カ
シ
イ
と
い
ふ
語
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
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と
し
、
巻
二
十
八
の
根
本
に
「
ヲ
コ
」
と
い
う
「
笑
は
ず
に
居
ら
れ
ぬ
」

「
笑
い
の
文
学
」
が
存
在
し
て
い
る
と
説
い
た
。
現
在
巻
二
十
八
に
つ
い

て
論
じ
ら
れ
る
際
に
は
、
多
く
こ
の
柳
田
氏
の
「
ヲ
コ
」
に
つ
い
て
の
昆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
）

地
を
前
提
乃
至
基
盤
と
し
て
お
り
、
後
へ
の
影
響
は
は
か
り
し
れ
な
い
。

　
さ
て
続
い
て
巻
二
十
八
研
究
史
の
上
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
の
は
、

小
峯
和
明
氏
と
森
正
人
氏
で
あ
る
。

　
先
に
小
峯
氏
に
つ
い
て
見
よ
う
。
氏
は
、
二
次
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
巻

二
十
八
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
最
初
に
『
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
構

＾
6
｝

造
』
一
以
下
『
形
成
と
構
造
』
一
中
の
「
本
朝
〈
王
法
〉
部
の
組
織
」
で
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

二
十
八
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
後
、
『
説
話
の
声
』
に
収
め
ら
れ
た
「
笑

う
声
」
に
お
い
て
先
の
論
考
を
さ
ら
に
展
開
・
深
化
さ
せ
る
作
業
を
行
っ

て
い
る
。
事
実
上
こ
の
二
つ
の
論
考
は
一
体
の
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
小
峯
氏
は
「
本
朝
〈
王
法
〉
部
の
組
織
」
に
お
い
て
、
巻
二
十
八
の
牲

格
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

た
。
（
中
略
）
い
わ
ゆ
る
笑
い
話
と
の
差
異
は
そ
こ
に
あ
り
、
今
昔

物
語
集
は
「
嶋
呼
」
の
笑
い
を
軸
に
、
処
世
法
を
示
そ
う
と
す
る
。

人
の
ふ
り
昆
て
我
が
ふ
り
正
せ
式
の
教
訓
話
と
し
て
物
語
は
機
能

し
、
従
っ
て
単
純
に
笑
っ
て
す
ま
さ
れ
ぬ
面
が
あ
る
。
笑
い
自
体
も

攻
撃
的
な
社
会
的
制
裁
の
笑
い
が
多
い
。

と
し
、
さ
ら
に

て
「
物
云
ヒ
」

「
嶋
呼
」
に
対
応
す
る
も
う
一

に
着
目
し
て
、

　
も
う
一
面
の
笑
い
が
「
物
云
ヒ
」

の
に
か
な
う
。
当
意
即
妙
の
機
知
、

賞
賛
さ
れ
る
。
一
中
略
一

　
「
嶋
呼
」
に
比
べ
て
質
が
高
く
、

よ
り
文
化
的
な
笑
い
と
い
え
よ
う
。

つ
の
巻
二
十
八
の
軸
と
し

で
こ
ち
ら
は
興
言
利
口
そ
の
も

機
転
の
笑
い
で
あ
り
、
（
中
略
一

攻
撃
的
制
裁
的
性
格
は
な
く
、

一15一

　
巻
二
十
八
の
題
は
「
世
俗
」
で
あ
る
が
、
内
容
は
す
べ
て
笑
い
に

関
す
る
も
の
で
、
滑
稽
、
興
言
利
口
を
主
題
と
す
る
と
み
て
よ
い
。

（
中
略
）
「
嶋
呼
」
と
「
物
云
ヒ
」
を
輔
に
、
笑
い
を
め
ぐ
る
関
係

性
が
浮
上
す
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
上
で
小
峯
氏
は
「
嶋
呼
」
を
、

　
「
嶋
呼
」
は
馬
鹿
と
同
義
に
扱
わ
れ
る
が
、
本
来
よ
り
含
蓄
あ
る

表
現
だ
っ
た
こ
と
は
、
柳
田
国
男
の
指
摘
す
る
通
り
。
少
な
く
と

も
、
笑
い
に
結
び
つ
く
失
態
、
行
為
で
滑
稽
の
意
に
む
し
ろ
近
か
っ

と
述
べ
、

し
て
い
る

こ
の
「
鳴
呼
」
と
「
物
云
ヒ
」

（
以
下
「
図
式
甲
」
）
。

あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
図
式
化

鳴
呼
　
－
不
覚
・
失
態
・
暗
愚
－
非
難
、

物
云
ヒ
ー
機
知
・
才
覚
・
徳
－
賞
賛

教
訓

　
以
上
が
『
形
成
と
構
造
』
段
階
で
の
小
峯
氏
の
認
識
で
あ
り
、
最
終
的

に
「
笑
い
に
よ
る
社
会
秩
序
化
を
企
図
し
た
巻
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、

こ
の
段
階
に
お
け
る
小
峯
氏
の
巻
二
十
八
に
つ
い
て
の
結
論
と
な
る
。

　
た
だ
し
、
小
峯
氏
が
「
純
然
た
る
滑
稽
謂
と
は
言
え
な
い
」
と
し
て
第



十
二
・
二
十
二
・
三
十
五
・
三
十
九
・
四
十
四
の
五
つ
の
例
外
話
の
存
在

を
認
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
後
に
書
か
れ
た
「
笑
う
声
」
で
は
、
右
に
述
べ
た
内
容

か
ら
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
前
掲
の
図
式
と
、
「
笑
う
声
」

に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
図
式
と
の
違
い
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
様

に
な
る
。
（
以
下
「
図
式
乙
」
一
。

∴
ピ
ジ
ジ
い
パ
㌧
一

　
『
形
成
と
構
造
』
段
階
か
ら
、
右
で
見
ら
れ
る
様
な
変
化
を
遂
げ
た
の
は
、

一
」
の
間
に
「
ヲ
コ
」
に
つ
い
て
の
認
識
が
次
の
様
に
変
化
し
た
た
め
で
あ

る
。

　
柳
田
は
ヲ
コ
の
本
質
に
人
が
あ
ま
ね
く
も
つ
心
の
不
覚
に
注
目
し

た
。
こ
れ
も
『
今
昔
物
語
集
』
を
読
み
込
む
と
み
え
て
く
る
特
徴
で

は
あ
る
が
一
第
三
話
「
曽
丹
の
『
心
ノ
不
覚
』
」
一
、
そ
れ
は
無
意
識

の
ヲ
コ
に
傾
斜
し
た
と
ら
え
方
で
あ
っ
て
、
よ
り
意
識
的
な
ヲ
コ
が

あ
っ
た
こ
と
も
等
価
に
み
る
必
要
が
あ
る
。
（
中
略
）
要
す
る
に
、

無
意
識
の
ヲ
コ
は
「
シ
レ
コ
ト
」
に
傾
斜
し
、
意
識
的
な
ヲ
コ
は

「
物
云
ヒ
」
に
上
昇
す
る
、
と
規
定
し
う
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に

か
ら
ま
り
あ
う
か
に
個
々
の
物
語
の
位
相
が
間
わ
れ
る
、
と
い
っ
て

よ
い
。
「
シ
レ
コ
ト
」
の
ヲ
コ
は
糾
弾
さ
れ
、
教
訓
ま
で
と
も
な
う

場
含
も
あ
り
、
「
物
云
ヒ
」
は
世
の
賞
賛
を
あ
び
る
徳
に
ま
で
高
め

ら
れ
る
。
ヲ
コ
の
方
位
は
正
と
負
の
双
方
に
ゆ
れ
動
く
。
旧
著
で

「
鳴
呼
」
を
「
物
云
ヒ
」
と
対
比
的
に
と
ら
え
た
表
を
示
し
た
が
、
そ

の
「
鳴
呼
」
は
「
シ
レ
コ
ト
」
と
す
べ
き
だ
っ
た
。
ヲ
コ
は
双
方
を

ふ
く
み
こ
む
上
位
概
念
と
し
て
あ
る
の
で
、
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
れ
が
、
「
笑
う
声
」
段
階
に
お
け
る
小
峯
氏
の
見
解
で
あ
り
、
意
識

性
と
い
う
問
題
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
特
徴
的
な
変
化
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
外
話
の
問

題
で
あ
っ
て
、
先
程
と
変
わ
っ
て
、
「
第
二
二
、
二
五
、
三
五
、
三
七
、

三
九
、
四
四
話
」
の
六
つ
の
所
収
語
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
が
、
小
峯
氏
に
お
け
る
巻
二
十
八
に
関
す
る
昆
解
で
あ
る
。

　
こ
の
小
峯
氏
の
議
論
で
重
要
な
の
は
、
現
在
の
「
嶋
呼
」
に
関
す
る
諸

論
が
、
概
ね
小
峯
氏
が
示
し
た
二
つ
の
図
式
の
ど
ち
ら
か
に
分
類
可
能
で

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
鳴
呼
」
と
「
物
云
ヒ
」
の
関
わ
り
の

中
に
、
巻
二
十
八
の
あ
り
方
を
探
る
と
い
う
現
在
の
巻
二
十
八
研
究
の
方

法
に
道
を
開
い
た
の
が
、
小
峯
氏
の
研
究
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
続
い
て
は
森
正
人
氏
の
見
解
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
昌
一

　
森
氏
は
「
今
昔
物
語
集
の
編
纂
と
本
朝
篇
世
俗
部
」
に
お
い
て

　
巻
二
十
八
は
、
笑
い
を
主
題
と
す
る
巻
で
あ
る
。
笑
い
を
主
題
と

し
て
一
巻
が
編
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
、
こ
の
巻
が
ど
の
よ
う
な
位
置

を
与
え
ら
れ
よ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
時
、
説
話

の
な
か
で
笑
い
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
が
手
掛
か

り
と
な
ろ
う
。
こ
の
巻
に
収
め
ら
れ
た
説
話
は
、
そ
の
笑
い
の
契
機

と
な
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
笑
い
の
牲
質
に
よ
っ
て
、
犬
き
く
二
つ
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に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
嶋
呼
」
と
「
物
云
ヒ
」
で
あ
る
。
「
鳴

呼
」
は
今
日
の
滑
稽
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
が
、
逸
脱
、
不
調
和
、
失
態

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
お
か
し
さ
で
あ
る
。
一
中
略
）

　
笑
い
は
こ
の
よ
う
に
、
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
約
束
ご
と
や
常
識
や

価
値
や
権
威
を
転
倒
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
秩
序
破

壊
の
側
面
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
一

と
し
、
さ
ら
に
『
王
朝
語
辞
典
』

う
に
述
べ
て
い
る
。

で
「
を
一
」
」

の
項
を
執
筆
し
、
次
の
よ

を
こ
　
鳥
瀞

　
滑
稽
、
体
裁
の
わ
る
い
こ
と
、
笑
わ
れ
る
べ
き
姿
や
言
動
。
（
中

略
一
「
を
こ
」
は
人
の
笑
い
を
よ
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
新

猿
楽
記
』
の
「
都
て
猿
楽
の
態
、
嶋
呼
の
詞
は
、
腸
を
断
ち
噸
を
解

か
ず
と
い
ふ
こ
と
な
き
な
り
」
。
ま
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
八
に

は
多
く
の
笑
い
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
「
物
云
ヒ
」

す
な
わ
ち
興
言
利
口
の
お
か
し
さ
の
ほ
か
、
人
の
姿
と
言
動
の
「
鴫

呼
」
が
笑
わ
れ
て
い
る
。
（
中
絡
）
こ
の
よ
う
に
「
を
こ
」
が
笑
い

を
よ
ぶ
も
の
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
恥
の
意
識
と
深
く
結
ぶ
ヲ
」

と
に
な
る
。

右
が
森
氏
の
基
本
的
な
巻
二
十
八
の
把
握
で
あ
り
社
会
の
秩
序
と
笑
い

の
関
わ
り
を
積
極
的
に
評
価
し
そ
こ
か
ら
巻
二
十
八
を
見
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
概
ね
小
峯
氏
の
「
図
式
甲
」
に
集
約
さ
れ
る
議
論
と
言
え
る
。

さ
て
、
最
近
の
動
向
と
し
て
、
巻
二
十
八
の
「
笑
い
」
を
、
猿
楽
・
芸

能
と
の
関
わ
り
に
帰
納
し
て
ゆ
く
向
き
が
あ
る
。
樹
下
文
隆
氏
「
『
今
昔

物
語
集
』
巻
二
十
八
に
お
け
る
笑
い
の
意
昧
－
誰
が
笑
い
、
誰
が
笑
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
｝

れ
、
何
が
可
笑
し
い
の
か
－
」
は
、
巻
二
十
八
に
つ
い
て
の
最
新
の
見
地

で
あ
り
、
現
在
の
巻
二
十
八
研
究
の
こ
の
傾
向
を
良
く
示
し
て
い
る
。

　
樹
下
氏
は
、
「
鳴
呼
」
の
分
析
か
ら

　
ど
う
や
ら
編
者
は
少
な
く
と
も
巻
二
十
八
に
お
い
て
は
、
愚
か
な

行
為
を
嶋
呼
と
し
て
忌
避
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
つ
ま
り
、
巻
二
十
八
の
笑
い
の
主
役
は
嶋
呼
で
は
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

と
い
う
提
起
を
行
い
　
『
今
昔
物
語
集
』

の
他
の
巻
の
用
例
を
検
討
し
て
、

　
嶋
呼
は
、
編
者
に
と
っ
て
非
難
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
滑
稽

謂
の
要
素
を
持
つ
説
話
に
お
い
て
は
、
考
え
な
く
相
手
を
鳴
呼
と

潮
っ
た
り
、
潮
っ
た
挙
げ
旬
に
自
分
が
嶋
呼
な
行
為
を
し
て
し
ま
っ

た
者
が
徹
底
的
に
笑
わ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
能
力
を
愛
で
て

笑
わ
れ
て
は
い
な
い
。
す
べ
て
自
業
白
得
だ
と
い
う
厳
し
い
笑
い
が

読
み
取
れ
る
。

と
「
嶋
呼
」

を
捉
え
て
い
る
。
さ
ら
に
巻
二
十
八
第
一
を

　
本
語
は
舞
台
と
い
い
登
場
人
物
と
い
い
、
猿
楽
を
も
ど
く
の
に
絶

好
の
設
定
が
な
さ
れ
て
あ
っ
た
。
一
中
略
）
少
な
く
と
も
巻
二
十
八
に

は
当
時
の
猿
楽
芸
の
実
態
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
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と
し
て
、
稲
荷
の
猿
楽
の
も
ど
き
と
捉
え
、

そ
の
上
で

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
は
、
そ
の
中
に
種
種
の
要
素
を
混
在

さ
せ
な
が
ら
も
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
笑
い
の
芸
能
の
実
態
を
か
い

ま
見
せ
笑
い
の
文
芸
が
進
む
べ
き
一
つ
の
方
向
性
を
示
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
編
者
は
、
愚
か
な
行
為
と
し
て
の
鳴
呼
が
生
み
出
す
笑

い
を
退
け
、
思
慮
深
い
物
云
ヒ
と
思
慮
深
い
行
為
が
生
み
出
す
笑
い

を
人
々
に
勧
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
（
中
略
）
巻
二

十
八
の
揮
尾
を
飾
る
第
四
十
四
話
は
、
や
は
り
思
慮
深
い
行
為
へ
の

賛
美
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
こ
そ
編
者
が
笑
い
に
求
め
た
一
貫
し
た
主

張
が
見
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
、
巻
二
十
八
に
お
け
る
芸
能
を
含
み
込
む
「
物
云
ヒ
」
の
優
越
を
述
べ
、

そ
の
結
論
と
し
て
い
る
。

　
こ
こ
ま
で
見
た
様
に
、
樹
下
氏
の
述
べ
る
所
は
、
「
図
武
甲
」
に
収
ま

り
、
「
鳴
呼
」
が
賞
賛
さ
れ
る
面
を
持
つ
と
す
る
小
峯
氏
の
「
図
式
乙
」

に
対
し
て
再
考
を
促
す
も
の
と
も
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
）

　
以
上
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
の
先
行
研
究
の
主
な
も
の
で
あ
る
。

一
2
）
、
先
行
研
究
の
間
題

　
本
節
で
は
、
先
行
研
究
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
る
。
お
お
よ
そ
、
そ

れ
は
二
つ
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
嶋
呼
」
に
関
す
る
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
既
に
述
べ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
巻
二
十
八
の
研
究
は
「
嶋
呼
」
の
解
釈
を
そ
の
中
心
的
な
問

題
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
逆
に
言
え
ば
、
「
嶋
呼
」
が
「
笑
い
」
と

関
わ
る
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
巻
二
十
八
を
し
て
「
笑
い
」
の
巻
た
ら

し
め
て
き
た
最
も
端
的
な
根
拠
な
の
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
「
鳴
呼
」
の
語

に
つ
い
て
は
小
峯
氏
に
お
け
る
論
の
修
正
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
必
ず
し

も
そ
の
有
様
が
明
快
で
は
な
い
。
「
鳴
呼
」
は
「
笑
い
」
に
関
わ
る
の
か

関
わ
ら
な
い
の
か
、
又
正
負
に
評
価
が
揺
れ
る
の
か
揺
れ
な
い
の
か
、
大

い
に
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
二
つ
目
の
問
題
は
、
「
物
云
ヒ
」
に
関
す
る
間
題
で
あ
る
。
一
つ
目
の

問
題
に
明
ら
か
な
よ
う
に
先
行
研
究
に
お
け
る
「
嶋
呼
」
の
把
握
に
つ
い

て
は
疑
問
が
残
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
「
鳴
呼
」
同
様
巻
二
十
八
の
指
標
と

な
る
語
と
し
て
扱
わ
れ
、
「
嶋
呼
」
と
連
動
す
る
形
で
そ
の
把
握
が
な
さ

れ
て
き
た
「
物
云
ヒ
」
は
、
必
然
的
に
検
討
が
必
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
全
く
考
慮
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
先
行
研
究

に
お
い
て
は
常
に
、
「
物
云
ヒ
」
は
正
の
評
価
を
受
け
る
も
の
と
し
て
扱

わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
修
正
を
施
し
な
が
ら
も
小
峯
氏
が
甲
・
乙
の
両

図
式
で
「
物
云
ヒ
」
は
賞
賛
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
時
「
物
云
ヒ
」
が
負
の
評
価
を
受
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
物

云
ヒ
」
の
指
標
と
し
て
の
あ
り
方
は
全
く
異
な
る
も
の
と
な
る
。
正
し
く

巻
二
十
八
に
つ
い
て
の
犬
き
な
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
二
つ
が
先
行
研
究
に
お
け
る
問
題
点
の
犬
き
な
所
で
あ
り
、
こ
れ

ら
が
こ
れ
ま
で
と
全
く
違
っ
た
あ
り
方
を
有
す
る
の
な
ら
ば
、
巻
二
十
八

の
性
格
は
白
ず
か
ら
違
っ
た
も
の
と
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
巻
二
十
八
が

ど
の
よ
う
な
巻
で
あ
る
か
と
い
う
根
本
的
命
題
を
解
き
明
か
す
た
め
に

は
、
右
の
二
つ
の
問
題
の
解
決
が
必
要
不
可
欠
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
、
次
章
以
降
、
右
の
二
つ
の
間
題
を
も
と
に
、
巻
二
十
八
に
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つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

ゆ
く
こ
と
に
し
た
い

猶
、

便
宜
上
私
に
傍
線
を
付
し
た
箇
所
が
あ
る
。

二
、
「
鳴
呼
」
の
確
認

　
前
章
に
お
い
て
述
べ
た
問
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
の
手
続
き
と
し

て
、
「
嶋
呼
」
の
用
例
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
。

　
こ
れ
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
「
嶋
呼
」
が
巻
二
十
八
に

つ
い
て
指
標
と
な
る
重
要
な
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
と
、

そ
れ
故
に
「
鳴
呼
」
の
語
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
他
の
重
要
な

語
彙
一
例
え
ば
「
物
云
ヒ
」
）
の
検
討
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
事
情
に

よ
る
。
又
こ
こ
で
主
に
確
認
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
鳴
呼
」
が
「
笑
い
」
と

積
極
的
に
関
わ
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
、
「
鳴
呼
」
が
正
負
の
評
価

の
間
を
揺
れ
動
き
う
る
か
と
い
う
こ
と
の
二
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
時
、
そ
の
作
業
に
は
、
①
『
今
昔
物
語
集
』
以
外
の
文
献
の
用

例
・
②
『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
二
十
八
以
外
の
巻
の
用
例
・
③
巻
二
十
八

の
用
例
、
の
三
つ
の
区
分
が
考
え
ら
れ
る
が
、
三
十
例
程
あ
る
『
今
昔
物

語
集
』
の
巻
二
十
八
以
外
の
巻
の
用
例
に
つ
い
て
は
近
時
樹
下
文
隆
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
岨
）

詳
細
な
検
討
が
あ
る
こ
と
か
ら
詳
し
く
は
そ
ち
ら
に
譲
り
、
本
稿
で
は

『
今
昔
物
語
集
』
以
外
の
文
献
な
ら
び
に
巻
二
十
八
の
用
例
を
中
心
に
見

て
ゆ
く
も
の
と
す
る
。

↑
一
、
『
今
昔
物
語
集
』

以
外
の
文
献
に
お
け
る
「
嶋
呼
」

の
用
例

　
一
」
こ
で
は
『
今
昔
物
語
集
』
以
外
の
文
献
、
す
な
わ
ち
先
行
研
究
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

い
て
も
「
鳴
呼
」
の
確
認
を
行
う
際
に
用
い
ら
れ
て
き
た
『
中
右
記
』
・

　
　
竈
一
　
　
　
　
　
　
　
一
1
5
）

『
玉
葉
』
・
『
明
月
記
』
の
三
文
献
に
つ
い
て
、
「
鴫
呼
」
の
用
例
を
見
て

AB
頃
而
召
功
過
文
書
、
此
間
右
宰
相
中
將
、
琴
藤
宰
相
参
加
、
右
中
辮

爲
隆
、
右
小
辮
實
光
、
進
諸
國
文
書
、
麟
耀
　
左
宰
相
中
將
桟
聯
別

當
見
合
、
右
宰
相
中
絡
、
家
、
書
定
文
、
而
被
書
定
文
之
間
及
敷
刻
、

已
帳
讃
了
後
、
猛
未
被
書
終
、
忘
却
文
字
、
傍
人
々
離
指
示
、
猛
以

不
費
悟
、
或
仰
天
、
或
伏
地
、
衆
人
入
険
壷
、
此
事
爲
公
事
甚
以

不
便
也
、
有
鴫
呼
氣
、
此
人
不
被
参
可
宜
欺
、
不
堪
之
事
強
被
勤
、

還
似
無
心
也
、
一
中
略
一
除
目
漸
欲
終
、
右
宰
相
中
將
未
書
終
、
誠

以
不
便
也
、
衆
人
教
之
、
纏
令
書
終
、
予
披
見
定
文
之
虜
、
文
字
或

落
或
不
成
、
一
後
略
一
　
　
　
一
『
中
右
記
』
、
天
永
二
年
正
月
廿
日
条
一

左
犬
辮
被
讃
帳
間
、
於
事
不
得
心
、
先
毎
一
條
譲
了
可
待
上
卿
輿
奪

也
、
而
早
々
欲
讃
、
或
又
當
任
帳
粁
讃
帳
申
粁
盆
上
卿
、
此
事
不
可

然
、
當
任
帳
粁
護
帳
共
讃
了
可
受
上
卿
典
奪
也
、
大
略
不
知
作
法
欺
、

度
々
窺
昆
之
所
、
只
以
如
此
、
凡
末
代
功
過
之
定
、
鳴
呼
之
事
欺
、

上
卿
毛
不
被
答
、
犬
辮
毛
不
申
上
、
甚
以
不
便
也
、
功
過
定
朝
家
之

大
事
也
、
全
不
被
沙
汰
何
爲
哉
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
中
右
記
』
、
保
安
元
年
正
月
廿
六
日
条
）

義
伸
已
欲
襲
法
皇
宮
云
々
、
一
中
略
一
夢
非
夢
歎
、
魂
晩
退
散
万
事

　
　
　
〔
淡
家
イ
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
今
イ
〕

不
覚
、
凡
□
本
朝
天
下
之
乱
逆
離
有
其
数
、
未
有
如
口
度
之
乱
、
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一
中
略
一
今
日
、
二
位
中
納
言
兼
房
参
院
、
含
戦
之
間
、
為
雑
人
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
可
迷
イ
〕

隔
僕
従
・
乗
物
等
、
歩
行
而
迷
出
、
当
時
在
小
屋
、
□
］
乗
物
之
由
、

以
雑
色
男
被
示
送
、
価
相
具
牛
□
H
送
遣
之
処
、
尋
失
了
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
｛
慈
円
一

後
聞
歩
行
来
法
性
寺
僧
都
之
許
云
々
、
及
深
更
被
帰
家
了
云
々
、
日

来
被
籠
居
之
人
、
何
故
今
日
被
院
参
哉
、
尾
籠
之
甚
謂
嶋
呼
々
々
、

定
為
天
下
之
沙
汰
欺
、
　
一
『
玉
葉
』
、
寿
永
二
年
十
一
月
十
九
日
条
）

廿
九
日
、
丁
巳
、
霜
凝
、
天
晴
、
去
比
或
枕
門
依
世
途
之
険
難
、
御
領

一
所
可
給
之
由
、
懇
望
安
嘉
門
院
、
依
家
領
之
隣
、
被
申
安
樂
壽
院

領
、
依
有
鳥
羽
院
御
遣
誠
等
不
許
、
急
怨
事
更
無
道
理
由
緒
、
鳴
呼

之
由
有
沙
汰
云
々
繍
一
鼎
髄
棋
蠕
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
『
明
月
記
』
、
寛
喜
二
年
九
月
廿
九
日
条
一

　
ま
ず
A
を
見
よ
う
。
こ
れ
は
『
中
右
記
』
天
永
二
年
正
月
廿
日
条
の
用

例
で
あ
る
。

　
こ
の
日
は
除
目
始
。
そ
の
公
事
に
つ
い
て
の
記
述
が
進
む
中
で
、
「
嶋

呼
」
は
現
れ
て
く
る
。
右
宰
相
中
将
藤
原
家
政
が
文
書
の
作
成
に
あ
た
っ

た
と
こ
ろ
、
何
時
間
か
か
っ
て
も
書
き
終
わ
ら
な
い
。
家
政
は
文
字
を
忘

れ
て
し
ま
い
、
教
え
て
や
っ
て
も
思
い
出
せ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
見
て
、

或
る
者
は
天
を
仰
ぎ
、
或
る
者
は
地
に
突
っ
伏
し
、
集
ま
っ
て
い
た
人
々

は
皆
大
笑
い
し
た
と
い
う
。
こ
れ
を
う
け
て
宗
忠
は
、
〔
こ
の
甲
」
と
は
公

事
を
行
う
の
に
大
変
都
合
が
悪
い
。
「
有
鳴
呼
之
氣
」
。
こ
の
人
（
家
政
）

は
出
勤
し
て
こ
な
い
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
出
来
な
い
こ
と
を
無
理

矢
理
に
務
め
る
の
は
、
か
え
っ
て
、
思
い
や
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
通

じ
る
の
だ
か
ら
。
〕
と
、
概
ね
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
条
に
つ
い
て
小
峯
氏
は
「
笑
話
」
と
認
定
し
、
「
或
仰
天
、

地
」
と
い
う
部
分
を
家
政
の
行
動
と
捉
え
た
上
で
、

或
伏

貴
族
杜
会
の
衆
目
を
集
め
る
晴
れ
の
場
の
失
態
が
笑
い
の
効
果
を
高

め
る
。
（
中
略
一
「
咲
壷
」
（
笑
い
が
極
み
に
達
す
る
意
）
と
い
う
比
楡

表
現
と
あ
わ
せ
、
「
或
仰
レ
天
、
或
伏
レ
地
」
と
い
う
対
旬
仕
立
て
に
す

で
に
宗
忠
の
記
述
に
の
せ
ら
れ
た
お
か
し
み
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
一
蝸
）

と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
実
際
に
は
「
或
仰
天
、
或
伏
地
」
は
家
政
の
状
態
を
昆
た

人
々
の
あ
り
方
と
考
え
ら
れ
、
宗
忠
の
「
有
鳴
呼
氣
」
と
い
う
言
葉
は
間

題
の
あ
る
人
物
が
要
職
に
つ
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
の
、
そ
し
て
又
そ

の
よ
う
な
事
態
を
出
来
せ
し
め
た
政
治
状
況
に
対
し
て
の
、
強
い
批
判
の

中
か
ら
現
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
家
政
に
対
す
る
為
政
者
失
格
の
烙
印

と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
後
に
続
く
「
此
人
不
被
参
可
宜

歎
、
不
堪
之
事
強
被
勤
、
還
似
無
心
也
」
と
い
う
箇
所
に
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
鳴
呼
」
を
単
純
に
「
笑
い
」
に
帰
納
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
こ

う
し
た
こ
の
条
全
体
の
意
味
合
い
か
ら
鑑
み
て
、
疑
問
が
残
る
。
こ
こ
で

の
「
鴫
呼
」
は
「
尋
常
で
な
い
」
・
「
と
ん
で
も
な
い
」
と
い
っ
た
意
昧
合

い
に
な
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
A
の
用
例
だ
け
で
は
若
干
事
の
当
否
が
分
か
り
づ
ら
い
か
も
し

れ
な
い
。
良
く
似
た
状
況
の
用
例
を
も
う
一
例
掲
げ
た
。
B
の
保
安
元
年

正
月
廿
六
日
条
で
あ
る
。
や
は
り
除
目
始
の
記
事
と
な
っ
て
い
る
。

　
左
大
辮
が
除
目
の
や
り
方
を
間
違
え
、
宗
忠
が
度
々
窺
い
見
て
い
た
と
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こ
ろ
ど
う
や
ら
そ
の
作
法
を
知
ら
な
い
の
か
終
始
間
違
っ
た
ま
ま
だ
っ
た

と
い
う
。
〔
凡
そ
末
代
の
功
過
の
定
め
は
「
鳴
呼
之
事
欺
」
。
責
任
者
で
あ

る
上
卿
も
答
め
ず
、
他
の
犬
辮
も
間
違
っ
て
い
る
と
申
し
上
げ
な
い
。
甚

だ
不
都
含
で
あ
る
。
功
過
の
定
め
は
国
家
の
大
事
で
あ
る
。
全
く
問
題
に

な
ら
な
い
と
い
う
の
は
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
〕
と
宗
忠
は
述
べ
る
。

　
B
の
用
例
も
A
と
同
様
に
、
そ
こ
に
現
れ
た
事
態
と
そ
の
時
点
で
の
政

治
状
況
に
対
し
て
の
批
判
の
語
と
し
て
現
れ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
に
笑
い

の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
も
宗
忠
は
笑
う
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
む
し

ろ
、
怒
り
、
嘆
き
、
悲
し
む
言
葉
と
し
て
、
こ
の
用
例
は
あ
る
。
こ
の

「
嶋
呼
」
は
や
は
り
「
と
ん
で
も
な
い
」
で
あ
る
と
か
「
非
常
識
」
で
あ

る
と
い
っ
た
意
味
合
い
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
巻
二
十
八
が
「
笑
い
」
の
巻
で
あ
る
こ
と
が
承

認
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
一
様
に
「
鳴
呼
」
一
乃

至
「
ヲ
コ
」
）
と
「
笑
い
」
の
関
わ
り
が
唱
え
ら
れ
、
何
ら
か
の
文
章
が

「
嶋
呼
」
の
語
を
有
す
る
場
合
に
即
そ
れ
は
笑
い
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
条
の
様
に
、
「
鴫
呼
之
事
」
と
明
確
に
現
れ
て
い
な
が

ら
「
笑
い
」
と
結
び
つ
か
な
い
用
例
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
そ
の
反
例

と
言
え
、
先
行
研
究
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
猶
、
こ
こ
で
二
言
付
け
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
『
中
右
記
』
に
お
け
る

用
例
は
、
常
識
・
慣
例
・
遺
理
等
か
ら
の
逸
脱
と
関
わ
る
と
い
う
共
通
し

た
あ
り
方
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は

「
尋
常
へ
の
指
向
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
7
」
の
こ
と
を

念
頭
に
お
い
て
お
き
た
い
。

　
C
は
『
玉
葉
』
寿
永
二
年
十
一
月
十
九
日
条
で
あ
る
。

　
兼
実
が
〔
中
国
・
日
本
の
数
多
い
乱
の
中
で
未
だ
か
っ
て
こ
れ
程
の
も

の
は
な
い
〕
と
述
べ
て
い
る
法
性
寺
合
戦
の
戦
場
の
た
だ
中
に
、
普
段
家

に
籠
も
り
き
り
の
人
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
位
中
納
言
兼
房
は
現
れ

た
。
兼
実
は
そ
れ
を
評
し
て
、
「
何
故
今
日
被
院
参
哉
、
尾
籠
之
甚
可
謂

　
　
　
一
H
）

嶋
呼
々
々
」
と
言
う
。

　
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
我
々
の
客
観
的
な
目
で
見
る
時
、
滑
稽
性
が
見

い
だ
さ
れ
る
可
能
性
が
皆
無
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
時
代
の
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
切
迫
し
た
状
況

の
中
に
あ
る
当
事
者
達
に
と
っ
て
、
甲
」
の
行
い
は
全
く
笑
い
事
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
「
笑
い
」
と
は
結
び
つ
い
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
兼
房

の
行
動
の
「
非
常
識
」
を
批
判
す
る
も
の
だ
と
言
っ
て
っ
て
よ
い
。
面
白

い
こ
と
に
、
こ
の
用
例
は
、
や
や
時
代
を
異
に
し
な
が
ら
も
そ
の
あ
り
方

が
A
・
B
の
両
用
例
と
共
通
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
「
嶋
呼
」
の
語
の

あ
る
面
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
D
は
、
『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
九
月
廿
九
日
条
で
あ
る
。

　
あ
る
椀
門
（
大
臣
）
が
生
活
苦
の
た
め
安
樂
壽
院
領
を
下
さ
れ
る
よ
う

に
安
嘉
門
院
に
お
願
い
し
た
。
し
か
し
安
嘉
門
院
が
鳥
羽
院
の
遺
誠
が
あ

る
等
の
事
情
で
こ
れ
を
断
る
と
、
槻
門
は
怒
り
怨
ん
だ
。
こ
の
槻
門
の
態

度
は
「
無
道
理
由
緒
」
き
こ
と
で
あ
り
「
鳴
呼
之
由
有
沙
汰
」
っ
た
と
い

う
。
こ
れ
も
「
笑
い
」
で
は
な
く
、
そ
の
椀
門
に
対
し
て
驚
き
あ
き
れ
る

感
糖
か
ら
「
嶋
呼
之
由
有
沙
汰
」
わ
け
で
あ
る
。
笑
い
と
結
び
つ
く
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
一
」
こ
で
注
目
す
べ
き
は
椀
門
の
「
遺
理
由
緒
」
が
な
い
行
動
に
つ
い
て

「
嶋
呼
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
も
、
や
は
り
A
・
B
の
用

例
と
通
底
す
る
あ
り
方
・
論
理
を
有
し
て
い
る
。
「
非
常
識
」
一
「
と
ん
で
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も
な
い
」
・
「
聞
尺
に
あ
わ
な
い
」
と
い
っ
た
評
価
と
な
る
。

　
こ
こ
で
一
旦
、
甲
」
れ
ま
で
に
了
解
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
A
；
D
の
用
例
は
、
「
笑
い
」
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
同
じ
記
事
の

中
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
「
笑
い
」
を
批
評
す
る
た
め
の
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
あ
る
事
件
そ
の
も
の
を
「
常
識
」
・
「
尋
常
」
・

「
理
屈
」
・
「
慣
例
」
と
い
っ
た
も
の
に
反
す
る
も
の
と
し
て
、
批
判
し
非

難
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
「
嶋
呼
」

の
意
味
含
い
は
「
非
常
識
」
・
「
尋
常
で
な
い
」
・
「
無
分
別
」
と
い
っ
た
意

蛛
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
、
社
会
秩
序
に
対
す
る
語
の
使
用
者
の

意
識
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
「
嶋
呼
」
の
特
牲
は
、

既
に
述
べ
た
「
奇
異
シ
」
の
特
性
と
重
な
っ
て
く
る
こ
と
と
な
り
、
興
味

深
い
。
今
回
調
査
を
行
っ
た
三
つ
の
文
献
に
お
い
て
「
鳴
呼
」
が
こ
う
い
っ

た
同
じ
意
昧
含
い
で
現
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
鳴
呼
」
に
つ
い
て
の
把
握

を
も
っ
て
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
は
、
犬

き
な
観
鯖
を
招
き
か
ね
ず
、
間
題
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
2
一
、
『
今
昔
物
語
集
』

巻
二
十
八
に
お
け
る
「
鳴
呼
」

　
本
節
で
は
巻
二
十
八
に
つ
い
て
「
嶋
呼
」
の
用
例
を
見
る
。
取
り
上
げ

る
の
は
「
尾
張
守
□
五
節
所
語
第
四
」
で
あ
る
。

　
一
」
の
巻
二
十
八
第
四
で
の
「
嶋
呼
」
は
、
公
達
に
願
さ
れ
、
周
囲
で
歌

わ
れ
て
い
る
歌
が
自
分
の
禿
頭
を
か
ら
か
う
も
の
だ
と
思
い
込
ん
だ
尾
張

守
の
言
葉
に
そ
れ
は
現
れ
る
。

呼
ニ
モ
可
咲
ク
モ
有
ラ
メ
、

タ
ラ
ム
ハ
可
咲
キ
事
カ
ハ
。

年
ノ
七
十
二
成
タ
レ
バ
、
髪
ノ
落
チ
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
｝

一
傍
線
筆
者
、
本
文
は
犬
系
本
に
よ
る
一

　
甲
」
の
時
、
「
面
自
お
か
し
い
」
と
い
う
意
味
合
い
は
「
可
咲
シ
」
が
受

け
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
鳴
呼
」
は
、
容
姿
が
「
尋
常

で
な
い
」
・
「
普
通
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
「
無
様
」
と
い
っ
た
語
が
あ
て
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
い
っ
た
用
例
は

亦
冠
ノ
落
ル
ハ
、
物
ヒ
テ
結
フ
ル
物
二
非
ズ
。
髪
ヲ
以
テ
吉
ク
掻
入

タ
ル
ニ
、
被
捕
ル
也
。
其
レ
ニ
、
餐
ハ
失
ニ
タ
レ
バ
露
元
シ
。
然
レ

バ
、
落
ム
冠
ヲ
可
恨
様
元
シ
。
（
中
略
）
然
レ
バ
案
内
モ
不
知
給
ヌ

近
来
ノ
若
君
達
、
此
レ
ヲ
可
咲
キ
ニ
非
ズ
。
咲
給
ハ
ン
君
達
返
テ
嶋

呼
ナ
ル
ベ
シ
」
。
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
十
八
第
六
、
傍
線
筆
者
）

「
世
二
人
ノ
此
ル
鼻
ツ
キ
有
ル
人
ノ
御
バ
コ
ソ
ハ
、
外
ニ
テ
ハ
鼻
モ

持
上
メ
。
嶋
呼
ノ
事
被
仰
ル
・
御
房
カ
ナ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
巻
二
十
八
第
二
十
、
傍
線
筆
者
一

等
に
も
昆
ら
れ
、
巻
二
十
八
に
お
い
て
も
、
既
に
見
た
よ
う
な
「
尋
常
」
・

「
常
識
し
・
「
道
理
」
と
背
反
す
る
状
態
を
示
す
語
と
し
て
の
「
嶋
呼
」
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
3
）
、
本
章
の
ま
と
め
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亦
髪
ノ
元
キ
事
ハ
　
若
ク
盛
ナ
ル
齢
二
髪
ノ
落
失
タ
ラ
バ
コ
ソ
鴫

こ
プ
」
ま
で
「
鳴
呼
」

の
意
味
合
い
に
つ
い
て
探
っ
て
き
た
が
、
結
果
と



し
て
「
嶋
呼
」
の
語
が
「
尋
常
」
・
「
常
識
」
・
「
遣
理
」
と
対
立
す
る
何
か

し
ら
の
事
態
・
状
態
に
つ
い
て
批
判
す
る
際
に
現
れ
る
語
で
あ
る
甲
」
と
が

確
認
さ
れ
、
「
笑
い
」
と
は
直
接
に
関
わ
ら
ず
、
且
は
又
正
負
の
間
を
揺

れ
動
く
あ
り
方
も
見
て
取
れ
な
い
。

　
そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
こ
甲
」
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
巻
二
十
八
の
所

収
語
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
三
、
巻
二
十
八
の
所
収
話
の
検
討

　
　
（
1
）
、
巻
二
十
八
「
碑
林
寺
上
座
助
泥
嵌
破
子
第
九
」
の
分
析

　
本
節
で
は
、
巻
二
十
八
「
碑
林
寺
上
座
助
泥
鉄
破
子
第
九
」
を
取
り
上

げ
分
析
を
加
え
、
巻
二
十
八
に
つ
い
て
二
つ
の
指
標
と
な
る
語
と
さ
れ
て

い
る
「
嶋
呼
」
お
よ
び
「
物
云
ヒ
」
が
、
巻
二
十
八
の
中
で
実
際
に
ど
の

様
に
現
れ
て
く
る
か
を
確
認
す
る
。

　
こ
こ
ま
で
長
々
と
、
「
鳴
呼
」
が
正
と
負
の
間
を
揺
れ
動
か
ず
図
式
乙

の
様
な
あ
り
方
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
の
は
、
一
つ
に
は
こ
の
巻

二
十
八
第
九
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
論
の
展
開
の
上
で
不
確
定
な
「
紛

れ
」
と
で
も
言
う
べ
き
部
分
を
排
除
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
巻
二
十
八
第
九
が
、
巻
二
十
八
の
性
格
を
考
え

る
上
で
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
為
で
あ
る
。
お
よ
そ
7
」
の
所
収
語
を
解
き

明
か
す
こ
と
は
、
他
の
巻
の
巻
頭
語
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
巻
二
十
八
第
九
を
冤
て
い
こ
う
。

　
巻
二
十
八
第
九
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
碑
林
寺
の
僧
正
深

輝
と
い
う
と
い
う
人
が
い
た
。
あ
る
時
深
碑
の
弟
子
の
賢
尋
の
出
世
に
伴

い
、
破
子
と
い
う
容
器
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
深
碑
は
欄
林
寺
の

監
督
の
僧
で
あ
る
助
泥
に
破
子
三
十
荷
を
集
め
る
よ
う
に
指
示
を
出
す
。

す
る
と
助
泥
は
、
十
五
人
の
僧
に
一
荷
ず
つ
割
り
当
て
残
り
十
五
荷
は
自

分
一
人
で
引
き
受
け
る
と
請
け
合
う
。
他
の
僧
達
は
期
日
に
一
荷
ず
つ
き

ち
ん
と
持
っ
て
く
る
が
、
「
皆
モ
可
仕
ケ
レ
ド
モ
『
催
セ
』
ト
候
ヘ
バ
、

半
ヲ
バ
催
シ
テ
、
今
半
ヲ
バ
助
泥
ガ
仕
ラ
ム
ズ
ル
也
」
と
豪
語
し
て
い
た

当
の
助
泥
が
な
か
な
か
現
れ
な
い
。
し
か
も
や
っ
て
き
た
助
泥
は
、
破
子

を
持
っ
て
い
な
い
。
ど
う
し
た
の
か
と
深
碑
が
尋
ね
る
と
、
助
泥
は
五
つ

は
惜
り
ら
れ
ず
、
五
つ
は
入
れ
る
物
が
な
く
、
五
つ
は
忘
れ
た
の
だ
と
言

う
。
深
碑
は
怒
る
が
、
助
泥
は
行
方
を
く
ら
ま
し
て
し
ま
っ
た
。
話
末
評

語
が
、

此
助
泥
ハ
物
可
咲
シ
ク
云
フ
者
ニ
テ
ナ
ム
有
リ
ケ
ル
。

此
二
依
テ
「
助
泥
ガ
破
子
」
ト
云
フ
事
ハ
云
フ
也
ケ
リ
。

ノ
事
也
ト
ナ
ム
語
リ
傳
ヘ
タ
ル
ト
也
。

此
鳴
呼

と
さ
れ
て
い
る
。
何
故
こ
の
所
収
語
が
重
要
で
あ
る
か
、
も
う
お
分
か
り

だ
ろ
う
。
「
物
可
咲
シ
ク
云
フ
者
」

に
現
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　
小
峯
氏
は

一
1
－
物
云
ヒ
一
と
「
鳴
呼
」
と
が
同
時

破
子
は
「
割
り
五
」
で
あ
り
、
助
泥
は
に
え
き
ら
な
い
、
だ
ら
し
な

い
、
怠
慢
、
い
い
か
げ
ん
な
意
昧
の
「
如
泥
」
が
か
け
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

　
E
）

と
し
、

樹
下
氏
は
小
峯
氏
の
議
論
を
う
け
て

一23一



　
す
べ
て
が
助
泥
の
た
く
ら
み
で
あ
っ
た
と
考
え
な
い
と
、
本
話
が

物
云
ヒ
列
伝
と
も
言
う
べ
き
第
二
十
話
ま
で
に
配
列
さ
れ
る
理
由
が

見
あ
た
ら
な
い
。
「
破
子
」
即
ち
「
割
り
五
」
の
こ
と
ば
遊
び
を
思

い
つ
い
た
こ
と
が
物
云
ヒ
の
手
柄
だ
っ
た
。
一
中
略
）
表
だ
っ
て
は

抗
議
で
き
な
い
け
れ
ど
、
僧
達
に
は
不
満
が
渦
巻
い
て
い
る
、
助
泥

は
そ
の
よ
う
な
寺
内
の
雰
囲
気
を
察
し
て
、
負
担
を
軽
く
す
る
と
と

も
に
、
痛
烈
な
し
っ
ぺ
返
し
を
試
み
た
。
当
然
、
僧
正
は
笑
う
者
と

し
て
の
資
格
を
欠
く
。
だ
ま
さ
れ
た
嶋
呼
者
だ
っ
た
わ
け
で
も
な
さ

そ
う
だ
が
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
し
て
笑
わ
れ
る
側
に
い
た
こ

と
は
確
か
だ
ろ
う
。
あ
て
に
な
ら
な
い
助
泥
を
た
の
み
に
し
た
の
が

お
か
し
い
の
だ
と
い
う
の
が
、
笑
い
の
理
由
と
し
て
こ
れ
ま
で
考
え

ら
れ
て
い
た
。
内
実
は
同
じ
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
助
泥
は
決
し
て
鳴

呼
で
は
な
く
、
物
云
ヒ
が
達
者
で
、
有
能
な
僧
侶
だ
っ
た
。
（
中
略
）

助
泥
は
「
召
せ
」
と
い
う
怒
嶋
り
声
を
後
に
残
し
て
そ
の
場
を
去
る
、

そ
し
て
仲
間
の
僧
達
と
大
笑
い
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
｛
2
0
一

と
述
べ
て
い
る
。
樹
下
氏
の
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
話
末

評
語
の
「
嶋
呼
」
は
助
泥
の
行
動
を
見
抜
け
な
か
っ
た
深
碑
に
関
し
て
の

評
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
不
確
か
な
部
分
が
多
く
、
取

り
が
た
い
。
例
え
ば
樹
下
氏
の
言
う
「
そ
し
て
伸
間
の
僧
達
と
大
笑
い
し

た
ヂ
」
と
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
部
分
は
あ
く
ま
で
樹
下
氏
に
よ
る
推
量
に
過

ぎ
ず
、
そ
の
よ
う
な
言
及
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
な
い
。
そ
れ
ど
一
」
ろ

か
、
巻
二
十
八
第
九
は
巻
二
十
八
全
体
を
見
回
し
て
も
珍
し
い
特
徴
を

持
っ
て
い
る
。
「
笑
い
」
に
関
す
る
具
体
的
記
述
が
な
い
の
で
あ
る
。
果

た
し
て
こ
の
所
収
謡
は
「
笑
い
」
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
又
、
こ
れ
ま
で
の
「
嶋
呼
」
の
検
討
に
よ
っ
て
、
「
嶋
呼
」
が
単
純
に

「
滑
稽
」
と
い
う
意
昧
合
い
で
は
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
わ
け
で
、
助

泥
の
行
動
が
「
滑
稽
」
で
あ
る
と
す
る
の
も
問
題
が
あ
る
。

　
筆
者
と
し
て
は
、
7
」
れ
は
や
は
り
助
泥
の
言
動
を
「
鳴
呼
」
と
捉
え
て

い
る
と
考
え
た
い
。
出
来
る
と
言
っ
て
い
た
こ
と
が
出
来
ず
、
し
か
も
五

つ
を
一
ま
と
ま
り
と
し
て
三
度
言
い
訳
を
す
る
。
そ
う
い
う
助
泥
の
あ
り

方
を
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
は
批
判
し
、
「
鳴
呼
」
と
表
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
」
れ
に
は
、
幾
つ
か
根
拠
が
あ
る
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
助
泥
の
言
い
訳

の
際
の
態
度
の
変
化
で
あ
る
。
巻
二
十
八
第
九
に
お
い
て
言
い
訳
を
し
な

が
ら
助
泥
の
様
子
は
「
シ
タ
リ
顔
」
↓
「
声
ヲ
少
シ
低
二
成
シ
テ
」
↓
「
音
ヲ

極
ク
鰯
ニ
ワ
ナ
・
カ
シ
テ
」
と
変
化
す
る
。
こ
こ
か
ら
筆
者
は
三
つ
目
の

言
い
訳
で
あ
る
「
其
レ
ハ
掻
断
テ
忘
レ
候
ニ
ケ
リ
」
が
実
際
の
理
由
だ
っ

た
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
時
、
「
上
座
」
、
す
な
わ
ち
僧
を
監
督
す
る
立
場

の
僧
が
失
敗
を
起
こ
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
回
り
く
ど
い
言
い
訳
を
す
る
こ
と

は
、
「
無
分
別
」
・
「
非
常
識
」
な
行
動
で
あ
ろ
う
。

　
又
、
二
話
一
類
の
観
点
か
ら
も
そ
れ
が
言
え
る
。
続
く
「
近
衛
舎
人
秦

武
員
嶋
物
語
第
十
」
は
秦
武
員
と
い
う
人
物
が
第
九
に
も
登
場
し
た
深
碑

と
会
話
を
し
て
い
る
時
に
、
あ
や
ま
っ
て
放
届
す
る
話
で
あ
る
。
こ
の
時
、

武
員
は
「
哀
レ
死
バ
ヤ
」
と
言
い
逃
げ
去
る
の
で
あ
る
が
、
話
末
評
語
で

　
武
員
ナ
レ
バ
コ
ソ
、
物
可
咲
ク
云
フ
近
衛
舎
人
ニ
テ
然
モ
「
死
ナ

バ
ヤ
」
ト
モ
云
へ
、
不
然
ザ
ラ
ム
人
ハ
、
極
テ
苦
リ
テ
此
モ
彼
モ
否

不
云
デ
居
タ
ラ
ム
ハ
、
極
ク
糸
惜
ナ
ム
カ
シ
、
ト
ナ
ム
人
云
ケ
ル
ト
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ナ
ム
僧
へ
語
ケ
ル
ト
也
。

話
末
評
語
は
、

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
武
員
の
行
為
を
賞
賛
す
る
も
の
と
言
え
る
。
第

九
・
第
十
が
同
じ
深
輝
の
前
で
の
取
り
繕
い
を
扱
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
い

て
話
末
評
語
を
大
き
く
異
に
し
て
い
る
の
は
、
助
泥
が
そ
の
「
物
云
ヒ
」

の
故
に
「
嶋
呼
」
の
評
価
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
筆
者
は
正
の
評
価
の
み
受
け
る
と
さ
れ
て
き
た
「
物

云
ヒ
」
が
負
の
評
価
を
受
け
う
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
こ
れ
は
必

然
的
に
巻
二
十
八
に
つ
い
て
の
捉
え
方
が
一
変
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
そ
こ
で
次
節
に
お
い
て
は
、
巻
二
十
八
に
現
れ
る
他
の
「
物
云
ヒ
」
の

用
例
を
利
用
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
分
析
を
行
う
。

一
2
）
　
巻
二
十
八
に
お
け
る

「
物
云
ヒ
」
の
諸
相

　
さ
て
、
前
節
提
示
さ
れ
た
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
助
泥
と
同
じ
よ
う

に
、
「
物
云
ヒ
」
と
評
さ
れ
な
が
ら
、
否
定
的
評
価
を
受
け
て
い
る
人
物

が
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。
巻
二
十
八
に
は
そ
の
よ
う
な
人
物
が

確
か
に
存
在
し
て
い
る
。

　
そ
の
人
物
と
は
清
原
元
輔
で
あ
る
。
「
歌
讃
元
輔
賀
茂
祭
渡
一
條
大
賂

語
第
六
」
を
屍
よ
う
。

　
こ
れ
は
、
賀
茂
祭
の
奉
幣
使
に
な
っ
た
清
原
元
輔
が
落
馬
し
冠
を
落
と

し
て
禿
頭
を
露
わ
に
す
る
所
か
ら
話
が
始
ま
る
。
起
き
あ
が
っ
た
元
輔
は

冠
を
つ
け
よ
う
と
も
せ
ず
、
公
達
の
乗
る
車
の
側
に
寄
っ
て
行
き
落
馬
・

落
冠
・
禿
頭
に
つ
い
て
先
例
を
ひ
き
な
が
ら
自
分
の
有
様
に
問
題
が
な
い

こ
と
を
説
く
。
従
者
に
促
さ
れ
て
冠
を
か
ぶ
る
が
、
そ
の
際
「
あ
あ
言
っ

て
っ
て
お
け
ば
も
う
笑
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
豪
語
す
る
。

　
此
ノ
元
輔
ハ
、
馴
者
ノ
、
物
可
咲
ク
云
テ
人
咲
ス
ル
ヲ
役
ト
ス
ル

翁
ニ
テ
ナ
ム
有
ケ
レ
バ
、
此
モ
面
元
ク
云
也
ケ
リ
ト
ナ
ム
語
リ
傳
ヘ

タ
ル
ト
也
。

と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
最
初
に
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
べ
き
は
、
樹
下
氏
が
ほ
の
め
か

　
　
　
　
　
訂
）

し
て
い
る
様
な
、
一
」
の
所
収
語
全
体
す
な
わ
ち
落
馬
か
ら
着
冠
時
の
元
輔

の
台
詞
ま
で
の
全
て
が
元
輔
の
意
識
的
な
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
猿
楽
に

通
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ツ
」
れ
を
「
滑
稽
」
と
し
て
扱
い
う
る
、
と
い
う

見
解
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
事
は
、
田
口
和
夫
氏
が
解
明
し
て
お
ら
れ
る
。
氏
は
巻
二
十
八
第

六
と
、
そ
の
同
文
的
同
語
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
ニ
ハ
ニ
話
「
元
輔
落
馬
事
」

と
の
比
較
の
中
か
ら
、
一
」
の
両
者
の
異
な
り
を
指
摘
し
、

　
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
異
な
り
が
、
枝
葉
末
節
に
見
え
な
が
ら
、
実

は
両
書
の
根
本
的
差
異
を
示
す
場
合
が
あ
る
こ
と
も
、
繰
り
返
し
経

験
す
る
甲
」
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
そ
の
様
な
異
文
が
あ
る
。

と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
は
偶
然
の
出
来
事
と

さ
れ
て
い
る
元
輔
の
落
馬
が
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
は
独
自
の
「
お
い

ら
か
に
て
は
渡
ら
で
、
人
見
給
ふ
に
と
思
ひ
て
、
馬
を
い
た
く
あ
ふ
り
け

れ
ば
」
と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
元
輔
自
身
の
意
志
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
こ

と
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
、
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宇
治
で
は
、
元
輔
は
あ
ら
か
じ
め
落
馬
か
ら
弁
解
・
説
教
、
そ
の

後
の
観
衆
の
「
と
よ
み
笑
ひ
の
の
し
る
」
こ
と
ま
で
も
計
算
に
入
れ

て
、
こ
の
場
を
演
出
し
、
演
じ
た
こ
と
に
な
る
。

と
し
て
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
ニ
ハ
ニ
話
で
は
元
輔
の
猿
楽
の
手
法
が
行

き
届
い
て
お
り
、
そ
れ
は
「
宇
治
編
者
の
猿
楽
が
完
備
さ
れ
て
い
た
」
た

め
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
に
つ
い
て
は

　
今
昔
の
編
者
が
こ
の
機
微
を
理
解
し
て
い
た
か
と
い
う
と
否
で
あ

ろ
う
。

と
述
べ
、
少
な
く
と
も
こ
の
巻
二
十
八
第
六
に
つ
い
て
は
、
猿
楽
的
要
素

に
関
し
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
が
無
理
解
乃
至
否
定
的
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
苑
）

う
チ
」
と
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
そ
う
し
た
時
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
ニ
ハ
ニ
話
の
話
末
評
語
は
、

次
の
様
に
な
っ
て
い
る
。

人
笑
は
す
る
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
爺
一

役
に
す
る
な
り
け
り
。

そ
し
て
そ
れ
が
「
臆
面
も
な
く
」
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る
以
上
、
元
輔

へ
の
評
価
は
否
定
的
と
言
え
る
。
助
泥
や
元
輔
は
、
そ
の
「
物
云
ヒ
」
に

よ
っ
て
非
難
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
編
者
は
必
ず
し
も

「
物
云
ヒ
」
を
称
揚
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
っ
た
行
為
に
つ
い
て

も
そ
の
善
し
悪
し
を
丹
念
に
は
か
っ
て
い
る
態
度
が
見
受
け
ら
れ
る
。
む

し
ろ
否
定
的
な
立
場
を
取
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
助
泥
・
元
輔
の
二
人
に
つ
い
て
の
用
例
と
は
若
干
趣
を
異
に
す

る
け
れ
ど
も
、
も
う
一
例
見
て
お
こ
う
。
「
弾
正
弼
源
顯
定
出
閣
被
咲
語

第
二
十
五
」
で
あ
る
。

　
巻
二
十
八
第
二
十
五
は
、
源
顕
定
が
公
事
の
最
申
に
範
国
と
い
う
人
物

に
向
か
っ
て
自
身
の
努
性
器
を
さ
ら
け
出
し
て
笑
わ
せ
、
そ
の
場
で
一
人

だ
け
笑
っ
て
し
ま
っ
た
範
国
の
立
場
は
悪
く
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

　
巻
二
十
八
第
二
十
五
に
は
こ
の
行
動
に
つ
い
て
、
「
物
云
ヒ
」
と
も
「
嶋

呼
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
先
行
研
究
に
則
る
な
ら
ば
、

「
意
識
的
ヲ
コ
は
「
物
言
ヒ
」
に
上
昇
す
る
」
一
小
峯
氏
一
と
さ
れ
て
お

り
、
「
意
識
的
」
で
「
笑
い
」
に
関
わ
る
こ
の
行
為
は
「
物
言
ヒ
」
の
範

嬢
に
入
る
わ
け
で
、
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
行
為
と
な
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
巻
二
十
八
第
二
十
五
は
全
く
逆
の
評
価
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
話
末
の
評
語
が
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こ
れ
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
評
語
と
大
き
く
違
う
の
が
了
解
さ
れ
る

だ
ろ
う
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
が
出
典
を
同
じ
く
す

る
と
考
え
ら
れ
る
場
含
、
一
般
的
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
方
が
も
と
も

と
の
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
「
此
モ
面
元
ク
云
也
ケ
リ
」

と
い
う
部
分
は
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
の
付
加
改
変
の
可
能
性
が
高
い
。

　
然
レ
バ
人
、
折
節
不
知
ヌ
由
元
キ
戯
レ
ハ

ナ
ム
語
リ
僅
ヘ
タ
ル
ト
也
。

不
為
マ
ジ
キ
事
也
ト

と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
否
定
的
評
価
で
あ
ろ
う
。
先
行
研
究

に
反
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
は
、
「
笑
い
」
と
そ
こ
に
関
わ
る
人
々



に
対
し
て
必
ず
し
も
肯
定
的
で
は
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
先
行
研
究

に
お
い
て
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
に
お
け
る
重
要
な
指
標
と
な
る
語

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
来
た
「
嶋
呼
」
と
「
物
云
ヒ
」
の
両
語
が
と
も
に

適
切
と
は
言
い
難
い
捉
え
ら
れ
方
を
し
て
き
た
ヂ
」
と
が
明
瞭
と
な
っ
た
。

　
す
る
と
こ
の
時
、
こ
れ
ら
の
語
を
基
盤
に
論
じ
ら
れ
て
来
た
『
今
昔
物

語
集
』
巻
二
十
八
の
テ
ー
マ
が
本
当
に
「
笑
い
」
で
あ
り
「
滑
稽
」
で

あ
っ
て
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。

　
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
巻
二
十
八
を
方
向
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

巻
頭
話
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
。

（
3
）
、
巻
二
十
八

「
近
衛
舎
人
共
稻
荷
詣
重
方
値
女
第
二
の
検
討

　
巻
二
十
八
第
一
は
、
そ
の
表
題
通
り
、
近
衛
府
の
舎
人
で
あ
る
茨
田
重

方
が
、
稲
荷
詣
に
出
か
け
た
ヂ
」
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
境
内
で
美
し
い
女

と
出
会
っ
た
重
方
は
、
女
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
言
い
寄
り
、
自
分

と
一
緒
に
な
っ
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
今
の
妻
は
捨
て
て
二
度
と
今
の
家
に

は
行
か
な
い
と
誓
っ
て
み
せ
る
。
す
る
と
突
然
、
女
は
重
方
の
髪
を
つ
か

ん
で
そ
の
頬
を
音
高
く
打
っ
た
。
実
は
そ
の
女
は
、
重
方
の
妻
で
あ
っ

た
、
と
い
う
事
件
を
描
き
出
す
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
巻
二
十
八
第
一
を
詳
細
に
読
ん
で
み
る
と
、
一
見
何
で
も
な
さ

そ
う
に
見
え
て
、
実
は
不
思
議
で
あ
る
と
い
う
箇
所
に
突
き
当
た
る
。
ま

ず
話
末
直
前
の
、
重
方
帰
宅
の
部
分
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

然
テ
、
其
ノ
後
、
然
ヨ
ク
云
ツ
レ
ド
モ
、
重
方
家
二
返
未
テ
梶
ケ

レ
バ
、
妻
腹
居
ニ
ケ
レ
バ
、
重
方
ガ
云
ク
、
「
己
ハ
尚
重
方
ガ
妻
ナ

レ
バ
、
此
嚴
キ
態
ハ
シ
タ
ル
也
」
卜
云
ケ
レ
バ
、
妻
、
「
穴
鎌
マ
、

此
ノ
自
物
。

不
聞
知
デ
、

ト
云
テ
ゾ
、

目
盲
ノ
様
二
人
ノ
氣
色
ヲ
モ
否
不
見
知
ズ
、
音
ヲ
モ
否

鴫
呼
ヲ
涼
テ
人
二
被
咲
ル
ハ
、
極
自
事
ニ
ハ
非
ズ
ヤ
」

妻
ニ
モ
被
咲
ケ
ル
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
傍
点
筆
者
一

　
何
故
、
こ
こ
が
不
思
議
な
の
か
。
実
は
巻
二
十
八
第
一
の
こ
こ
ま
で
の

部
分
に
、
そ
う
し
た
記
述
が
あ
っ
て
お
か
し
く
な
い
箇
所
が
幾
つ
も
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
方
が
人
に
笑
わ
れ
た
と
い
う
具
体
的
記
述
が
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
猶
こ
こ
で
は
「
妻
ニ
モ
被
咲
ケ
ル
」
と
い
う
表
現
が

現
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
体
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
時
あ
く
ま
で
本
文
に
即
し
て
考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
箇
所

に
た
ど
り
着
く
。
そ
れ
は
、
重
方
の
頬
を
張
っ
た
後
の
妻
の
言
葉
で
あ
る
。

　
己
云
ツ
ル
様
二
、
今
日
ヨ
リ
我
ガ
許
二
未
テ
ハ
、
此
ノ
御
社
ノ
御

箭
目
負
ナ
ム
物
ゾ
。
何
カ
デ
此
ハ
云
ゾ
。
シ
ヤ
煩
打
鉄
テ
行
未
ノ
人

二
見
セ
テ
咲
ハ
セ
ム
ト
思
フ
ゾ
。
己
ヨ
。

こ
の
宮
言
の
中
で
は
、
笑
う
の
は
行
き
来
の
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
そ
れ
か
ら
外
れ
て
い
る
妻
が
笑
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
妻
ニ

モ
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
「
笑
い
」
が
重
方
が
家
に
帰
っ
て
く
る
ま
で
起
こ

ら
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
も
こ
の
宣
言
に
沿
っ
て
い
る
た
め

起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
「
此
ノ
御
杜
ノ
御
箭
目
負
ナ
ム
物
ゾ
し

で
あ
る
。
実
は
、
重
方
が
、
女
を
籠
絡
し
よ
う
と
す
る
中
で
次
の
よ
う
な

二
つ
の
言
葉
を
述
べ
る
。
一
つ
は
、
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女
、
「
此
ハ
實
言
ヲ
宣
フ
カ
、
鞍
言
ヲ
宣
フ
カ
」
ト
問
ヘ
バ
、
重

方
、
「
此
ノ
御
社
ノ
神
モ
聞
食
セ
。
年
来
思
フ
事
ヲ
、
此
ク
参
ル
験

シ
有
テ
、
神
ノ
給
タ
ル
ト
思
ヘ
バ
、
極
ク
ナ
ム
喜
シ
キ
。
（
後
略
）

で
あ
り
、
も
う
一

つ
は

「
御
神
助
ケ
給
へ
。
此
ル
佗
シ
キ
事
ナ
聞
カ
セ
給
ソ
。

リ
参
テ
、
宿
ニ
ハ
亦
足
ヲ
不
踏
入
ジ
」

ヤ
ガ
テ
此
ヨ

で
あ
る
。

　
テ
」
れ
ら
が
示
唆
す
る
の
は
、
重
方
は
単
に
愚
か
し
い
こ
と
を
行
っ
た
が

故
に
笑
わ
れ
た
と
い
う
サ
」
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
稲

荷
神
へ
の
誓
い
を
破
っ
た
こ
と
に
よ
る
神
罰
と
し
て
、
「
笑
い
」
が
そ
こ

に
現
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
程
、
「
笑
い
」
が
重
方
が
家
に
帰
っ

て
く
る
ま
で
起
こ
ら
な
い
の
は
妻
の
宣
言
に
沿
う
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
と
述
べ
た
が
、
家
に
帰
ら
な
け
れ
ば
誓
い
が
破
ら
れ
て
い
な
い
わ
け

で
、
神
罰
と
し
て
は
立
ち
あ
ら
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
重
方
は

其
ノ
後
、
此
ノ
事
、
世
二
聞
ヱ
テ
、
若
キ
君
達
ナ
ド
ニ
吉
ク
被
咲

ケ
レ
バ
、
若
キ
君
達
ノ
見
ユ
ル
所
ニ
ハ
、
重
方
迩
ゲ
隠
レ
ナ
ム
シ
ケ

ル
。

と
い
う
状
態
に
な
る
の
で
あ
り
、
「
若
キ
君
達
ノ
見
ユ
ル
所
」
が
多
く
往

来
で
あ
ろ
う
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
所
収
語
全
体
が
こ
の
稲
荷

の
神
罰
に
向
か
っ
て
収
束
し
て
い
る
こ
と
が
明
自
と
な
る
。
又
、
女
が

「
此
ハ
實
言
ヲ
宣
フ
カ
、
戯
言
ヲ
宣
フ
カ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。
こ
こ
に
端
的
に
間
題
の
本
質
が
現
れ
て
い
よ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
巻
二
十
八
第
一
に
お
い
て
は
、
「
嘘
を
つ
く
」
・
「
人

を
編
す
」
と
い
う
行
為
が
取
り
上
げ
ら
れ
一
つ
の
説
語
世
界
を
形
成
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
笑
い
」
は
確
か
に
現
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
話
の

根
本
的
基
軸
と
は
必
ず
し
も
な
っ
て
お
ら
ず
、
副
次
的
な
あ
り
方
で
あ
っ

て
、
巻
二
十
八
の
テ
ー
マ
に
は
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
嘘

を
つ
く
」
・
「
人
を
駅
す
」
・
「
謀
事
を
す
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
要
素
が
含

ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
頗
る
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
巻
二
十
八
の
テ
ー
マ
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
次

章
そ
れ
を
見
よ
う
。

四
、
巻
二
十
八
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て

　
ま
ず
最
初
に
結
論
を
述
べ
て
し
ま
え
ば
、
筆
者
は
、
巻
二
十
八
を
「
妄

語
」
の
巻
と
見
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次
の
様
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　
巻
二
十
八
以
降
の
巻
の
テ
ー
マ
を
考
え
た
時
、
雑
の
巻
三
十
一
以
外
に

、
つ
い
て
甲
」
れ
ま
で
の
考
え
方
で
は

　
　
巻
二
十
八
　
　
笑
い
・
滑
稽

　
　
巻
二
十
九
　
　
悪
行

　
　
巻
二
十
　
　
　
恋
愛
・
愛
別
離
苦

と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
時
、
こ
れ
を
巻
二
十
九
つ
い
て
内
容
に
沿
っ
て
さ

ら
に
細
か
く
示
し
、
小
峯
氏
が
、
巻
三
十
に
つ
い
て
「
愛
欲
の
心
」
と
犬

　
　
　
　
　
　
　
一
別
）

き
く
関
わ
る
と
す
る
こ
と
を
考
慮
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
テ
ー
マ
が
必
ず
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し
も
笑
い
と
は
言
え
な
い
巻
二
十
八
を
「
？
」
で
示
す
と
、

　
　
巻
二
十
八
　
　
？

　
　
巻
二
十
九
　
　
強
盗
・
殺
人

　
　
巻
二
十
　
　
　
愛
欲

と
な
る
。
す
る
と
こ
れ
ら
の
巻
が
「
奇
異
シ
」
の
用
例
な
ど
か
ら
相
互
に

関
わ
っ
て
い
る
と
窺
わ
れ
る
こ
と
等
を
勘
案
す
れ
ば
、
五
戒
の
あ
り
方
と

符
含
し
、

　
　
巻
二
十
八
　
　
妄
語

　
　
巻
二
十
九
　
　
殺
生
・
楡
盗

　
　
巻
三
十
　
　
　
邪
淫

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
に
気
付
く
。
巻
二
十
八
第
一
の
あ
り
方

が
「
嘘
」
と
関
わ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

　
一
」
う
考
え
る
と
、
何
故
巻
二
十
八
が
「
物
云
ヒ
」
に
着
目
し
、
そ
の
評

価
が
正
負
に
分
か
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
明
瞭
と
な
る
。
人
間
の
嘘

あ
る
い
は
言
葉
そ
の
も
の
と
は
、
そ
の
使
い
方
・
使
わ
れ
方
に
よ
っ
て
大

き
く
意
味
が
異
な
る
わ
け
で
、
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
は
そ
の
信
じ
る
と

こ
ろ
の
妥
当
性
を
う
け
て
そ
こ
に
正
負
の
評
価
を
付
し
て
い
る
と
い
う
ヂ
」

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
「
物
云
ヒ
」
は
「
興
言
利
口
」
に

つ
な
が
る
と
い
う
指
摘
は
、
小
峯
氏
を
は
じ
め
と
し
て
先
行
研
究
に
も

　
　
元
一

あ
っ
た
。
こ
の
「
興
言
利
口
」
と
「
狂
言
縞
語
」
n
「
妄
語
」
と
は
、
紙

一
重
の
事
柄
で
あ
る
わ
け
で
、
巻
二
十
八
が
妄
語
の
巻
で
あ
る
こ
と
に
一

定
の
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
。

　
以
上
を
鑑
み
筆
者
は
巻
二
十
八
の
テ
ー
マ
を
「
妄
語
」
と
し
た
い
。
こ

の
時
、
「
妄
語
」
は
最
も
広
い
意
味
で
の
「
妄
語
」
す
な
わ
ち
小
妄
語
戒

の
レ
ベ
ル
ま
で
含
み
込
む
と
こ
ろ
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
甲
」
で
問
題
に
な
る
の
は
、
本
当
に
こ
れ
が
所
収
話
レ
ベ
ル
で
確

認
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
時
、
小
峯
氏
が
巻
二
十
八
の
笑
い
の
例
外
話
と
し
て
挙
げ
て
い
る

所
収
語
の
う
ち
、
例
え
ば
第
三
十
九
は
、
寸
自
が
人
に
変
じ
て
信
濃
守
と

な
り
任
国
へ
下
っ
た
際
の
話
で
あ
っ
て
、
任
国
で
正
体
を
見
破
ら
れ
謀
ら

れ
退
治
さ
れ
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
謀
事
と
い
う
嘘
が
あ
る
。

　
同
じ
く
例
外
話
の
第
二
十
二
。
常
に
空
を
見
て
い
る
よ
う
な
格
好
で

あ
っ
た
忠
輔
に
対
し
て
「
天
で
は
何
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
か
」
と
か
ら
か

う
大
将
済
時
に
、
忠
輔
は
「
天
に
は
大
将
を
害
す
る
凶
星
が
見
え
ま
す
」

と
や
り
か
え
す
。
そ
の
後
す
ぐ
済
時
が
死
ん
だ
の
で
、
忠
輔
は
あ
の
時
の

言
葉
が
悪
か
っ
た
の
だ
と
思
っ
た
と
い
う
筋
で
あ
る
。
こ
の
所
収
話
で
は

　
人
ノ
命
ヲ
失
フ
事
ハ
、
皆
前
世
ノ
報
ト
ハ
云
乍
ラ
、

。
戯
言
不
可
云
ズ
。
此
ク
思
ヒ
合
ス
ル
事
モ
有
レ
バ
也
。

由
元
カ
ラ
ム

と
い
う
評
が
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
出
典
と
考
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
）

『
水
言
紗
』
一
醍
醐
寺
本
『
江
談
抄
』
）
の
ニ
ハ
六
語
に
は
見
え
な
い
。
『
今

昔
物
語
集
』
独
自
の
部
分
で
あ
っ
て
正
し
く
「
妄
語
」
を
戒
め
る
も
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
笑
い
」
で
は
捉
え
き
れ
な
か
っ
た
所
収
話
に
つ
い
て

も
、
「
妄
語
」
に
よ
っ
て
捉
え
る
こ
と
で
、
明
確
に
な
り
う
る
。

　
又
、
例
外
話
で
は
な
い
も
の
の
非
常
に
重
要
な
所
収
話
と
し
て
「
穀
断

聖
人
持
米
被
険
語
第
二
十
四
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
文
徳
天
皇
の
時
代
に
、

穀
物
を
断
っ
て
木
の
葉
を
食
べ
て
い
る
と
称
し
て
天
皇
に
篤
く
帰
依
さ
れ

て
い
る
僧
が
い
た
。
あ
る
時
殿
上
人
達
が
そ
の
僧
の
住
ま
い
に
や
っ
て
き

て
好
奇
心
か
ら
僧
の
排
泄
物
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
確
か
め
る
と
、
多
く
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米
が
混
ざ
っ
て
い
る
。
実
は
こ
の
僧
は
隠
れ
て
米
を
食
べ
て
い
た
の
で
あ

る
。
返
っ
て
き
た
僧
を
殿
上
人
達
が
「
米
尿
ノ
聖
」
と
呼
ん
で
馬
鹿
に
し

て
笑
う
と
僧
は
恥
に
思
っ
て
逃
げ
去
っ
た
。
と
い
う
筋
の
話
で
あ
る
。
話

末
評
語
が
、

　
　
　
早
ウ
、
人
ノ
謀
テ
被
貴
ム
ト
テ
思
テ
蜜
二
米
ヲ
隠
シ
テ
持
リ
ケ
ル

　
　
ヲ
不
知
シ
テ
、
穀
断
ト
知
テ
、
天
皇
モ
婦
依
セ
サ
セ
給
ヒ
、
人
モ
貴

　
　
ビ
ケ
ル
也
ケ
リ
ト
ナ
ム
語
リ
倦
ヘ
タ
ル
ト
也
。

と
な
る
。
「
笑
い
」
の
話
と
し
て
見
た
時
に
は
、
た
い
し
た
話
で
は
な
い
。

　
た
だ
し
、
「
妄
語
」
の
話
と
し
て
考
え
、
話
末
評
語
に
見
え
る
「
人
ノ

謀
テ
被
貴
ム
ト
テ
思
テ
」
の
部
分
に
注
冒
す
る
な
ら
、
自
ず
と
語
は
別
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
一

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
僧
の
犬
妄
語
戒
は
、
『
四
分
律
』
よ
れ
ば
、
釈
迦
の

教
団
が
大
き
な
飢
饅
に
あ
い
乞
食
が
難
し
く
な
っ
た
の
で
、
一
時
安
居
に

入
っ
た
際
、
あ
る
一
団
の
比
丘
達
が
自
分
は
上
人
法
を
得
た
、
あ
い
つ
は

阿
羅
漢
果
を
得
て
い
る
、
こ
い
つ
は
神
通
力
を
得
た
の
だ
、
な
ど
と
言
っ

て
他
の
比
丘
よ
り
良
い
待
遇
を
得
た
こ
と
を
発
端
と
し
て
定
め
ら
れ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
「
上
人
法
」
と
は
、

　
　
　
す
な
わ
ち
「
人
法
」
一
一
般
人
の
そ
な
え
る
能
力
一
を
趨
え
た
精

　
　
神
的
な
能
力
が
上
人
法
で
あ
る
。

　
　
一
平
川
彰
、
『
二
百
五
十
戒
の
研
究
1
』
第
二
章
、
五
、
（
一
）
、
（
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
翌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飢
饅
時
に
お
け
る
上
人
法
の
讃
嘆
）

か
ら
、
正
し
く
「
米
尿
ノ
聖
」
が
や
っ
て
い
た
こ
と
は
、
大
妄
語
戒
へ
の

違
反
で
あ
る
と
い
え
る
。
7
」
れ
は
「
妄
語
」
に
関
す
る
所
収
語
と
し
て
考

え
る
際
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
7
」
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
は
、
「
妄
語
」

を
扱
う
巻
と
し
て
、
犬
き
な
問
題
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
五
、
結
　
論

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
は
、
「
妄
語
」
を
そ
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
る

巻
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
無
論
、
巻
二
十
八
が
、
全
く
、
「
笑

い
」
と
関
わ
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き

た
よ
う
な
、
手
放
し
の
「
笑
い
」
の
巻
と
い
う
の
で
も
な
い
。
7
」
う
考
え

て
み
る
と
、
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
は
、
「
笑
い
」
を
よ
す
が
と
し
て
、
「
妄

語
」
の
巻
を
組
ん
で
い
っ
た
と
い
う
風
に
も
考
え
ら
れ
、
少
な
く
と
も
、

単
に
「
笑
い
」
や
「
滑
稽
」
と
い
う
だ
け
の
あ
り
方
で
な
い
こ
と
は
確
認

出
来
た
と
思
う
。

　
未
だ
詳
ら
か
で
な
い
ツ
」
と
も
多
く
今
後
一
層
の
検
討
が
必
要
で
あ
る

が
、
こ
一
」
ま
で
の
と
こ
ろ
『
今
昔
物
語
集
』
の
本
朝
世
俗
部
全
体
の
背
景

に
も
仏
教
が
大
き
く
存
在
し
、
し
か
も
そ
れ
が
『
今
昔
物
語
集
』
そ
の
も

の
の
編
纂
意
識
と
も
密
接
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘

出
来
る
。

　
こ
の
時
、
こ
の
因
果
・
五
戒
・
仏
教
・
世
俗
と
い
う
一
見
ば
ら
ば
ら
に

見
え
る
要
素
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
何
ら
か
の
発
想
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
の
は
自
然
だ
ろ
う
。
筆
者
は
、
そ
の
「
何
ら
か
の
発
想
」
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
g
）

三
帰
五
戒
の
遵
守
に
よ
る
幸
福
の
獲
得
等
を
説
く
、
「
人
天
乗
」
一
乃
至

「
人
天
教
」
）
な
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。

一30一



　
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
様
々
な
思
想
・

信
仰
の
あ
り
方
を
下
敷
き
と
し
て
各
部
・
各
巻
を
編
み
、
そ
の
上
で
大

乗
・
一
乗
・
金
剛
乗
と
い
っ
た
立
場
か
ら
こ
れ
を
集
約
乃
至
円
融
し
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
未
だ
詳
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
ら

の
こ
と
は
、
次
稿
に
予
定
し
て
い
る
巻
二
十
六
や
、
他
の
本
朝
世
俗
部
後

半
巻
の
検
討
を
通
じ
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
こ
こ
で
も
う
一
度
巻
二
十
八
が
「
妄
語
」
の
巻
で
あ
る
ア
」
と
を
述
べ
、

本
論
文
の
結
論
と
す
る
。

閂
付
記
】

　
本
稿
は
平
成
十
五
年
度
説
語
文
学
会
犬
会
（
平
成
十
五
年
六
月
二
十
二

日
、
於
駒
澤
大
学
一
に
お
け
る
発
表
お
よ
び
平
成
十
五
年
度
筑
波
犬
学
博

士
課
程
中
間
評
価
論
文
の
一
部
を
も
と
に
し
て
い
る
。

↓注
（
2
一

一
3
一

一
4
一

一
5
一

『
今
昔
物
語
集
の
生
成
』
一
森
正
人
、
和
泉
書
院
、
昭
和
六
十
一
年
一
。
猶
、
森
氏

は
「
奇
異
シ
」
の
う
ち
語
末
評
語
に
現
れ
る
も
の
に
隈
定
し
て
検
討
し
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
よ
り
広
い
見
地
か
ら
用
い
た
。

小
峯
和
明
氏
「
笑
う
声
－
笑
話
の
位
相
」
（
小
峯
和
明
氏
『
説
語
の
声
－
中
世
世

界
の
語
り
・
歌
・
笑
い
』
、
新
躍
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
所
収
）

片
寄
正
義
氏
『
今
昔
物
語
集
論
』
一
三
雀
堂
、
昭
和
一
九
年
、
芸
林
被
復
刊
、
一

九
七
四
年
一
所
収

柳
田
國
男
氏
『
不
幸
な
る
芸
術
』
一
初
出
一
九
七
四
年
、
新
編
柳
田
國
男
集
第
七

巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
一
所
収

例
え
ば
、
小
峯
氏
が
「
笑
う
声
」
で
「
ヲ
コ
」
と
い
う
表
記
を
採
用
し
て
い
る
の

は
そ
の
一
つ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
嶋
瀞
の
文
学
」
は
柳
田
民

俗
学
と
い
う
一
つ
の
独
特
な
体
系
を
構
成
・
維
持
す
る
た
め
の
要
素
と
い
う
側

一
6
）87ユ09

（
ー
ユ
一

竈
一

一
1
3
）

面
が
閑
却
出
来
ず
、
問
題
が
多
い
。
猶
、
「
鴫
瀞
の
文
学
」
の
問
題
牲
に
つ
い
て

は
阿
部
泰
郎
氏
の
「
ヲ
コ
人
の
系
譜
」
一
『
聖
者
の
推
参
』
所
収
一
、
に
も
同
様
の

指
摘
が
あ
る
。

小
峯
和
明
氏
門
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
構
造
』
一
笠
間
書
院
、
一
九
八
五
年
、
増

補
改
訂
一
九
八
六
年
）

前
掲
注
2
論
文

森
正
人
氏
「
今
昔
物
語
集
の
編
纂
と
本
朝
世
俗
部
」
一
『
今
昔
物
語
集
五
』
一
新
日

本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
一
所
収
「
解
説
」
一
。
猶
、
森
氏
に

は
こ
の
他
、
「
今
昔
物
語
集
「
信
濃
守
陳
忠
」
」
（
『
〈
新
し
い
作
晶
論
〉
へ
く
新
し

い
教
材
論
v
へ
　
古
文
編
二
巻
』
（
前
田
雅
之
編
、
右
文
書
院
、
二
〇
〇
三
年
所

収
）
に
巻
二
十
八
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

秋
山
虜
氏
編
『
王
朝
語
辞
典
』
一
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）

樹
下
文
隆
氏
「
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
に
お
け
る
笑
い
の
意
味
－
誰
が
笑
い
、

誰
が
笑
わ
れ
、
何
が
可
笑
し
い
の
か
ー
」
一
『
説
話
論
集
　
第
十
二
集
』
一
説
話
と

説
語
文
学
の
会
繍
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
六
月
三
〇
日
）

こ
の
ほ
か
、
巻
二
十
八
や
「
嶋
呼
」
に
つ
い
て
、
敵
田
雅
之
氏
『
今
昔
物
語
集
の

世
界
構
想
』
一
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
）
、
阿
都
泰
郎
氏
『
聖
者
の
捷
参
　
中
世

の
声
と
ヲ
コ
な
る
も
の
』
一
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
一
、
土
井
廣
子
氏

「
潮
笑
の
行
方
1
『
今
音
物
語
集
』
巻
第
二
八
を
め
ぐ
っ
て
」
一
『
東
洋
女
子
短

期
大
学
紀
要
』
三
十
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
、
村
戸
弥
生
氏
「
『
今
替
物
語

集
』
巻
二
十
八
に
つ
い
て
1
本
朝
王
法
都
編
纂
過
程
考
－
」
一
『
金
沢
犬
学
国
語

国
文
』
第
二
十
八
号
、
平
成
十
五
年
三
月
一
等
に
論
考
が
あ
る
。

前
掲
注
1
0
論
文
。
た
だ
し
、
巻
二
十
五
第
六
の
頼
光
の
「
鳴
呼
」
を
意
図
的
と
す

る
な
ど
一
実
際
に
は
前
後
関
係
か
ら
成
り
立
た
な
い
）
、
若
予
間
題
が
あ
る
テ
」
と

を
付
言
し
て
お
く
。

『
中
右
記
』
（
一
i
七
、
藤
原
宗
忠
、
増
補
資
料
犬
成
、
一
九
七
五
年
一
に
よ
る
。

猶
、
『
申
右
記
』
に
は
、
八
例
一
康
和
四
年
十
二
月
十
ニ
ヨ
条
、
長
治
元
年
正
月

二
十
三
日
条
、
嘉
承
二
年
正
月
十
玉
日
条
、
天
永
二
年
正
月
二
十
日
条
、
保
安
元

年
正
月
二
十
六
日
条
、
保
安
元
壬
二
月
三
十
日
条
、
保
安
元
年
六
月
十
七
日
条
、

長
承
元
年
十
二
月
十
二
日
条
一
の
「
鳴
呼
」
の
用
例
が
屍
ら
れ
た
。
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『
九
条
家
本
　
玉
葉
』
一
一
－
九
、
九
条
兼
実
、
図
書
寮
叢
刊
、
宮
内
庁
書
陵
部
、

平
成
十
四
年
一
に
よ
る
。
『
玉
葉
』
の
「
鴫
呼
」
の
用
例
は
十
二
例
で
あ
る
。

『
明
月
記
』
一
藤
原
定
家
、
名
著
列
行
会
、
昭
和
四
六
年
一
に
よ
る
。
『
明
月
記
』

の
「
嶋
呼
」
の
用
例
は
十
一
例
で
あ
る
。

前
掲
注
2
論
文

『
玉
葉
』
な
ら
び
に
『
明
月
記
』
に
つ
い
て
は
、
「
嶋
呼
」
と
「
尾
籠
」
と
が
分
化

し
て
い
る
。
「
嶋
呼
」
は
主
に
事
態
の
評
に
使
わ
れ
、
「
尾
籠
」
は
主
に
人
物
の
評

に
使
わ
れ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
「
尾
籠
」
の
用
例
は
『
玉
葉
』
に
二
十
八
例
、

『
明
月
記
』
に
二
十
二
例
見
ら
れ
る
。

山
田
孝
雄
・
山
田
忠
雄
・
山
田
英
雄
・
山
囲
俊
雄
氏
校
注
『
今
替
物
語
集
五
』

（
日
本
吉
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
八
年
）
に
よ
る
。

前
掲
注
2
論
文

前
掲
注
1
0
論
文

前
掲
注
1
0
論
文
。
こ
の
と
き
、
樹
下
氏
は
注
2
2
論
文
を
援
用
し
て
い
る
。

田
口
和
夫
氏
「
宇
治
拾
遺
物
語
に
お
け
る
猿
楽
の
影
－
法
師
の
楓
く
千
鮭
の
太

刀
－
」
面
口
和
夫
氏
『
能
・
狂
言
研
究
－
中
世
文
芸
論
考
－
』
一
三
弥
芳
警
店
、

平
成
九
年
）
所
収
）

犬
島
建
彦
氏
校
注
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
一
新
潮
□
口
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
昭
和

六
十
年
）
に
よ
る
。

前
掲
注
6
論
文

前
掲
注
2
論
文
。
又
、
小
峯
氏
は
、
注
2
・
注
6
論
文
や
、
「
〈
実
語
〉
と
〈
妄

語
〉
の
説
話
史
」
一
『
説
話
の
言
説
－
中
世
の
表
現
と
歴
史
叙
述
』
一
森
話
社
、
二

〇
〇
二
年
六
月
一
一
等
に
お
い
て
、
『
今
替
物
語
集
』
と
妄
語
と
の
関
わ
り
を
述
べ

る
が
、
本
稿
と
は
趣
旨
を
異
に
す
る
。

江
談
抄
研
究
会
編
『
吉
本
系
江
談
抄
注
解
』
（
武
蔵
野
書
院
、
初
版
昭
和
五
士
二

年
、
補
訂
版
平
成
五
年
一
に
よ
る
。

『
囚
分
律
』
一
大
正
新
修
大
蔵
経
刊
行
会
『
大
正
新
修
犬
蔵
経
』
二
二
巻
一
四
二

八
、
大
蔵
出
版
、
大
正
十
五
年
一

平
川
彰
氏
『
二
百
五
十
戒
の
研
究
工
』
（
平
川
彰
著
作
集
、
春
秋
社
、
一
九
九
三

年
一

一
2
9
一

人
天
乗
（
人
天
教
一
は
、
三
帰
五
戒
の
遵
守
に
よ
る
幸
福
の
獲
得
・
人
や
天
へ
の

う
ま
れ
か
わ
り
と
い
っ
た
世
間
の
因
果
を
説
く
仏
教
の
教
え
の
一
段
階
で
俗
人

に
対
す
る
も
の
。
天
台
で
は
法
華
経
の
三
草
二
木
の
警
瞼
の
小
革
に
あ
た
る
と

さ
れ
、
そ
の
他
華
厳
の
法
蔵
の
『
華
厳
五
教
章
』
で
は
十
宗
の
う
ち
の
我
法
倶
有

宗
に
、
空
海
『
十
住
心
論
』
で
は
愚
童
持
斎
住
心
・
嬰
童
無
畏
住
心
の
段
階
に
、

そ
れ
ぞ
れ
あ
た
る
と
し
て
い
る
。
中
国
北
魏
の
時
代
に
撰
述
さ
れ
た
疑
経
『
捉
謂

波
利
経
』
を
中
心
と
す
る
通
俗
的
な
教
え
・
信
仰
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
経
典
は

六
朝
よ
り
唐
代
に
か
け
て
広
く
読
ま
れ
、
日
本
に
も
犬
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
。
塚
本
善
隆
氏
「
申
国
の
在
家
仏
教
特
に
庶
民
仏
教
の
一
経
典
－
捉
謂
波
利

経
の
歴
史
1
」
一
『
北
朝
仏
教
史
研
究
』
、
塚
本
善
隆
著
作
集
第
二
巻
、
大
東
出
版
、

昭
和
四
十
九
年
）
、
牧
田
諦
亮
氏
甲
疑
経
研
究
』
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

昭
和
五
十
一
年
初
版
、
臨
川
書
店
、
平
成
元
年
復
刻
一
に
詳
し
い
。

一
ふ
な
ぎ

あ
づ
さ
　
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程

　
人
文
社
会
科
学
研
究
科
　
日
本
文
学
）
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