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可
保
元
物
語
』

半
井
本
か
ら
金
万
比
羅
本
ヘ

1

l

後
白
河
帝
を
機
軸
と
し
て
｜
｜
｜

須

藤

敬

『
保
元
物
語
』
に
於
て
、
テ
キ
ス
ト
が
変
容
し
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
端
を
、
半
井
本
と
金
万
比
続
本
（
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
半
本
・
金
本

と
略
記
）
の
比
較
に
よ
っ
て
解
明
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

特

半
本

人
』ム

本

そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
の
テ
キ
ス
ト
に

対
す
る
姿
勢
や
構
想
の
質
的
差
異
を
、
後
白
河
天
皇
を
一
つ
の
機
軸
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
但
し
、
そ
れ
は
後
白
河
天
皇
像
の
分
析
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
『
保
元
物
語
』
の
表
層
に
於
て
は
、
分
析
対
象
と
な
る
ほ
ど
後
白
河
天
皇
の
人
物
造
型
が
な
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
本
論
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
の
作
者
に
と
っ
て
、
後
白
河
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た

か
、
そ
れ
が
ま
た
物
語
の
構
想
や
表
現
に
い
か
に
働
き
か
け
て
い
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
引
用
文
は
、
半
本
が
未
刊
国
文
資
料
、
金
本
が
古
典
文
学
大
系
で
あ
る
。
ま
た
章
段
名
は
原
則
と
し
て
金
本
に
よ
る
。
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ま
ず
保
元
の
乱
の
構
造
に
つ
い
て
、
半
本
、
金
本
そ
れ
ぞ
れ
の
捉
え
方
の
差
異
が
最
も
具
体
的
に
一
不
さ
れ
る
場
面
か
ら
み
て
い
き
た
い
c

上
巻
「
官
軍
方
々
手
分
け
の
事
」
の
中
の
、
平
基
盛
と
宇
野
親
治
と
の
言
葉
戦
い
の
描
写
で
あ
る
。
後
白
河
天
皇
方
は
、
崇
徳
院
方
に
諸
国

の
武
士
が
参
集
し
な
い
よ
う
、
都
へ
の
道
々
に
兵
を
差
し
遣
わ
す
。
宇
治
路
に
向
っ
た
平
基
盛
は
、
崇
徳
院
の
も
と
に
向
う
宇
野
親
治
と
出

金
本
を
引
用
す
る
。

（
以
下
同
じ
）

会
い
合
戦
に
及
ぶ
口
こ
の
保
元
の
乱
の
い
わ
ば
前
哨
戦
に
於
て
、
両
者
の
主
張
は
次
の
よ
う
に
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
。
上
段
に
半
本
、
下
段
に

（
半
井
本
）

（
基
盛
の
名
乗
に
対
し
）
是
ハ
大
和
国
住
人
宇
野
〉
七
郎
親
治

ガ
左
大
臣
殿
ノ
仰
ニ
テ
新
院
ノ
御
方
ニ
参
ズ
ル
也
ト
答
レ
パ
、

安
芸
守
清
盛
ノ
次
男
安
芸
判
官
平
基
盛
ガ
宣
旨
ノ
御
使
也
。
シ

タ
ガ
ワ
ズ
パ
通
ス
マ
ジ
キ
ゾ
ト
申
セ
パ
、
親
治
手
綱
カ
ヰ
ク
リ

テ
申
ス
様
、
弓
矢
取
身
ハ
主
フ
タ
リ
ハ
モ
タ
ヌ
物
ヲ
、
キ
ク
ラ

ン
物
ヲ
ト
ノ
〉
シ
リ
、
摂
津
守
頼
光
カ
弟
大
和
守
頼
親
ガ
後

胤
、
中
務
丞
頼
治
孫
、
下
総
権
守
治
弘
ガ
子
ニ
、
宇
野
〉
七
郎

親
治
ト
テ
、
大
和
国
宇
野
郡
ニ
年
来
居
住
シ
テ
、
未
弓
箭
ノ
名

ヲ
ク
ダ
サ
ズ
。
源
氏
二
人
主
取
事
ナ
シ
。
宣
旨
ナ
レ
パ
ト
テ
ヱ

コ
ソ
内
裏
ヘ
参
マ
ジ
ケ
レ
ト
テ
打
過
。

（
金
刀
比
羅
本
）

（
基
盛
の
名
乗
に
対
し
）
「
宣
旨
の
御
使
の
御
家
名
な
ら
び
に
御

せ
ん
ぞ
の
け
い
づ
つ
ぶ
さ
に
う
け
た
ま
は
り
ぬ
。
ま
た
ま
か
り
の

ぼ
る
も
の
を
ば
何
も
の
と
お
ぼ
し
め
す
。
清
和
天
皇
十
代
の
後

胤
、
六
孫
王
の
末
葉
、
掻
津
守
頼
光
の
お
と
〉
、
大
和
守
頼
親
に

玉
代
、
中
務
丞
頼
治
が
孫
、
下
野
守
親
弘
が
嫡
子
、
宇
野
七
郎
親

治
と
申
者
な
り
。
」
と
、
た
か
ら
か
に
こ
そ
名
の
り
け
れ
。
基
盛
、

「
御
家
名
う
け
給
候
畢
。
所
詮
宣
旨
に
よ
っ
て
御
上
洛
候
か
、
院

宣
に
隠
っ
て
ま
い
ら
せ
給
候
か
、
承
ら
ん
。
」
と
申
せ
ば
、
そ
の

時
親
治
い
か
〉
思
ひ
け
ん
、
や
を
し
き
り
に
か
ひ
つ
く
ろ
ひ
ノ
＼
、

甲
の
緒
を
こ
そ
し
め
た
り
け
れ
。
（
中
略
）
基
盛
敵
と
聞
定
し
か

ば
、
「
甲
ま
ら
せ
よ
。
」
と
て
、
緒
を
し
め
て
馬
の
足
た
て
な
を
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「
さ
て
は
え
こ
そ
と
を
し
申
ま
じ
け
れ
。
は
や
く
御
か
へ
り

侠
へ
。
あ
は
れ
、
せ
ん
な
き
御
事
か
な
。
お
な
じ
く
は
、
一
天
の

君
の
宣
旨
に
こ
そ
し
た
が
ひ
給
は
め
、
下
店
の
御
門
の
院
宣
に
し

た
が
ひ
給
は
む
や
。
王
土
に
す
み
な
が
ら
、
い
か
で
か
朝
敵
と
な

り
給
ふ
べ
き
。
速
に
事
な
き
て
い
に
て
内
裏
へ
ま
い
ら
れ
候
へ
か

し
。
し
か
ら
ず
は
基
盛
に
あ
ひ
と
も
な
ひ
て
宇
治
橋
を
守
護
せ
ら

れ
候
か
。
比
雨
条
も
っ
て
お
ん
び
ん
な
り
と
お
ぼ
え
侠
。
」
と
い

ひ
け
れ
ば
、
親
治
あ
ざ
わ
ら
ひ
て
、

J
Z
T
」
そ
安
審
の
判
官
の
言

葉
と
も
お
ぼ
え
ね
。
弓
箭
と
る
も
の
〉
一
度
申
つ
る
こ
と
ば
を
へ

ん
ず
る
や
う
ゃ
あ
る
。
院
宣
に
つ
ゐ
て
ま
い
る
親
治
が
、
官
一
旨
な

れ
ば
と
て
、
今
更
ひ
る
が
へ
す
べ
き
や
は
。
源
氏
の
家
に
む
ま
れ

て
、
二
人
の
し
う
を
ば
も
つ
ま
じ
き
も
の
を
。
（
中
略
）
」
と
て
、

三
十
飴
騎
く
つ
ば
み
を
な
ら
べ
て
お
め
ひ
て
か
く
。

（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）

し
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両
本
の
相
違
点
と
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
院
立
と
い
う
詰
の
有
無
で
あ
る
。
半
本
で
は
基
盛
の
い
う
宣
旨
に
対
し
、
規
治
は
「
弓
矢
取

身
ハ
主
フ
タ
リ
ハ
モ
タ
ヌ
物
ヲ
し
「
源
氏
二
人
主
取
事
ナ
シ
」
と
、

道
義
的
立
場
か
ら
だ
け
の
返
答
に
終
っ
て
い
る
が
、

金
本
の
親
治
に
は

院
宣
と
い
う
、
宣
胃
に
対
し
等
質
に
対
向
し
う
る
名
分
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
の
こ
と
は
、
親
治
に
関
す
る
描
写
全
体
に
も
影

響
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
即
ち
金
本
で
は
親
治
に
つ
い
て
、

大
お
と
こ
の
ま
な
こ
を
す
で

つ
ら
た
ま
し
ひ
誠
に
あ
ら
け
な
る
が
、

む
ま
す
へ
こ
と
か
ら
あ
る
べ
か
り
庁
る
が
、

一
騎
す
〉
み
い
で



か
ち
ん
の
ひ
た
〉
れ
に
小
さ
く
ら
を
黄
に
か
へ
し
た
る
よ
ろ
ひ
き
て
、
く
ろ
づ
は
の
矢
お
ひ
、
ふ
し
ま
き
の
ゆ
み
に
ぎ
り
大
な

る
も
ち
て
、
黄
河
原
毛
な
る
馬
の
ふ
と
く
た
く
ま
し
き
に
、
し
ろ
ぶ
く
り
ん
の
鞍
を
き
て
の
っ
た
り
け
る
が
、
弓
と
り
な
を
し
、
つ
い

た
ち
あ
が
り
：
・
・

た
り
。

と
、
充
分
に
そ
の
容
姿
を
描
き
込
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
半
本
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。

ま
た
親
治
が
生
捕
ら
れ
る
場
面
で
も
、
金
本

で
は
、
基
盛
の
も
と
に
内
裏
方
か
ら
一
千
余
騎
の
味
方
が
や
っ
て
き
て
親
治
を
捕
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
対
し
、
半
本
で
は
、
基
盛
の
軍

勢
だ
け
で
親
治
は
捕
え
ら
れ
て
い
る
。
山
（
一
市
徳
院
側
を
後
白
河
天
皇
に
対
し
、
決
し
て
遜
色
な
い
よ
う
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
金
本
に
比
べ
、

半
本
に
は
そ
う
し
た
配
慮
が
あ
ま
り
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
特
に
宣
旨
と
院
宣
と
い
う
語
に
着
目
す
る
と
、
半
本
作
者
は
崇
徳
院
が
発
し

た
で
あ
ろ
う
院
宣
に
は
、

ほ
と
ん
ど
目
を
向
け
よ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
、
半
本
に
院
宣
の
語
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
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物
語
の
終
結
部
「
為
朝
鬼
ガ
嶋
ニ
渡
ル
事
並
ニ
最
後
ノ
事
」
で
突
然
、
為
朝
追
討
の
院
宣
の
語
が
数
ヶ
所
見
出
せ
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
「
保

元
ノ
主
上
ヲ
リ
ヰ
ニ
テ
座
ケ
リ
」
と
、
後
白
河
が
上
皇
と
な
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
記
し
た
上
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

--:::> 

ま
り
半
本
は
宣
旨
及
び
院
宣
の
語
を
、
後
白
河
方
に
だ
け
使
お
う
と
す
る
姿
勢
で
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

）
う
し
た
観
点
か
ら
、
後
白

河
天
皇
の
存
在
や
宣
旨
の
語
の
使
用
に
つ
い
て
、
金
本
に
比
べ
、
半
本
の
き
わ
だ
っ
た
描
き
方
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
た
い
。

ま
ず
「
新
院
御
謀
反
井
ひ
に
調
伏
の
事
付
け
た
り
内
府
意
見
の
事
」
の
章
段
の
中
か
ら
、
次
の
二
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
東

三
条
に
て
朝
家
呪
阻
の
秘
法
を
行
う
三
井
寺
阿
閤
梨
勝
尊
を
、
義
朝
が
捕
え
に
行
く
場
面
で
あ
る
。

（
半
井
本
）

左
府
又
束
三
条
ニ
ア
ル
僧
ヲ
能
テ
秘
法
ヲ
行
ワ
セ
ラ
ル
。
内

一
長
ヲ
呪
旺
シ
奉
之
由
風
間
ア
リ
テ
、
度
々
メ
セ
共
参
ラ
ザ
リ
ケ

（
金
万
比
羅
本
）

又
束
三
条
に
し
て
秘
法
を
行
ひ
、
朝
家
を
児
阻
し
た
て
ま
つ
る

者
あ
り
と
聞
え
け
れ
ば
、
下
野
守
義
朝
を
も
っ
て
召
ま
い
ら
す
べ



レ
パ
、
下
野
守
義
朝
ニ
仰
テ
、
是
ヲ
メ
ス
。
義
朝
宣
旨
ヲ
承
リ

テ
、
束
三
条
ニ
行
向
テ
・
：

き
よ
し
お
ほ
せ
下
さ
る
。

ゆ
き
む
か
つ
て
み
る
に

も
う
一
つ
は
、
崇
徳
院
方
に
味
方
す
る
と
見
な
さ
れ
た
忠
正
、
頼
憲
を
後
白
河
天
皇
方
が
召
し
出
す
場
面
で
あ
る
。

（
半
井
本
）

大
夫
史
師
経
、
宣
旨
ヲ
官
使
ニ
モ
タ
セ
テ
、
宇
治
左
大
臣
殿

へ
奉
ル
。
左
大
臣
殿
、
忠
正
頼
憲
ヲ
百
三
定
ベ
シ
ト
詞
ニ
テ
御

返
事
有
ケ
リ
。

（
金
万
比
羅
本
）

又
平
右
馬
助
忠
玉
・
散
位
頼
殺
、
む
ほ
ん
同
意
と
聞
え
し
か

ば
、
雅
頼
を
も
っ
て
め
さ
る
〉
と
い
へ
ど
も
、
と
か
く
陳
じ
申
て

ま
い
ら
ず
。

し、。
二
例
と
も
同
本
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
が
、
半
本
が
い
ず
れ
も
宣
旨
の
語
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
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次
に
「
将
軍
塚
鳴
動
井
、
ひ
に
苔
星
出
づ
る
事
」
の
章
段
。
こ
こ
は
、
鳥
羽
殿
に
集
っ
た
故
鳥
羽
院
の
旧
臣
達
の
口
を
借
リ
て
、
保
元
の
乱
勃

発
に
際
し
て
の
長
々
と
し
た
評
論
を
叙
述
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

（
半
井
本
）

一
院
隠
サ
セ
給
テ
、
僅
ニ
十
ケ
日
中
ニ
カ
＼
ル
事
ノ
出
キ
ヌ

ル
事
コ
ソ
浅
増
ケ
レ
パ
、
公
卿
モ
院
中
モ
故
院
ノ
御
菩
提
ヲ
訪

奉
リ
、
御
追
善
ノ
外
他
事
ヤ
ハ
ア
ル
ベ
キ
ニ
：
・

（
金
刀
比
羅
本
）

故
院
崩
御
の
〉
ち
、
わ
づ
か
に
十
箇
日
の
中
ぞ
か
し
。
主
上
も

上
皇
も
御
こ
』
ろ
を
一
に
し
て
、
後
の
御
主
口
提
を
と
ふ
ら
ひ
ま
し

主
さ
ん
外
は
他
事
や
は
あ
る
べ
し
。

金
本
が
「
主
上
も
上
皇
も
」
と
一
川
者
対
等
に
投
う
中
立
的
立
場
で
述
べ
る
の
に
対
し
、
半
本
は
「
公
卿
モ
院
中
モ
L

と
、
鳥
羽
院
追
善
の



で
あ
ろ
う
。

主
宰
者
と
し
て
の
主
上
の
側
か
ら
、
謀
叛
を
お
こ
そ
う
と
す
る
崇
徳
院
及
び
そ
れ
に
付
き
随
う
公
卿
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る

続
い
て
－
為
義
降
参
の
事
」
の
章
段
の
末
尾
、
義
朝
が
降
参
し
て
き
た
父
為
義
を
迎
え
と
っ
た
場
面
で
あ
る
。

（
半
井
本
）

義
朝
是
ヲ
聞
テ
、
鎌
田
次
郎
正
清
ヲ
使
ニ
テ
、
私
へ
輿
車
ヲ

遣
シ
テ
、
父
ノ
入
道
ヲ
迎
取
、
事
ノ
外
ニ
悦
テ
、
様
々
ニ
痛
リ

ケ
レ
パ
、
心
安
ク
覚
テ
ゾ
有
ケ
ル
。
主
上
此
由
間
食
テ
、
今
度

ノ
合
戦
ノ
輩
堅
ク
制
シ
テ
置
レ
タ
リ
。

（
金
万
比
羅
本
）

義
朝
大
に
悦
で
、
鎌
田
次
郎
正
清
を
使
者
と
し
て
、
力
者
共
に

輿
か
〉
せ
、
い
そ
ぎ
迎
に
遣
し
け
り
。
既
に
さ
が
り
松
の
還
に
て

入
道
に
行
あ
ひ
奉
腸
に
け
り
。
左
馬
頭
出
あ
ひ
封
面
し
て
、
一
決
を

流
し
悦
て
、
し
つ
ら
ふ
た
る
所
へ
入
奉
、
女
房
二
三
人
付
奉
、
漸

に
い
た
は
り
奉
る
。
後
は
し
ら
ず
、
入
道
殿
い
か
ば
か
り
か
嬉
し

く
思
は
れ
け
ん
。
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半
本
で
は
、
為
義
降
参
に
対
し
主
上
の
具
体
的
対
応
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
金
本
に
は
そ
の
部
分
の
叙
述
が
な
い
。
さ
ら
に
「
義
朝
弟

ど
も
諒
せ
ら
る
る
事
」
と
「
義
朝
幼
少
の
弟
悉
く
失
は
る
る
事
」
の
二
つ
の
章
段
を
ま
と
め
て
み
て
み
た
い
。

J
議
朝
弟
ど
も
諒
せ
ら
る
る
事
」

（
半
井
本
）

重
テ
宣
旨
ノ
下
ケ
ル
ハ
、
義
朝
ガ
弟
共
ガ
我
ヲ
射
タ
ル
ガ
ア

マ
タ
ア
ン
ナ
ル
。
次
第
二
揚
テ
進
セ
ヨ
ト
被
仰
。
左
馬
頭
打
手

ヲ
八
刀
テ
草
山
）
ス
。

（
金
万
比
羅
本
）

其
後
左
馬
頭
討
手
を
方
々
へ
遣
、
本
一
口
弟
等
並
与
黛
の
者
共
を
尋

け
る
に
、



寸
義
朝
幼
少
の
弟
悉
く
失
は
る
る
る
事
」

（
半
井
本
）

猶
々
義
朝
ニ
宣
旨
ノ
下
リ
ケ
ル
ハ
、
幼
キ
弟
共
ノ
ア
マ
タ
ア

ル
ナ
ル
、
女
子
ノ
外
ヲ
パ
皆
失
へ
ト
ゾ
仰
ケ
ル
。

（
金
万
比
羅
本
）

又
左
馬
頭
の
も
と
へ
仰
下
さ
れ
け
る
は
、
「
為
義
が
子
供
都
の

中
に
、
少
け
れ
ど
も
、
男
女
の
類
多
有
と
同
召
す
。
女
子
の
外
、

男
子
の
あ
ら
む
を
ば
皆
々
失
ベ
し
。
L

と
仰
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
・
・

半
本
で
は
「
重
テ
宣
旨
ノ
下
ケ
ル
ハ
」
「
猶
々
義
朝
ニ
宣
旨
ノ
下
リ
ケ
ル
ハ
」

と
金
本
に
比
し

宣
旨
の
語
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
た
書

き
方
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
「
義
朝
ガ
弟
共
ガ
我
ヲ
射
タ
ル
ガ
ア
マ
タ
ア
ン
ナ
ル
L

と、

「
我
」
即
ち
後
白
河
天
皇
が
は
っ
き
り
と
そ
の
姿

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
点
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
諸
例
か
ら
半
本
の
一
つ
の
特
質
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
二
点
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

そ
れ
は
、
半
本
で
は
後
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白
河
天
皇
が
物
語
の
表
面
に
於
て
充
分
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た
そ
れ
と
連
動
し
て
宣
旨
の
重
み
が
強
制
さ
れ
た
書
き
方
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
金
本
に
な
る
と
〈
後
白
河
天
皇
H
官
正
日
〉
対
〈
崇
徳
院
H
院
宣
〉
と
い
う
構
図
が
明
確
に
打
ち
出

さ
れ
、
今
述
べ
た
半
本
の
特
質
が
後
退
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

で
は
半
本
が
〈
後
白
河
天
皇
リ
宣
旨
〉
に
対
置
し
て
い
た
も
の
は
何
か
、

そ

れ
を
次
に
考
え
て
み
た
い
。

前
章
で
み
た
官
一
旨
，
と
同
慌
に

w一
十
本
と
金
本
で
は
使
用
態
度
に
差
異
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
単
語
が
あ
る
。

そ
れ
は
朝
敵
と
い
う
語
で
あ

る
。
以
下
に
若
干
例
を
あ
げ
る
。
「
為
義
降
参
の
事
」
の
中
で
、
為
義
父
子
が
敗
走
し
て
い
く
途
中
、

為
朝
が
為
義
に
向
い
、

東
国
に
落
ち



の
び
も
う
一
旗
あ
げ
よ
う
と
提
案
す
る
場
面
が
あ
る
。

そ
の
為
朝
に
対
す
る
為
義
の
返
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

（
半
井
本
）

父
ノ
義
法
房
申
ケ
ル
ハ
、
若
ク
盛
リ
ナ
リ
シ
時
、
陸
奥
守
ニ

成
ラ
デ
、
今
老
衰
へ
朝
敵
卜
成
、
出
家
入
道
ノ
後
、
共
ホ
ド
ノ

可
有
果
報
共
不
覚
。

（
金
刀
比
羅
本
）

入
道
殿
の
給
ひ
け
る
は
、
「
わ
か
く
盛
な
り
し
時
、
い
と
や
す

く
成
べ
か
り
し
伊
予
・
陸
奥
守
に
だ
に
も
な
ら
ず
し
て
、
衰
老
の

今
、
出
家
入
道
し
て
後
、
そ
れ
ほ
ど
の
果
報
有
べ
し
と
も
覚
え

ず。：・
L

始
ま
る
。

ま
た
「
為
義
最
後
の
事
」
で
鎌
田
正
清
が
為
義
に
対
し
、
義
朝
が
為
義
の
助
命
を
す
る
と
い
う
偽
り
を
言
う
場
面
の
言
葉
は
次
の
よ
う
に

（
半
井
本
）

守
殿
ノ
申
ト
候
ツ
ル
ハ
、
今
度
ノ
合
戦
ニ
義
朝
清
盛
大
将
ヲ

承
テ
、
朝
敵
ヲ
追
討
シ
テ
進
セ
候
ヌ
ル
上
ハ
、
阿
人
ガ
勲
功
ノ

賞
ハ
不
可
有
勝
劣
候
処
ニ
、
清
盛
ガ
一
類
皆
朝
恩
ニ
誇
候
テ
、

頭
ヲ
指
出
ス
ベ
キ
人
モ
無
、
義
朝
ハ
無
力
代
ニ
テ
、
石
ノ
中
情

ト
カ
ヤ
ノ
様
ニ
テ
候
ヘ
パ
、
ア
ジ
キ
ナ
ク
候
。

半
本
で
は
為
義
が
自
ら
を
朝
敵
と
し
、

（
金
万
比
羅
本
）

入
道
殿
の
御
前
に
参
て
、
「
義
朝
今
度
の
合
戦
の
大
将
軍
と
し

て
忠
節
を
い
た
し
、
数
輩
の
若
輩
一
一
円
等
討
死
し
手
負
候
い
ぬ
。
然
と

い
へ
ど
も
未
軍
功
の
賞
に
も
あ
づ
か
ら
ず
候
処
に
、
御
頚
を
は
ね

て
ま
い
ら
せ
よ
と
、
度
々
仰
下
さ
れ
候
問
、
今
度
の
忠
賞
に
申
か

へ
て
御
命
を
こ
そ
申
助
ま
い
ら
せ
て
候
へ

0

・：」
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ま
た
鎌
田
政
清
が
本
来
は
同
族
の
主
で
あ
る
為
義
に
対
し

と
語
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
表
現
が
金
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。

「
朝
敵
ヲ
追
討
シ
テ
」

さ
ら
に
半
本
は
、
為
義
が
い
よ
い
よ
切
ら
れ
る
場
面
で
次
の
よ
う
な
言
葉
を
為
義
に
言
わ

せ
て
い
る
。



然
モ
朝
敵
ト
成
テ
被
切
事
誠
ニ
面
白
也
。
弓
矢
取
身
ノ
名
問
、
何
カ
是
ニ
如
ム
。

金
本
に
は
こ
の
言
葉
は
な
く
、
た
だ
自
ら
の
死
に
対
し
心
乱
れ
る
哀
れ
な
る
姿
と
し
て
為
義
は
描
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
金
本
が
、
崇

徳
院
方
を
朝
敵
と
し
て
規
定
し
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
金
本
は
少
な
く
と
も
物
語
展
開
上
の
構
想
に
於
て
は
、
宣
旨
対

院
宣
と
い
う
図
式
と
な
る
よ
う
描
こ
う
と
し
た
結
果
、
半
本
ほ
ど
ス
ト
レ
ー
ト
に
崇
徳
院
方
を
朝
敵
と
し
て
印
象
づ
け
る
書
き
方
に
は
な
っ

，．、、、、、、。

司、’
V
J
J
E

、ν

そ
し
て
こ
う
し
た
両
本
の
作
者
の
姿
勢
の
差
が
、
そ
の
ま
ま
物
語
中
の
人
物
造
型
に
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
為
朝
像
に
つ
い
て
、
朝
敵
と
い
う
尺
度
を
あ
て
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

為
朝
を
説
明
す
る
に
あ
た
り

物
語
は
為
朝
を
い
か
な
る
歴
史
的
系
譜
の
上
に
位
置
付
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
新
院
御
所
各
門
々
回

（
半
井
本
）

将
門
ニ
モ
勝
レ
、
純
友
ニ
モ
超
タ
リ
。

（
金
刀
比
羅
本
）

将
門
・
純
友
に
も
こ
え
、
貞
任
・
宗
任
に
も
す
ぐ
れ
た
り
。
上

代
た
め
し
な
く
、
末
代
に
も
あ
り
が
た
か
る
べ
き
兵
な
り
。
古
そ

の
名
聞
し
田
村
・
利
仁
が
鬼
神
を
せ
め
、
頼
光
・
保
昌
の
魔
軍
を

ゃ
ぶ
り
し
も
、
或
は
勅
命
を
か
た
ど
り
、
或
は
神
力
を
さ
き
と
し

て
、
武
威
の
誉
を
残
せ
り
。
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め
の
事
付
け
た
り
軍
評
定
の
事
」
か
ら
引
用
す
る
。

半
本
が
将
門
と
純
友
の
名
を
挙
げ
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
金
本
は
多
く
の
武
人
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。

で
は
金
本
は
、

為
朝
の
強
大
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
、
た
だ
歴
代
の
武
人
の
数
を
ふ
や
し
た
だ
け
な
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
金
本
な
り
の
微
妙
な

計
算
が
働
い
た
叙
述
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
或
は
勅
命
を
か
た
ど
り
、
或
は
神
力
を
さ
さ
と
し
て
」
と
い
う
規
定
で
あ
る
。

つ
ま
り
皇
室



の
権
威
と
神
の
加
護
の
二
つ
の
要
素
が
付
与
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
（
1

）

O

こ
の
占
小
、

金
本
は
為
朝
に
ど
ち
ら
の

要
素
も
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
皇
室
の
権
威
と
い
う
こ
と
で
は
、
為
朝
は
院
宣
の
語
を
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
神
の
加
護
と

い
う
こ
と
で
は
、
為
朝
が
天
皇
の
輿
に
矢
を
射
ょ
う
と
献
策
す
る
場
面
で
の
次
の
言
葉

是
為
朝
が
は
な
つ
矢
に
て
侠
ま
じ
。
天
照
太
神
・
正
八
幡
宮
の
は
な
た
せ
給
ふ
御
矢
也
。

が
注
目
で
き
よ
う
。
半
本
に
は
こ
の
セ
リ
フ
が
無
く
、
ま
し
て
院
宣
と
い
う
名
分
を
為
朝
が
口
に
す
る
こ
と
も
、
先
に
み
た
宇
野
親
治
の
場

合
と
同
様
ま
っ
た
く
な
い
。

そ
も
そ
も
軍
記
物
語
に
於
て
は
、
皇
室
の
権
威
及
び
神
の
加
護
の
有
無
と
い
う
こ
と
が
、
朝
敵
と
な
る
か
否
か

を
決
め
て
い
く
、

一
つ
の
定
型
表
現
と
な
っ
て
い
く
よ
う
だ
。
党
一
本
守
平
家
物
語
』
巻
玉
「
福
原
院
宣
」
で
語
ら
れ
る
平
家
追
討
の
院
宣
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の
中
に
、
次
の
ご
と
き
一
節
が
あ
る
。

夫
我
朝
は
神
園
也
。
宗
廟
あ
ひ
な
ら
ん
で
、
神
徳
是
あ
ら
た
な
り
。
故
朝
廷
開
基
の
後
、
数
千
飴
歳
の
あ
ひ
だ
、
帝
猷
を
か
た
ぶ
け
、

園
家
を
あ
や
ぶ
め
む
と
す
る
物
、
み
な
も
（
ツ
）
て
敗
北
せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
然
則
且
は
神
道
の
冥
助
に
ま
か
せ
、
且
は
勅
宣
の
旨
趣

を
ま
も
（
ツ
）
て
、
は
や
く
平
民
の
一
類
を
諒
し
て
、
朝
家
の
怨
敵
を
し
り
ぞ
け
よ
。
（
古
典
文
学
大
系
、
以
下
同
じ
）

ま
た
こ
う
し
た
院
宣
を
出
さ
れ
、

朝
敵
と
し
て
追
討
さ
れ
る
側
と
な
っ
た
平
家
の
自
覚
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

可
平
家
物
語
』
巻

七

J
福
原
落
」
の
宗
盛
の
言
葉
は
、

積
善
の
鈴
慶
家
に
つ
き
、
積
悪
の
儀
残
身
に
及
ぶ
ゆ
へ
に
、
神
明
に
も
は
な
れ
た
れ
奉
り
、
君
に
も
捨
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、

で
旅
泊
に
た
ズ
よ
ふ
上
は
、
な
ん
の
た
の
み
か
あ
る
べ
き
な
れ
共
：
・
。

帝
都
を
い



と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
源
平
闘
語
録
』

将
門
随
八
箇
園
、

強
構
凶
悪
之
心
、

不
樟
神
慮
、
不
恐
帝
威
、

一
之
上
で
は
、
将
門
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

（
未
刊
国
文
資
料
）

半
本
の
為
朝
と
は
、
将
円
、
純
友
の
系
譜
上
に
位
置
す
る
神
慮
も
帝
威
も
惜
ら
な
い
、

ま
さ
に
朝
敵
と
し
て
の
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

で
は
朝
敵
と
し
て
の
為
朝
が
、
半
本
で
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
、

さ
ら
に
考
え
て
い
き
た
い
。

「
為
朝

生
捕
り
遠
流
に
慮
せ
ら
る
る
事
」
で
、
為
朝
が
伊
一
旦
へ
流
さ
れ
る
場
面
で
の
為
朝
の
言
葉
を
次
に
引
用
す
る
。

（
半
井
本
）

其
時
為
朝
申
ケ
ル
ハ
、
輿
ニ
被
入
タ
リ
、
カ
ヰ
ナ
抜
レ
タ
リ

ケ
レ
パ
何
事
カ
シ
出
ス
ベ
キ
ト
ゾ
、
ヲ
ノ
レ
ラ
ハ
ア
ナ
ヅ
リ
思

カ
、
是
見
ヨ
ト
テ
身
ヲ
ヨ
リ
ケ
レ
パ
、
指
モ
シ
夕
、
カ
ニ
指
タ

ル
輿
ノ
既
ニ
是
ヲ
モ
フ
ミ
破
テ
何
ク
ヘ
モ
行
ク
ベ
ケ
レ
共
、
王

地
ニ
住
身
ナ
レ
パ
カ
ク
テ
ハ
被
下
ゾ
ト
云
ケ
ル
。

金
本
で
の
為
朝
は
、

（
金
万
比
羅
本
）

「
あ
は
れ
朝
敵
は
怖
敷
事
哉
。
為
朝
程
の
者
が
、
不
通
の
凡
夫

に
生
捕
る
〉
事
よ
。
今
は
何
事
を
す
べ
き
、
か
た
は
も
の
に
成
た

れ
ば
と
こ
そ
思
ふ
ら
ん
。
一
は
た
ら
き
だ
に
は
た
ら
か
ば
、
是
程

の
輿
、
物
に
て
や
有
ベ
き
。
こ
は
み
よ
O
L

と
て
、
少
動
く
様
に

し
け
れ
ば
、
さ
し
も
き
び
し
く
打
付
た
る
龍
輿
の
む
ず
め
き
ひ
り

め
き
て
砕
破
な
む
と
し
け
る
問
、
輿
昇
共
恐
懐
て
、
逃
去
時
も
あ

M
H

ノ。
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い
つ
で
も
自
分
を
閉
じ
込
め
て
い
る
輿
な
ど
は
打
ち
破
れ
る
と
荒
言
を
吐
く
だ
け
で
、

で
は
何
故
実
際
に
輿
を
打
ち

破
ら
な
い
の
か
と
い
う
、
読
者
の
素
朴
な
疑
問
に
は
答
え
て
い
な
い
。
こ
の
点
半
本
は
「
王
地
ニ
住
身
ナ
レ
パ
カ
ク
テ
ハ
被
下
ゾ
」
と
、
流

罪
と
い
う
処
置
に
従
容
と
し
て
従
う
為
朝
の
理
由
を
明
確
に
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
王
地
と
い
う
語
が
で
て
き
た
こ
と
と
、
宣
旨
と
い
う
語

に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
た
書
き
方
と
は
、
半
本
作
者
の
一
貫
し
た
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
王
地
の
上
に
住
む
身
だ
か
ら
宣



旨
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

と
い
う
発
想
の
説
話

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

院
政
期
か
ら
中
世
の
作
品
に
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で

は
、
王
土
思
想
の
理
念
の
中
に
為
朝
が
と
り
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
中
世
王
土
思
想
と
は
、
た
と
え
ば
仏

土
に
対
す
る
王
土
と
い
う
よ
う
な
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
意
味
付
け
を
持
っ
た
理
念
で
あ
る
こ
と
が
、
歴
史
研
究
の
立
場
か
ら

一
一
一
日
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
土
地
の
所
有
、
支
配
と
い
う
現
実
的
政
治
課
題
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
保
元
元
年
間
九
月
十
八
日

に
発
縛
さ
れ
た
宣
旨
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。
可
兵
範
記
』
よ
り
引
用
す
る
。

仰
、
九
州
之
地
者
一
人
之
有
也
、
王
命
之
外
、
何
施
私
威
、
市
如
問
、
近
年
或
語
取
園
判
、
或
稽
惇
公
験
、
不
経
官
奏
怒
立
庄
園
論

之
、
朝
章
理
不
可
然
、
久
喜
二
年
七
月
廿
四
日
以
後
、
不
帯
宣
旨
、
若
立
庄
園
、
且
従
停
廃
、
且
令
注
進
園
宰
、
容
隠
不
上
奏
者
、
即

解
見
任
科
違
勅
罪
、
至
子
子
孫
永
不
紋
用
、
（
以
下
略
）
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こ
の
保
元
新
制
を
め
ぐ
る
王
土
思
想
に
つ
い
て
、
河
音
能
平
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
保
元
新
制
に
お
け
る
王
土
思
想
は
、

一
国
平
均
役
を
支
え
る
支
配
思
想
と
し
て
の
王
土
思
想
を
前
提
と
し
つ
つ
、

そ
の
上
に
立
っ
て
さ
ら
に
権
門
寺
社
間
の
利
害
を
調
整
す
る
中

世
天
皇
の
公
権
力
を
支
え
る
理
念
と
し
て
表
明
さ
れ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
す
）

O

」

こ
う
し
た
王
土
思
想
の
観
点
か
ら
み
た
時
、
為

朝
の
伊
豆
で
の
所
業
、
が
、
物
語
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
為
朝
は
伊
豆
の
島
々
を
、

次
々
と
押
領
し
て
い
っ
た
。

」
の
こ
と
に
つ
い
て
半
本
は
、

っ
為
朝
鬼
ガ
嶋
ニ
渡
ル
事
並
ニ
最
後
ノ
事
」
で
次
の
よ
う
に
為
朝
に
言
わ
せ
て

い
る
。

哀
レ
安
ヌ
物
哉
、
朝
敵
ヲ
責
テ
、
将
軍
ノ
宣
旨
ヲ
モ
蒙
リ
、
園
ヲ
モ
庄
ヲ
モ
給
ハ
ル
ベ
キ
ニ
、
イ
ツ
モ
朝
敵
ト
成
テ
流
レ
タ
ル
コ
ソ
口

惜
ケ
レ
。
今
者
比
嶋
コ
ソ
為
朝
ガ
所
領
ナ
レ
ト
テ
、
伊
豆
ノ
大
嶋
、
ミ
ヤ
ケ
嶋
、
カ
ウ
ツ
嶋
、
八
丈
カ
嶋
、
ミ
ツ
ケ
ノ
嶋
、
ヲ
キ
ノ



嶋

ニ
イ
嶋
、
ミ
倉
嶋
、
比
七
ノ
嶋
ヲ
ゾ
領
シ
タ
ル
。
比
七
ノ
嶋
ハ
宮
藤
斎
茂
光
ガ
所
領
也
。

一
所
モ
主
ニ
ハ
不
能
押
領
ス
。

こ
こ
で
の
「
為
朝
ガ
所
領
ナ
レ
ト
テ
」
と
い
う
所
領
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
為
朝
大
島
渡
島
を
記
す
諸
本
い
ず
れ
も
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

鎌
倉
本
は
半
本
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
、
古
活
字
本
で
は
「
是
こ
そ
公
家
よ
り
給
た
る
領
な
れ
」
と
あ
る
。
王
権
を
支
え
る
理
念
と
し
て
の
王

土
思
相
心
か
ら
み
た
場
合
、
押
領
こ
そ
悪
業
の
最
た
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
語
前
半
部
で
語
ら
れ
る
為
朝
の
九
州
で
の
乱

行
も
、
同
じ
観
点
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
今
述
べ
た
こ
と
に
関
し
て
、

『
十
訓
抄
』
第
六
「
大
納
言
俊
明
卿
の
薄
料
」

の
説
話
は
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

大
納
言
俊
明
卿
、
丈
六
の
悌
を
造
ら
る
〉
よ
し
を
開
て
、
奥
州
の
清
衡
、
薄
の
料
に
金
を
を
く
り
け
る
を
、
う
け
ず
し
て
か
へ
し
っ
か

は
さ
れ
け
り
。
人
故
を
と
ひ
け
れ
ば
、
「
清
衡
王
地
を
お
ほ
く
押
領
し
て
、
唯
今
謀
叛
を
お
こ
す
べ
き
な
り
。
そ
の
と
き
は
、
追
討
の

使
を
つ
か
は
さ
ん
ず
る
に
定
申
ベ
き
身
な
り
。
侃
こ
れ
を
と
ら
ず
」
と
い
は
れ
け
り
。
（
岩
波
文
庫
）
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王
地
を
押
領
す
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
謀
叛
で
あ
り
、

た
と
え
仏
道
に
寄
進
す
る
行
為
が
あ
っ
て
も
、
押
領
と
い
う
所
業
が
あ
る
限
り
そ
れ

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

半
本
の
為
朝
は
、
後
白
河
天
皇
に
代
表
さ
れ
る
王
権
に
正
面
か
ら
敵
対
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
半
本
で
は
、
為
朝

は
「
調
伏
セ
ラ
レ
ヘ
討
ち
と
ら
れ
た
為
朝
の
首
を
後
白
河
院
が
「
御
覧
有
ケ
リ
」
と
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、

こ
う
し
た
為
朝
像
の
把
握
は
従
来
の
研
究
の
流
れ
と
は
合
わ
な
い
一
面
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
為
朝
を

「
中
世
的
英
雄
L

「
理
想

的
武
人
」
と
捉
え
、

そ
こ
か
ら
半
本
の
記
す
よ
う
な
大
島
で
の
為
朝
の
所
業
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
設
定
で
あ
る
。

ま
fこ

そ
う

し
た
問
題
設
定
か
ら
理
想
的
武
人
と
悪
業
人
と
い
う
為
朝
の
二
面
性
、

「
人
物
像
の
割
れ
」

と
い
っ
た
問
題
が
議
論
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ



る（
3

）

O

こ
こ
で
そ
れ
ら
「
中
世
的
英
雄
」
「
理
想
的
武
人
」
と
い
っ
た
捉
え
方
を
否
定
し
た
い
の
で
は
な
い
。
従
来
、
理
想
的
武
人
と
し
て

の
為
朝
像
の
印
象
が
先
行
し
、

そ
こ
か
ら
半
本
的
為
朝
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
、

そ
の
順
序
を
逆
に
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
半
本
の

朝
敵
と
し
て
規
定
さ
れ
る
為
朝
が
、
な
ぜ
強
大
化
し
理
想
化
さ
れ
、
金
本
的
造
型
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

」
の
問

題
の
解
明
の
た
め
に
は
、

原
水
民
樹
氏
の
言
わ
れ
る
「
貴
種
性
、

無
頼
性
（
4
）
し
、

日
下
力
氏
の
言
わ
れ
る
「
辺
境
性
（
5

）
」
等
、

為
朝
の
属

性
か
ら
考
え
る
視
点
が
き
わ
め
て
有
効
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
為
朝
の
持
つ
属
性
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
為
朝
の
属
性
が
物
語
の
中
で
触
発
さ
れ
、
人
物
造
型
に
作
用
し
て
い
く
た
め
に
は
、

テ
キ
ス
ト
自
体
の
質
的
変
容
が
条
件
と
な
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
半
本
で
絶
対
的
権
威
を
持
っ
て
い
た
宣
旨
が
、
金
本
で
は
院
宣
の
語
に
よ
っ
て
相
対
化

さ
れ
、

そ
れ
と
連
動
し
半
本
で
は
物
語
の
表
面
に
出
て
い
た
後
白
河
天
皇
が
、
金
本
で
は
テ
キ
ス
ト
の
裏
側
に
潜
行
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
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た
テ
キ
ス
ト
の
変
容
が
あ
っ
て
こ
そ
、
為
朝
は
朝
敵
と
し
て
の
規
制
が
弱
ま
り
、
王
土
思
想
の
理
念
か
ら
も
解
放
さ
れ
、
人
物
造
型
の
新
た

な
局
面
を
開
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

続
い
て
為
朝
造
型
以
外
の
面
で
、
以
上
に
述
べ
た
テ
キ
ス
ト
の
変
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
い
き
た
い
。

合
戦
描
与
の
山
場
の
一
つ
に
、
義
朝
と
為
朝
の
対
決
場
面
が
あ
る
。

そ
こ
で
の
二
人
の
言
葉
戦
い
を
引
い
て
み
る
。

「
白
河
殿
攻
め
落
す

事
」
の
章
段
で
あ
る
。

（
半
井
本
）

下
野
守
後
陣
ニ
引
ヘ
テ
、
此
ヲ
禦
ハ
源
氏
カ
平
氏
力
、

カ
ウ

（
金
刀
比
羅
本
）

「
此
門
を
固
ら
れ
て
候
は
誰
人
ぞ
。
か
う
申
は
下
野
守
源
義
朝
、



申
ハ
今
度
ノ
大
将
軍
下
野
守
義
朝
ト
名
乗
ケ
レ
パ
、
取
不
敢
、

同
氏
筑
紫
八
郎
為
朝
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
サ
テ
ハ
義
朝
ニ
ハ
逢
ノ
弟

ゴ
ザ
ン
ナ
レ
。
何
ニ
敵
ナ
シ
。
兄
ニ
向
テ
弓
引
者
ハ
冥
加
ノ
無

ゾ
。
落
ヨ
扶
ケ
ン
ト
申
ケ
レ
パ
、
為
朝
カ
ラ
ノ
ヘ
ト
笑
テ
申
ケ

ル
ハ
、
ヤ
殿
、
下
野
殿
、
兄
ニ
向
テ
弓
引
物
ノ
冥
加
ノ
無
ラ
ン

ニ
ハ
、
父
ニ
向
テ
矢
ヲ
放
ツ
者
ハ
何
ニ
ト
ゾ
申
タ
ル
。
道
理
ナ

レ
パ
立
日
モ
セ
ズ
。

宣
旨
を
蒙
て
向
候
は
い
か
に
。
」
八
郎
、
「
同
氏
、
鎮
西
八
郎
為

朝
、
院
宣
を
承
っ
て
固
て
侠
。
」
義
朝
、
「
こ
は
い
か
に
。
宣
旨
に

よ
っ
て
向
た
り
と
い
は
ゾ
、
急
引
退
候
へ
か
し
。
争
か
勅
命
と
い

ひ
、
兄
に
向
て
弓
を
轡
、
冥
加
の
つ
き
む
ず
る
は
い
か
に
O
L

八

郎
あ
ざ
笑
て
、
「
為
朝
が
兄
に
向
て
弓
を
引
が
冥
加
尽
て
候
は
ゾ
、

い
か
に
殿
は
現
在
の
父
に
向
て
弓
を
ひ
か
れ
候
ぞ
。
殿
は
宣
旨
に

随
て
向
た
り
と
お
ほ
せ
ら
れ
候
。
為
朝
は
院
宣
を
う
け
て
給
て

候
。
院
官
一
と
宣
旨
と
い
づ
れ
甲
乙
か
候
」
と
い
ふ
。

こ
と
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
、
結
局
義
朝
は
為
朝
の
一
一
一
日
葉
の
前
に
、

金
本
が
今
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
宣
旨
対
院
宣
と
い
う
構
図
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
に
対
し
、
半
本
は
誰
に
向
い
弓
を
引
く
か
と
い
う

「
道
理
ナ
レ
パ
音
モ
セ
ズ
」
と
沈
黙
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

義
朝
は
こ
の
場
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そ
し
て
い
よ
い
よ
父
為
義
を
切
る
段
階
で
、

面
以
降
、

五
逆
深
重
の
者
と
し
て
苦
し
み
、

ま
た
批
判
さ
れ
る
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
く
。

ま
た
、
そ
の

そ
の
義
朝
が
為
義
を
切
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
半
本
に
は
次
の
よ
う
な
評
言
が
あ
る
。

そ
れ
は
最
高
潮
に
達
す
る
わ
け
だ
が
、

評
言
の
中
に
み
ら
れ
る
「
天
子
ノ
御
守
リ
ハ
海
外
ニ
ア
リ
ナ
ム
ヲ
」
の
一
文
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
金
本
で
は
ま
っ
た
く
違
う
文
脈
で
使
わ

金
本
が
「
為
朝
生
捕
り

れ
て
い
る
の
で
、
金
本
の
該
当
部
分
も
合
わ
せ
て
引
用
す
る
。

半
本
が
「
左
府
君
達
並
ニ
謀
反
人
各
遠
流
ノ
事
」
、

遠
流
に
慮
せ
ら
る
る
事
」
の
章
段
で
あ
る
。

（
半
井
本
）

義
朝
ハ
父
為
義
ガ
首
ヲ
切
ル
。
ウ
タ
テ
カ
リ
シ
事
也
。
為
義

法
師
官
軍
射
程
ナ
レ
パ
思
切
テ
コ
ソ
有
蹴
レ
、
又
嫡
子
ノ
義
朝

（
金
刀
比
羅
本
）

朝
家
を
も
傾
た
て
ま
つ
る
べ
き
な
ど
、
お
び
た
〉
し
く
こ
そ
聞

え
し
か
ど
も
、
程
な
く
責
落
さ
れ
て
、
君
も
臣
も
敢
て
別
の
事
な



頼
テ
来
ケ
ル
事
ヨ
。
義
朝
暫
ハ
助
ケ
ン
ト
申
ケ
レ
共
、
公
家
ノ

御
免
シ
無
リ
ケ
レ
パ
、
人
手
ニ
懸
ン
ヨ
リ
ハ
ト
テ
切
リ
ケ
リ
。

勲
功
ノ
賞
ニ
モ
申
替
テ
ナ
ド
カ
ハ
父
ヲ
モ
扶
ケ
、
ザ
ラ
ン
ト
ゾ
人

申
ケ
ル
。
為
義
頼
義
ノ
孫
義
家
ガ
子
也
。
武
芸
ノ
家
正
統
ナ
ル

上
、
今
度
ノ
打
手
ノ
大
将
軍
、
実
ニ
被
宥
難
シ
。
サ
レ
共
六
十

一
一
余
ル
者
出
家
入
道
シ
テ
手
ヲ
合
テ
参
リ
タ
ラ
ン
ヲ
被
宥
タ
ラ

パ
ヨ
ロ
シ
カ
ラ
マ
シ
。
今
ハ
何
計
ノ
事
有
ベ
キ
。
天
子
ノ
御
守

ハ
海
外
ニ
ア
リ
ナ
ム
ヲ
、
其
ガ
有
ベ
キ
カ
ト
ゾ
人
傾
キ
申
ケ

ル
。
父
ガ
首
ヲ
刻
ル
子
、
々
ニ
首
ヲ
被
例
父
、
切
モ
被
切
モ
罪

報
ノ
ウ
タ
テ
キ
事
ヲ
カ
ナ
シ
ム
ベ
シ
。
阿
弥
陀
仏

J
＼
ト
ゾ
申

ケ
ル
。

く
御
座
し
、
結
句
左
府
流
矢
に
中
給
ひ
、
新
院
配
所
へ
趣
き
御
座

し
、
凶
徒
皆
討
せ
ら
れ
、
或
は
国
々
へ
流
罪
せ
ら
れ
き
。
賓
に
神

明
・
三
宝
の
御
計
と
云
な
が
ら
、
た
メ
事
に
は
あ
ら
ざ
り
け
る
に

や
。
天
子
の
御
守
は
海
外
に
有
と
い
ふ
、
比
事
誠
な
る
を
や
。
今

度
の
合
戦
の
駄
、
内
裏
に
は
信
西
が
計
ひ
に
随
は
せ
お
は
し
ま
し
、

信
西
盤
義
朝
が
計
に
随
ひ
け
る
問
、
首
尾
相
応
し
て
、
終
泰
平
を

い
た
し
き
。
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両
本
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

「
天
子
ノ
御
守
リ
ハ
海
外
ニ
ア
リ
」
の
意
味
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
典
拠
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
『
文
選
』
巻
三
「
東
京
賦
」
の
中
の
次
の
一
節
で
あ
ろ
う
。

・
：
且
夫
天
子
有
道
、
守
在
海
外
、
守
位
以
仁
、
不
侍
隆
害
、

そ
し
て
そ
の
意
味
は
、
司
文
選
』
李
善
注
の
引
く
醇
綜
注
に
、

准
南
子
日
、
若
天
下
無
道
守
在
四
夷
、
天
下
有
道
守
在
海
外
、
言
四
夷
皆
為
臣
僕
、

と
あ
る
の
が
参
考
に
な
る
。

つ
ま
り
天
下
に
正
し
い
政
治
が
行
わ
れ
れ
ば
、

四
夷
は
お
の
ず
と
帰
伏
し
天
下
は
治
ま
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ



ろ
う
。

可
世
俗
諺
文
』
に
も
こ
の
醇
綜
正
が
引
か
れ
て
お
り
、
当
代
日
本
の
理
解
と
し
て
も
、
こ
れ
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

日
本
の
文
献
で

早
い
用
例
と
し
て
は
、
『
本
朝
文
粋
』
巻
二
に
載
る
平
将
門
の
乱
に
際
し
発
せ
ら
れ
た
太
政
官
符
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

・
将
門
不
顧
微
分
、
還
忘
朝
憲
、

（
中
略
）
縦
有
賎
男
之
数
百
、
何
越
粁
帯
之
城
、
独
知
井
底
広
、
空
忘
海
外
之
守
、

ま
た
長
円
本
『
平
家
物
語
』
巻
三
座
主
被
流
の
場
面
に
、
大
衆
が
座
主
流
罪
の
非
を
い
う
落
書
が
・
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
末
尾
に
も
次

の
よ
う
に
あ
る
。

：
・
夫
園
之
理
乱
者
、
任
臣
之
忠
否
也
、
若
不
被
札
邪
正
之
道
者
、
寧
天
子
之
守
在
海
外
央
、

（
国
書
刊
行
会
本
、
以
下
同
じ
）

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
判
断
す
る
と
、
金
本
で
は
保
元
の
乱
後
の
天
下
安
泰
を
確
認
す
る
意
味
で
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
半
本
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の
よ
う
に
、
父
為
義
を
切
っ
た
義
朝
を
批
判
す
る
評
言
の
中
で
、

な
ぜ
こ
の
慣
用
句
を
使
う
と
い
う
こ
と
が
起
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

bア
〆ζ

こ
で
注
目
し
た
い
の
が
『
宝
物
集
』
で
あ
る
。

『
宝
物
集
』
の
い
わ
ゆ
る
第
二
種
七
巻
本
に
は

十
二
門
開
示
の
第
六
と
し
て
「
業
障
を
さ

ん
げ
し
て
仏
道
を
な
る
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
「
剃
利
居
士
の
さ
ん
げ
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

剃
利
居
土
の
さ
ん
げ
と
云
は
、
正
法
を
も
て
国
を
治
し
、
六
斎
日
に
も
の
〉
い
の
ち
を
こ
ろ
さ
ず
、
さ
か
ひ
の
う
ち
の
殺
生
を
と
ズ

め
、
父
母
に
孝
養
す
る
を
申
た
る
也
。
正
法
を
も
て
国
を
治
す
と
申
は
、
政
、
正
法
な
ら
ざ
れ
ば
天
下
み
だ
れ
ぬ
。
天
下
み
だ
れ
ぬ
る

は
民
の
嘆
き
、
則
罪
業
な
り
。
こ
〉
を
も
て
、
政
正
法
な
る
を
も
て
、
さ
ん
げ
と
申
た
る
な
り
。
こ
の
ゆ
へ
に
、
周
の
文
王
は
、
う
ら

な
ひ
て
太
公
望
を
え
て
、
国
を
あ
づ
け
、
段
の
高
宗
は
、
夢
に
見
て
停
説
を
も
と
め
て
、
ま
つ
り
ご
と
を
と
ら
せ
し
な
り
。
（
中
略
）
法

花
に
は
、
民
の
王
に
あ
へ
る
が
ご
と
し
、
と
と
け
り
。
尚
書
に
は
（
土
、
天
子
道
あ
る
時
は
ま
も
り
海
外
に
あ
り
、
と
云
は
、
こ
の
心

に
侍
る
ベ
し
。
（
古
典
文
庫
）



こ
れ
は

『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
に
よ
っ
た
も
の
と
み
な
せ
る
（
7
）が、

三
玉
物
集
』

で
は
特
に

「
正
法
を
も
て
国
を
治
L

す
こ
と
を
、

「
天
子
道
あ
る
時
は
ま
も
り
海
外
に
あ
り
L

に
結
び
つ
け
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
な
ら
ば
、

先
に
挙
げ
た
他
の
用
例
と
使
用
の
仕
方
は
変
わ
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、

『
宝
物
集
』
は
同
時
に
「
さ
か
ひ
の
う
ち
の
殺
生
を
と
ジ
め
、

父
母
に
孝
養
す
る
」
こ
と
も
「
剃
利
居
士
の
さ
ん
げ
L

と
し
て
述
べ
て
い
る
。
半
本
作
者
は
こ
れ
ら
の
意
味
合
い
も
含
め
て
、
今
問
題
と
し
て
き
た
慣
用
句
を
使
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ

ら
に
注
音
山
し
た
い
の
は
、

半
本
で
は
義
朝
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、

「
サ
レ
共
六
十
ニ
余
ル
者
出
家
入
道
シ
テ
手
ヲ
合
テ
参
リ
タ
ラ
ン
ヲ
被

宥
タ
ラ
パ
ヨ
ロ
シ
カ
ラ
マ
シ
。

今
ハ
何
計
ノ
事
力
有
ベ
キ
。
L

と、

義
朝
に
父
を
切
ら
せ
た
朝
廷
の
戦
後
処
理
の
あ
り
方
を
も
批
判
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
「
天
子
ノ
御
守
ハ
海
外
ニ
ア
リ
ナ
ム
ヲ
、

其
ガ
有
ベ
キ
カ
ト
ゾ
人
傾
キ
申
ケ
ル
O
L

と
、
天
下
に
正
し
い
政

治
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
断
4

一
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
批
判
は
、

っ
き
つ
め
て
い
け
ば
後
白
河
天
皇
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
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と
い
え
よ
う
。
半
本
の
後
白
河
天
皇
は
表
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
批
判
の
対
象
に
も
な
り
得
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
金
本
に
な
る
と
、
信
西
が
そ
の
一
肩
代
わ
り
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
金
本
で
は
天
皇
の
意
向
が
多
く
の
場
合
、
信
西
の
口
を
通
し
て
伝

え
ら
れ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
お
り
、
信
西
の
姿
の
裏
に
後
白
河
天
皇
は
そ
の
実
体
を
隠
し
て
し
ま
う
。
信
西
は
、
そ
う
し
た
後
白
河
方
の
参

謀
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
共
に
、
死
罪
を
復
活
さ
せ
、
ま
た
頼
長
の
死
骸
を
あ
ば
い
た
人
間
と
し
て
批
判
の
対
象
と
も
な
り
、
『
平
治
物
語
』

な
ど
で
は
、

そ
れ
ら
の
因
果
応
報
と
し
て
自
ら
が
獄
門
に
か
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
（
8

）

U

そ
う
し
た
信
西
像
の
持
つ
二
面
性

が
金
本
に
於
て
き
わ
だ
っ
て
く
る
の
も
、
や
は
り
後
白
、
河
天
皇
が
テ
キ
ス
ト
表
面
か
ら
後
退
し
て
い
く
こ
と
と
即
応
す
る
も
の
と
考
え
て
み

p

－、。
品

J
Uさ

ら
に
可
保
元
物
語
』
の
中
の
一
説
話
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

そ
れ
は
半
本
の
語
る
蓮
如
の
夢
の
話
で
あ
る
。
崇
徳
院
の
怨
霊
が
後
白

河
院
の
御
所
に
打
ち
入
ろ
う
と
し
て
も
ど
う
し
て
も
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
清
盛
の
も
と
に
と
り
つ
い
た
と
す
る
蓮
如
の
夢
の
説
話



は
、
崇
徳
院
怨
霊
の
恐
し
さ
や
清
盛
横
暴
の
原
因
を
い
う
と
同
時
に
、
怨
霊
に
対
し
ま
っ
た
く
ゆ
る
が
な
い
後
白
河
院
を
説
明
す
る
結
果
に

も
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
説
話
を
テ
キ
ス
ト
が
取
捨
選
択
し
て
い
く
理
由
を
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
の
、

、、、
4

T

」

U
，刀
J
M

後
白
河
帝
を
取
り
扱
う
か
と
い
う
そ
の
姿
勢
か
ら
、
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
半
本
か
ら
金
本
へ
と
テ
キ
ス
ト
が
変
容
し
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
基
本
的
動
き
の
一
つ
と
し
て
、
後
白
河
帝
が
物

語
表
面
か
ら
背
後
へ
と
そ
の
実
体
を
隠
し
て
い
く
、

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
金
本
に
お
け
る
後
白
河
帝
は
記
号
と
な
り
意

味
が
充
足
さ
れ
て
お
ら
ず
、
少
な
く
と
も
物
語
表
面
で
は
空
虚
な
存
在
と
な
っ
て
い
く
。

そ
し
て
、

そ
の
こ
と
が
他
の
登
場
人
物
の
造
型
を

活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
物
語
の
自
由
な
構
想
化
、
唱
導
性
の
獲
得
と
い
っ
た
こ
と
も
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
金
本
が
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
王
権
の
問
題
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
金
本
作
者
は
宣
旨
対
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院
宣
と
い
う
構
図
の
中
に
あ
っ
て
、
中
立
的
立
場
を
保
っ
て
物
語
を
展
開
さ
せ
て
は
い
る
が
、
物
語
末
尾
の
評
言
、

父
子
兄
弟
雨
方
に
分
れ
、
皇
居
・
仙
洞
に
軍
陣
を
張
、
玉
城
を
戦
場
と
し
、
宮
門
に
血
を
流
事
、
先
限
是
主
れ
な
リ
。
然
ば
智
将
各
力

を
重
し
、
士
卒
多
死
破
す
。
逆
徒
悉
退
散
し
、
王
臣
身
を
あ
は
す
。
希
代
不
思
議
の
義
兵
な
り
。

を
見
れ
ば
、

そ
の
立
場
は
明
ら
か
で
あ
る
。
半
本
の
宣
旨
対
朝
敵
と
い
う
図
式
を
、
半
本
と
は
基
本
的
に
同
じ
立
場
に
立
脚
し
つ
つ
も
、
宣

旨
対
院
宣
と
い
う
図
式
に
組
み
換
え
た
と
こ
ろ
に
、
金
本
成
立
の
意
義
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
方
向
で
し
か
変

容
し
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
『
保
元
物
語
』
テ
キ
ス
ト
の
特
質
が
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。



四

最
後
に
宣
旨
、
王
土
と
い
っ
た
語
も
し
く
は
理
念
が
、

テ
キ
ス
ト
を
変
容
さ
せ
て
い
く
例
を
、

『
保
元
物
語
』
以
外
の
軍
記
作
品
で
簡
単

に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
巻
六
は
、
高
倉
院
と
清
盛
の
死
を
経
て
、
平
家
一
門
が
朝
敵
と
い
う
立
場
に
移
さ
れ
る
一
つ

の
転
換
点
と
な
る
巻
で
あ
る
。

）
こ
で
は
、

そ
の
巻
六
の
中
の
「
小
督
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
「
小
督
」
は
高
倉
院
を
偲
ぶ
悲
恋
物

笠
間
と
し
て
、

ま
た
話
を
構
成
す
る
素
材
か
ら
芸
道
佳
話
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
『
平
家
物
語
』
の
話
の
展
開
か
ら
み
る
と
、
小
督

説
話
は
清
盛
の
横
暴
を
語
り
、

ひ
い
て
は
平
家
を
朝
敵
と
す
る
為
の
準
備
段
階
の
話
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
可
平
家
物
語
』
諸
本
の
小
督
説
話
に
対
す
る
叙
述
の
姿
勢
を
み
て
み
た
い
。

ま
ず
、

党
一
本
で
注
目
し
た
い
の
は
次
の
部
分
で
あ
る
。

高
倉
帝
の
意
向
を
受
け
嵯
峨
に
小
督
を
探
し
に
出
た
仲
国
は
、

ど
う
し
て
も
小
督
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
う
し
た
状
況
の
も
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と
、
仲
国
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

堂
々
見
ま
れ
共
、
小
督
殿
に
似
た
る
女
房
だ
に
見
え
給
は
ず
。
「
む
な
し
う
蹄
リ
主
い
り
た
ら
ん
は
、
中
々
主
い
ら
さ
ら
ん
よ
り
あ
し

か
る
べ
し
。
是
よ
り
も
い
づ
ち
へ
も
ま
よ
ひ
ゆ
か
ば
や
」
と
お
も
へ
ど
も
、
い
づ
く
か
王
地
な
ら
ぬ
、
身
を
か
く
す
べ
き
宿
も
な
し
。

い
か
ゾ
せ
ん
と
お
も
ひ
わ
づ
ら
う
。

な
ぜ
仲
国
は
「
王
地
」
な
ど
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
点
に
、
小

督
説
話
の
抱
え
て
い
る
重
要
な
一
つ
の
意
義
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
は
覚
一
本
に
於
て
、

「
い
づ
く
か
王
地
な
ら
ぬ
」
と
い
う
短
い

言
葉
に
収
数
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
長
門
本
の
叙
述
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
長



門
本
で
は
、
小
督
を
探
し
だ
せ
な
い
高
兼
（
長
門
本
で
は
「
仲
国
」
で
は
な
く
「
高
兼
」
と
な
っ
て
い
る
。
）
は
、
次
の
よ
う
に
思
う
の
で
あ

る。

昔
は
官
一
旨
と
申
け
れ
ば
、
枯
た
る
草
木
も
た
ち
ま
ち
に
花
さ
き
み
な
り
、
飛
鳥
の
類
ま
で
も
、
落
け
る
と
こ
そ
申
っ
た
へ
た
れ
、
末
の

世
こ
そ
口
を
し
け
れ
、
正
敷
寮
の
御
馬
を
給
て
、
直
に
宣
旨
を
下
さ
れ
て
、
尋
奉
る
に
、
そ
こ
と
だ
に
も
知
せ
ぬ
悲
し
さ
よ
、
君
を
守

護
し
給
天
照
太
神
、
正
八
幡
宮
、
日
月
星
宿
堅
牢
地
神
は
、
お
は
し
ま
さ
ぬ
や
ら
ん
と
な
み
だ
を
な
が
し
て
、
・
：
：

こ
の
部
分
に
注
意
し
て
長
門
本
小
督
説
話
を
読
み
直
す
と
、
そ
こ
で
は
宣
旨
の
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
た
と
え
ば
、
高

倉
帝
の
小
督
探
索
の
命
に
対
し
、

仰
下
さ
れ
し
宣
旨
か
た
じ
け
な
く
侠
へ
ば
、
雲
の
末
海
の
は
て
ま
で
も
、
た
づ
ね
参
ら
せ
侯
べ
し
、
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と
高
兼
は
答
え
、

そ
し
て

御
つ
ぼ
に
た
て
ら
れ
た
る
寮
の
御
馬
を
給
て
、
官
一
旨
を
頼
み
て
、
内
野
を
筋
違
に
、

小
督
探
索
に
出
か
け
る
。

ま
た
、

つ
い
に
小
督
の
隠
れ
家
を
見
つ
け
だ
し
た
時
、
案
内
に
出
た
尼
に
高
兼
は
次
の
よ
う
に
与
一
一
口
う
。

内
一
畏
よ
り
の
御
使
、
殿
上
ノ
蔵
人
高
兼
と
申
者
参
り
て
候
、
小
河
の
御
つ
ぼ
ね
、
是
に
波
ら
せ
給
ふ
よ
し
間
召
し
て
、
御
参
り
有
べ
き

由
、
宣
旨
と
ぞ
申
け
る
、

さ
ら
に
、
居
留
守
を
装
う
小
督
に
対
し
高
兼
辻
、



御
琴
の
音
を
、
王
敷
承
し
り
参
ら
せ
て
候
も
の
を
、
宣
旨
を
背
か
せ
給
は
ん
は
、
恐
有
御
事
に
て
候
も
の
を

シ」一＝一口い、
官
一
旨
の
御
使
に
て
候
へ
ば
、
急
ぎ
御
返
事
候
へ

と
、
小
督
に
返
事
を
迫
る
の
で
あ
る
。

高
兼
や
小
督
の
判
断
や
行
動
を
促
す
も
の
と
し
て
、

宣
旨
と
い
う
語
が
機
能
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
参
考
ま
で
に
、
可
源
平
盛
衰
記
』
を
み
て
み
る
と
、

折
節
空
も
陰
も
な
し
、

き
、
王
事
無
脆
事
。

君
の
御
事
思
召
出
て
、

琴
引
給
は
ぬ
事
よ
も
あ
ら
じ
、

嵯
峨
の
在
家
康
し
と
い
へ
共
、

思
ふ
に
幾
程
か
有
ベ
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と
、
小
督
探
索
に
出
か
け
る
際
の
仲
国
の
決
意
が
、

「
玉
事
無
脆
事
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
な
叙
述
に
よ

っ
て
、
長
門
本
作
者
は
何
を
意
図
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
長
門
本
が
ど
の
よ
う
に
話
を
展
開
さ
せ
て
い
る
か
を
み
れ
ば
明
ら
か
に
な

ろ
う
。
宮
廷
に
小
督
が
戻
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
清
盛
は
、
小
督
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
つ
い
怒
り
を
忘
れ
、
逆
に
言
い
寄
っ
て
し
ま
う
。

そ

の
時
の
小
督
の
対
応
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

小
河
殿
、
日
月
は
い
ま
だ
天
に
ま
し
ま
す
、
王
瞳
に
近
付
参
ら
せ
な
が
ら
、
い
か
で
か
去
こ
と
の
候
ベ
き
、

こ
と
は
し
ら
せ
給
へ
る
か
と
、
い
さ
〉
か
も
ゆ
る
、
げ
な
き
よ
し
宣
ひ
け
れ
ば
・
：
。

貞
女
雨
夫
に
ま
み
え
ざ
る

こ
こ
で
も
、

帝
王
の
権
威
を
い
う
た
め
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
る
慣
用
表
現
、

「
日
月
は
い
ま
だ
天
に
ま
し
ま
す
す
）
」
が
使
わ
れ
る
。

結



局
、
清
盛
は
小
督
の
髪
の
み
な
ら
ず
、
耳
、
鼻
を
そ
ぎ
落
し
追
放
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
小
督
説
話
の
最
後
は
、
高
倉
帝
の

口
惜
き
事
也
、
我
高
乗
の
主
と
云
な
が
ら
、
是
ほ
ど
の
こ
と
叡
慮
に
任
せ
ぬ
こ
と
こ
そ
口
惜
け
れ
、
丸
が
代
に
始
て
、
王
法
っ
き
ぬ
る

こ
そ
か
な
し
け
れ
、

と
い
う
述
懐
で
締
括
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

長
門
本
の
小
督
説
話
で
は
、

宣
旨
と
い
う
帝
王
の
権
威
を
述
べ
、

そ
れ
に
敵
対
す
る
も

の
、
即
ち
朝
敵
と
し
て
清
盛
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
構
図
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
覚
一
本
は
、
こ
の
宣
旨
対
朝
敵
と
い
う

構
図
を
、
「
い
づ
く
か
王
地
な
ら
ぬ
」
と
い
う
仲
国
の
言
葉
に
収
欽
さ
せ
、

ま
た
は
封
じ
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

王
朝
的
叙
情
性
の
側
面

を
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
世
前
期
ま
で
の
軍
記
物
語
に
は
、
点
目
一
旨
対
朝
敵
に
代
表
さ
れ
る
構
図
が
、

一
つ
の
基
本
的
モ
デ
ル
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
ア

l
キ
タ
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イ
プ
と
し
で
あ
っ
た
と
思
う
。

し
か
し
、

そ
の
基
本
的
モ
デ
ル
を
よ
り
強
化
し
て
い
く
方
向
に
は
、
必
ず
し
も
向
か
わ
ず
、

む
し
ろ
内
包
し

て
い
く
こ
と
で
多
様
な
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
こ
に
軍
記
物
語
テ
キ
ス
ト
の
特
性
の
一
つ
を
見
出
し
た
い
と
思
う
。
軍

記
物
語
は
個
々
の
作
品
ご
と
に
、
多
く
の
テ
キ
ス
ト
を
派
生
さ
せ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
無
秩
序
に
ふ
え
続
け
た
と
は
思
え
な
い
。

そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
ご
と
に
、
テ
キ
ス
ト
を
生
み
出
し
て
い
く
あ
る
法
則
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
は
テ
キ
ス
ト
が
テ
キ
ス
ト
を
生
み
出
し

て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
解
明
の
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
私
見
を
ま
と
め
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

1 ；主

こ
の
占
小
に
つ
い
て
は
、

原
水
民
樹
氏
「
為
朝
ー
そ
の
位
置
づ
け
と
形
象
の
差
異
を
め
ぐ
っ
て
！
l
L
q徳
島
大
学
学
芸
紀
要
』
二
十
三
巻
）
に



（

2
）
 

（

3
）
 

既
に
御
指
摘
が
あ
る
。

河
音
能
平
氏
「
王
土
思
想
と
神
仏
習
合

L
q中
世
封
建
社
会
の
首
都
と
農
村
』
）

小
松
茂
人
氏
「
源
為
朝
」
（
『
国
文
学
』
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
）
、
栃
木
孝
惟
氏
「
半
井
本
保
元
物
語
に
関
す
る
試
論
l

為
朝
の
描
か
れ
か
た

の
問
題
点
か
ら

L

（
『
軍
記
と
語
り
物
』
四
号
）
、
麻
原
美
子
氏
「
『
保
元
物
語
』
試
論
l
i

－
－
為
朝
造
型
の
論
理
を
め
ぐ
っ
て

L

（
『
軍
記
と

語
り
物
』
七
号
）
、
鈴
木
則
郎
氏
寸
半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
一
考
察
｜
｜
崇
徳
院
・
為
朝
の
人
物
形
象
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
（
吋
日
本
文
芸
論

叢
』
）
、
白
崎
祥
一
氏
「
保
元
物
語
H

後
日
謂
μ

考
為
朝
鬼
ヶ
嶋
渡
島
及
び
最
後
を
め
ぐ
っ
て

1
1
L
（
『
軍
記
と
語
り
物
』
十
六
号
）
等
、
こ

の
間
題
に
触
れ
た
先
学
の
御
論
考
は
数
多
い
。

原
水
民
樹
氏
「
『
保
元
物
語
』
の
一
側
面
｜
｜
合
戦
曹
の
姿
勢
と
為
朝
形
象
の
吟
味
か
ら
｜
｜
L

（
『
徳
島
大
学
学
芸
紀
要
ら
二
十
七
巻
）

日
下
力
氏

J
付
朝
像
の
定
者
中
世
に
お
け
る
英
雄
像
の
誕
生
」
（
『
日
本
文
学
』
昭
和
五
十
九
年
九
月
）

2
玉
物
集
』
が
「
尚
書
に
は
」
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
未
詳
。

山
田
昭
全
氏
の
御
教
示
を
頂
い
た
。

『
保
元
物
語
』
の
信
西
像
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
』
保
元
物
語
』
血
流
者
説
話
に
つ
い
て

l
l
数
奇
と
王
法
意
識
に
関
ら
せ
て

L

（
『
芸
文
研
究
』

四
十
七
日
芝
、
「
『
保
元
物
語
』
信
西
の
太
万
「
小
狐
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
軍
記
と
語
り
物
』
二
十
三
号
）
で
触
れ
た
。
御
参
照
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
あ

る。た
と
え
ば
『
平
治
物
語
』
陽
明
文
庫
本
上
巻
、
光
頼
参
内
の
場
面
、
『
平
家
物
語
』
長
門
本
巻
二
、
明
雲
流
罪
の
場
面
、
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
十

七
、
朝
敵
揃
へ
、
『
承
久
記
』
前
田
家
本
、
推
松
帰
京
の
際
の
後
応
羽
院
の
ニ
ヨ
早
業
、
等
に
見
出
せ
る
。
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