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八
犬
伝
第
三
部
、「
親
兵
衛
の
京
師
物
語
」

　
　
　
　
　
　

―
―
〈
親
兵
衛
第
三
物
語
、
前
半
〉
成
長
の
確
認
―
―

井

上

啓

治

序Ⅰ
、
後
悔
す
る
君
子
親
兵
衛
、
通
過
儀
礼
を
経
て
真
の
中
央
京
師
へ

Ⅱ
、
伏
姫
神
女
の
地
方
神
性
と
、
親
兵
衛
の
謙
譲

Ⅲ
、『
論
語
』
の
「
過
ち
論
」
と
、
馬
琴
の
「
足
利
義
政
批
判
」

Ⅳ
、
管
領
細
川
政
元
邸
抑
留
と
、「
知
仁
勇
、
三
徳
」
の
親
兵
衛
の
謙
譲

Ⅴ
、
僅
か
に
描
か
れ
る
〈
親
兵
衛
第
一
の
活
躍
〉

Ⅵ
、
ま
と
め
、
特
徴
と
注
目
点

序
　

こ
こ
数
十
年
、
八
犬
伝
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
仁
の
犬
士

親
兵
衛
に
関
し
て
は
、
お
よ
そ
魅
力
的
人
物
・
魅
力
的
英
雄
と
し
て
語
ら
れ

る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
名
の
み

高
く
、
読
ま
れ
ざ
る
名
著
、
研
究
さ
れ
ざ
る
大
著
で
あ
っ
た
八
犬
伝
の
存
在

自
体
も
注
目
さ
れ
る
に
は
、
１
９
８
０
年
の
高
田
衛
氏
『
八
犬
伝
の
世
界
』

を
ま
つ
し
か
な
か
っ
た
（
注
１
）。

　

高
田
氏
は
、そ
こ
で「
八
大
童
子
」「
童
子
神
」「
神
体
示
現
の
象
徴
」と
し
て
、

「
犬
士
の
首
」
と
し
て
等
の
、
馬
琴
の
構
想
の
魅
力
に
つ
い
て
大
い
に
述
べ

ら
れ
た
。
だ
が
、
一
般
読
者
に
と
っ
て
の
小
説
的
魅
力
に
つ
い
て
、
親
兵
衛

に
関
し
て
は
、あ
ま
り
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。
続
く『
完
本　

八
犬
伝
の
世
界
』

で
も
、『
封
神
演
義
』
の
「
哪

太
子
」
を
出
拠
に
出
さ
れ
、
ま
た
「
信
貴
山

縁
起
」
の
「
護
法
童
子
」
を
潜
在
的
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
、
大
い
に
説

か
れ
、
我
々
を
驚
か
せ
た
。
だ
が
、
や
は
り
馬
琴
の
構
想
の
偉
大
さ
と
魅
力

に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
１
９
８
０
年
の
該
書
は
国
民
的
に
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た
が
、
高
田
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わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
に
対
し
、
果
た
し
て
そ
う
か
、
違
う
見
方
も
あ
り
う
る
の
で
は
な

い
か
、
特
に
親
兵
衛
像
に
関
し
、
馬
琴
の
構
想
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
前
提
の
も
と
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
親
兵
衛
の

行
為
を
一
つ
一
つ
検
す
る
こ
と
で
読
者
に
言
表
化
さ
れ
た
像
を
明
ら
か
に

し
、馬
琴
の
構
想
を
論
じ
、そ
の
意
味
と
理
由
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
際
、

ま
ず
犬
士
と
し
て
の
初
出
時
に
違
和
感
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
述
べ

た
。
そ
こ
で
は
、
伏
姫
神
女
に
よ
っ
て
「
仁
論
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
、
そ
の
意
味
を
論
じ
た
。
そ
れ
は
、
親
兵
衛
が
の
ち
に
大
き
く
成
長

す
る
に
あ
た
っ
て
の
前
提
と
目
標
、
仁
の
本
質
と
働
き
だ
と
考
察
し
た
（
注

３
）。

　

続
い
て
、
親
兵
衛
の
像
に
は
明
ら
か
に
強
い
変
遷
が
存
在
す
る
こ
と
を
論

じ
、
親
兵
衛
の
「
最
初
の
挫
折
」
と
都
落
ち
と
無
常
観
、
孝
嗣
・
正
木
・
義

侠
ら
と
の
「
出
会
い
と
成
長
」
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
（
注
４
）。
こ
の

両
論
文
を
も
と
に
、〈
親
兵
衛
第
二
物
語
〉
後
半
の
核
心
的
場
面
に
お
け
る
、

『
水
滸
』
楊
志
像
を
用
い
た
馬
琴
の
構
想
と
意
図
を
探
っ
た
（
注
５
）。
さ

ら
に
、
そ
の
最
大
の
山
場
に
お
け
る
「
親
兵
衛
の
真
の
挫
折
と
真
の
成
長
」

を
確
認
し
、
意
味
を
考
察
し
た
（
注
６
）。

　

そ
し
て
前
稿
で
は
、
真
の
神
童
が
完
成
す
る
た
め
に
は
、
地
上
の
人
間
世

界
を
知
ら
ぬ
純
粋
培
養
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
し
、
一
度
び
は
地

上
の
俗
世
界
に
生
き
、
自
ら
も
そ
の
俗
に
よ
っ
て
転
び
、
尚
か
つ
立
ち
直
っ

た
者
こ
そ
他
者
を
救
え
る「
仁
の
犬
士
」に
な
る
と
し
た
。
真
の
救
済
者
は
、

氏
に
影
響
さ
れ
て
湧
き
起
る
は
ず
の
八
犬
伝
研
究
そ
の
も
の
は
、
た
だ
ち
に

活
性
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
９
０
年
前
後
以
降
に
な
っ
て
石
川
秀
巳
氏
・

小
谷
野
敦
氏
が
全
体
構
想
論
等
を
精
力
的
に
発
表
さ
れ
、
播
本
真
一
氏
も
参

入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
百
川
敬
仁
氏
を
初
め
と
す
る
方
々
が
、

各
論
等
を
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
１
９
８
４
年
、

川
村
二
郎
氏
『
里
見
八
犬
伝
』
は
、
き
わ
め
て
早
い
例
で
あ
り
、
し
か
も
ま

と
ま
っ
た
例
で
あ
っ
た
（
注
２
）。

ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
親
兵
衛
は
傷
つ
く
こ
と
な
し
に
、
い
わ
ば
不
可

侵
の
無
垢
を
保
ち
続
け
、
最
後
に
は
や
す
や
す
と
、
何
の
苦
も
な
い
と

い
っ
た
そ
ぶ
り
で
敵
を
倒
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
犬
士
と
し
て
初
登
場
し
た
ば
か
り
の
頃
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
独
壇

場
」（
川
村
氏
）
で
第
一
素
藤
妙
椿
譚
を
繰
り
広
げ
た
後
、
妙
椿
の
幻
術
に

よ
る
反
間
の
策
で
追
放
さ
れ
た
親
兵
衛
に
つ
い
て
も
「
逆
境
の
悲
哀
め
い
た

情
緒
が
ほ
と
ん
ど
ま
つ
わ
っ
て
こ
な
い
」
と
か
、

　
　

お
よ
そ
人
間
的
な
挫
折
感
と
か
心
の
惑
い
と
か
悩
み
と
か
と
無
縁
だ

と
か
、「
天
才
は
挫
折
を
知
ら
な
い
」
な
ど
と
評
さ
れ
る
。
第
三
部
、「
京
師

の
話
説
」
の
後
半
、
虎
退
治
に
関
し
て
も

親
兵
衛
物
語
を
覆
っ
て
い
る
の
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
聖
者
伝
説
の
退

屈
さ
で
あ
る
。

と
さ
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
。
高
田
氏
新
書
以
前
に
あ
っ
た
一
般
的
イ
メ
ー
ジ

と
、
同
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
言
説
の
強
さ
は
、
そ
の
後
の
親
兵

衛
の
イ
メ
ー
ジ
・
像
の
形
成
に
、
さ
ら
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
き
た
と
思
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点
を
掲
げ
、
考
察
を
付
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
際
、
つ
ま
ら
な
い
、
超
人
の
独
り
舞
台
、
の
如
く
言
わ
れ
て
き

た
「
京
師
の
話
説
」
が
、
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
か
、
実
は
ま
っ
た
く
違
う

の
で
は
な
い
か
、
面
白
い
と
こ
ろ
や
感
心
す
る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
も
あ
る
、

「
一
人
舞
台
」
な
ど
と
ん
で
も
な
い
、
筆
者
は
そ
う
考
え
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
も
折
々
触
れ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅰ
、
後
悔
す
る
君
子
親
兵
衛
、
通
過
儀
礼
を
経
て
真
の
中
央
京
師
へ

　

さ
て
本
稿
で
は
、〈
親
兵
衛
第
三
物
語
〉
前
半
を
「
親
兵
衛
の
京
師
物
語
」

と
考
え
、（
親
兵
衛
第
二
物
語
後
半
の
海
賊
と
の
闘
い
の
後
）
浪
速
の
港
に

着
到
す
る
第
百
三
十
五
回
後
半
か
ら
、
両
管
領
と
の
交
誼
・
室
町
殿
と
東
山

殿
へ
の
伺
候
・
勅
許
下
賜
・
朝
廷
へ
の
参
内
と
い
う
上
京
目
的
の
遂
行
、
親

兵
衛
の
管
領
細
川
政
元
邸
抑
留
、
餅
売
り
太
平
記
読
み
に
扮
し
た
紀
二
六
の

大
活
躍
、
二
僧
徳
用
と
堅
削
の
悪
行
、〈
親
兵
衛
の
第
一
の
活
躍
〉「
京
の
五

虎
」
ら
七
人
と
の
武
芸
試
合
、
長
い
〈
竹
林
巽
夫
婦
物
語
〉
の
開
始
か
ら
終

焉
ま
で
、〈
名
画
虎
精
物
語
〉
の
虎
精
抜
け
出
て
京
の
人
々
を
騒
が
す
こ
と

第
百
四
十
三
回
ま
で
と
し
た
い
（
尚
、「
京
師
の
話
説
」
は
、
第
百
三
十
一

回
末
か
ら
始
ま
る
と
考
え
て
い
る
）。

　

後
半
は
「
親
兵
衛
の
虎
退
治
、
京
師
脱
出
行
」
と
考
え
、
第
百
四
十
四
回

の
管
領
政
元
独
り
虎
害
の
責
め
を
追
及
さ
れ
続
け
苦
衷
し
、
つ
い
に
親
兵
衛

へ
虎
退
治
命
令
、
秋
篠
を
除
く
「
京
の
五
虎
」
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
二
悪
僧

と
大
勢
の
逃
亡
下
卒
ら
の
卑
怯
な
振
る
舞
い
亡
ぼ
し
合
い
、
第
百
四
十
五
回

一
度
び
挫
折
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
地
上
世
界
で
苦
し
ん

で
生
き
て
死
ん
だ
伏
姫
こ
そ
、
神
仏
と
な
れ
た
如
く
、
姫
の
養
い
子
で
八
犬

の
頭
領
と
な
る
運
命
に
あ
っ
た
親
兵
衛
も
ま
た
、
地
上
で
少
年
の
ま
ま
苦
し

み
、
少
年
の
う
ち
に
完
成
し
、
八
犬
伝
最
終
部
、
生
き
た
ま
ま
神
仙
と
な
っ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
少
年
の
ま
ま
苦
し
む
た
め
、
子
供
ら
し
い
未

熟
な
〈
相
対
化
〉
さ
れ
て
い
な
い
自
我
が
相
応
し
く
、
た
め
に
、
曇
ら
さ
れ

て
い
た
「
美
し
き
性
」
が
挫
折
を
経
、
そ
の
際
の
苦
悩
が
真
実
で
深
か
っ
た

分
だ
け
曇
り
無
き
「
美
し
き
性
」
が
現
れ
て
く
る
、
こ
れ
こ
そ
〈
親
兵
衛
、

真
の
挫
折
・
改
心
・
成
長
〉
な
る
核
心
的
場
面
を
用
意
し
た
馬
琴
の
構
想
で

あ
る
、
と
考
察
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
毛
野
が
「
生
知
」「
上
知
」
と
い
う
儒
学
的
理
念
の
一
つ
の
理
想

像
へ
と
完
成
し
て
ゆ
く
の
と
同
様
、親
兵
衛
も
ま
た
、い
ず
れ
「
性
美
し
き
」

聖
人
に
等
し
い
存
在
へ
と
完
成
し
て
ゆ
く
。「
仁
・
知
」
兼
備
し
て
ゆ
く
二

人
の
天
才
少
年
犬
士
こ
そ
、〈
馬
琴
の
少
年
英
雄
物
語
〉
に
と
っ
て
必
須
だ
っ

た
と
考
察
し
た
（
注
７
）
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、「
京
師
の
話
説
」
序
盤
に
し
て
〈
親
兵
衛
第
二
物
語
〉
後
半

な
る
「
京
師
行
」
に
お
い
て
、〈
真
の
挫
折
・
改
心
・
成
長
〉
を
果
た
し
た

親
兵
衛
の
そ
の
改
心
・
成
長
が
本
物
で
あ
っ
た
の
か
否
か
、
そ
の
後
の
、
つ

ま
り
「
京
師
の
話
説
」
の
序
盤
と
中
盤
、
本
稿
で
は
「
京
師
行
」
と
「
親
兵

衛
の
京
師
物
語
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
彼
の
一
挙
一
動

を
仔
細
に
検
証
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
大
小
の
問
題
点
を
剔
抉
し
、

指
摘
や
考
察
を
お
こ
な
っ
て
お
き
た
い
。
最
後
に
、
ま
と
め
と
し
て
の
注
目
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に
よ
っ
て
一
見
心
身
と
も
に
き
わ
め
て
秀
で
た
素
晴
ら
し
い
天
才
少
年
の
よ

う
に
、
本
人
に
は
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
美
し
い
気
質
の
子
ど
も
で
あ
る
か

の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
読
者
を
誘
っ
て
き
た
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
直

接
的
な
印
象
、
視
点
、
観
点
か
ら
い
っ
た
ん
離
陸
し
て
、
親
兵
衛
の
存
在
を

俯
瞰
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
、
第
一
の
問
題
点
と
し
た
い
。
今
、
予
め
結
論
を
先
に
す
れ
ば
、

い
よ
い
よ
八
犬
伝
第
三
部
（
第
百
三
十
一
回
末
「
京
師
の
話
説
」
か
ら
始
ま

る
）
に
入
り
、京
師
へ
、真
の
中
央
へ
と
向
か
う
童
年
、い
な
、少
年
英
雄
が
、

第
百
三
十
五
回
後
半
〈
親
兵
衛
第
三
物
語
〉
始
動
ま
で
に
、
ど
う
し
て
も
済

ま
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
〈
通
過
儀
礼
〉
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
い
る
。
馬

琴
の
思
想
を
考
え
る
上
で
も
、た
い
そ
う
面
白
い
構
想
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
が
こ
の
第
百
三
十
四
回
に
お
け
る
〈
親
兵
衛
大
改
心
〉
で
あ
っ
た
の

だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
馬
琴
は
の
ち
に
（
第
百
六
十
六
回
）、
親
兵
衛
の
初
め

て
の
挫
折
に
つ
い
て
、
訳
す
と
〈
水
練
水
馬
の
術
を
、
私
が
最
初
か
ら
汝
に

教
え
て
お
か
な
か
っ
た
の
は
、「
故
意
」
と
「
欠
」
点
を
作
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
困
難
を
与
え
て
苦
し
め
、「
懲
ら
し
て
み
ず
か
ら
其
の
箴
め
に
、
な
さ
し

め
ん
」
た
め
で
あ
っ
た
〉、
と
伏
姫
神
女
を
し
て
親
兵
衛
に
夢
中
に
告
げ
さ

せ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
上
述
〈
通
過
儀
礼
〉
だ
が
、
中
央
へ
馳
せ
上
る
、
い
ま
だ
地
方
的

英
雄
が
、
天
皇
の
お
わ
す
京
師
に
入
る
前
に
、
真
の
英
雄
ら
し
く
、
美
し
い

理
想
の
英
雄
ら
し
く
、
そ
の
心
か
ら
穢
れ
を
祓
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
皇
室
へ
の
深
い

前
半
の
同
じ
く
卑
怯
な
振
る
舞
い
亡
ぼ
し
合
い
、
後
半
の
二
僧
徳
用
堅
削
の

雪
吹
姫
誘
拐
と
虎
に
襲
わ
れ
る
話
、
紀
二
六
ら
の
二
僧
発
見
雪
吹
姫
救
助
か

ら
、〈
親
兵
衛
の
第
二
の
活
躍
〉
虎
精
退
治
、
親
兵
衛
関
所
破
り
、
下
卒
ら

放
火
関
所
破
り
、
親
兵
衛
下
卒
ら
を
称
讃
称
揚
、
勅
使
秋
篠
に
よ
る
親
兵
衛

の
叙
任
話
と
辞
退
、
以
上
第
百
四
十
九
回
の
終
盤
の
前
ま
で
、
あ
る
い
は
一

休
和
尚
に
よ
る
東
山
殿
足
利
義
政
批
判
の
第
百
五
十
回
前
半
ま
で
、
あ
る
い

は
さ
ら
に
細
川
に
抑
留
さ
れ
る
親
兵
衛
を
心
配
す
る
里
見
両
侯
と
七
犬
士
の

第
百
五
十
回
最
終
ま
で
と
考
え
て
い
る
が
（
尚
、「
京
師
の
話
説
」
は
、
第

百
五
十
回
最
終
ま
で
と
思
わ
れ
る
）。

　

前
稿
ま
で
見
て
き
た
如
く
、
子
供
ら
し
い
未
熟
な
、
自
我
の
強
い
自
尊
の

親
兵
衛
に
、
高
慢
・
独
善
の
像
を
与
え
、
そ
れ
が
打
ち
砕
か
れ
る
と
い
う
も
っ

と
も
劇
的
で
、
か
つ
〈
転
回
〉
を
迫
る
に
効
果
的
な
場
を
、
馬
琴
は
用
意
し

た
。
未
熟
ゆ
え
に
曇
ら
さ
れ
、隠
さ
れ
て
い
た
「
美
し
き
性
」
が
、挫
折
（
第

百
三
十
三
回
）
を
経
て
、〈
転
回
〉〈
改
心
〉
を
行
っ
た
（
第
百
三
十
四
回
）

の
だ
。「
美
し
き
性
」
が
現
れ
て
く
る
の
だ
。
こ
れ
が
、〈
親
兵
衛
、
真
の
挫

折
・
改
心
・
成
長
〉
を
用
意
し
た
馬
琴
の
構
想
で
あ
っ
た
。
高
慢
・
独
善
の

醜
悪
な
像
も
含
め
て
、
す
べ
て
は
馬
琴
の
作
為
で
あ
っ
た
と
し
た
が
、
こ
こ

で
以
上
の
こ
と
を
、
よ
り
大
き
く
と
ら
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

当
時
の
、
そ
し
て
現
代
の
ほ
と
ん
ど
の
読
者
を
た
ば
か
っ
て
き
た
こ
と
、
そ

れ
は
、
大
活
劇
の
初
登
場
以
来
、
見
事
な
る
デ
ビ
ュ
ー
、
独
壇
場
の
大
活
躍

の
連
続
、
異
常
な
強
さ
と
稚
気
丸
出
し
の
子
ど
も
ら
し
さ
、
大
人
び
た
言
語

態
度
の
異
常
さ
な
ど
が
読
者
を
圧
倒
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
が
、
そ
れ
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思
い
を
致
す
馬
琴
に
、
洵
に
相
応
し
い
構
想
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
馬
琴
の
思

想
か
ら
み
て
、
結
果
と
し
て
、
必
須
の
構
想
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
「
既
に
天
狗
の
馮つ

き
た
る
な
ら
ん
」、「
井
蛙
の
浅
見
」、「
自
恣
放
言
」、「
人

も
な
げ
な
る
挙ふ
る
ま
い止

」、「
心う

裏ら

恥
ず
か
し
き
、
我
が
愆あ
や
まち

を
争い
か
が何

は
せ
ん
」、「
い

か
で
い
か
で
、
と
掌
を
、
合
し
て
天
を
う
ち
仰
ぐ
」。
こ
れ
ら
の
自
省
と
、

恥
ず
か
し
く
て
居
て
も
た
っ
て
も
居
ら
れ
な
い
衝
動
、
烈
し
い
後
悔
、
静
か

な
る
思
索
、深
い
認
識
、転
回
大
改
心
を
ど
う
し
て
も
必
要
と
し
た
の
で
あ
っ

た
。

　

苦
し
む
親
兵
衛
を
、
代
四
郎
が
慰
め
る
。
そ
の
際
、
か
つ
て
採
り
あ
げ
た

（
注
８
）
こ
と
の
あ
る
孟
子
の
言
、「
君
子
を
ば
欺
く
べ
し
、陥
る
べ
か
ら
ず
」

を
も
っ
て
、
今
回
の
騒
動
に
お
け
る
苦
戦
を
慰
め
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
些
末

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
真
に
代
四
郎
が
、
馬
琴
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
そ

の
次
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

み
づ
か
ら
非
と
し
て
、
愆あ
や
ま
ち
を
、
飾
る
こ
と
な
き
老ま

め実
心
は
、
浮
薄
人

の
鍼し
ん

砭べ
ん

也
。
恁こ

う
い
は
ゞ
孔く

子し

に
語
道
に
似
て
、
烏お

滸こ

が
ま
し
く
思
は

る
べ
け
れ
ど
、語
に
い
は
ず
や
。
君
子
の
過あ
や
まち

は
、日
月
の
蝕
の
如
し
、

過
つ
と
き
は
人
こ
れ
を
仰
ぐ
、
改
む
る
と
き
も
人
こ
れ
を
仰
ぐ
、
と
い

ひ
し
は
お
ん
身
の
懺
悔
と
同
じ
。
い
と
有
り
が
た
き
謙
遜
な
れ
ど
も
、

其そ
こ
ら頭

は
今
の
急
務
に
あ
ら
ず
。

身
分
低
い
老
人
に
よ
る
、
神
々
し
い
幼
年
犬
士
へ
の
「
教
諭
・
指
導
」
だ
と

も
い
え
よ
う
。

　

こ
こ
を
、
第
二
の
問
題
点
と
し
よ
う
。
ま
ず
、
気
づ
く
の
は
、
そ
の
構
図

の
面
白
さ
で
あ
る
。「
老
人
と
孫
」
で
あ
る
。
身
分
高
い
天
才
の
孫
を
守
護

し
続
け
る
元
気
い
っ
ぱ
い
の
祖
父
。
愛
す
べ
き
、
そ
し
て
大
人
の
読
者
の
多

く
が
羨
む
構
図
で
は
な
い
か
。
馬
琴
の
大
切
な
構
想
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い

る
。

　

ま
た
、
何
よ
り
「
君
子
の
過
ち
は
、
…
人
こ
れ
を
仰
ぐ
…
お
ん
身
の
懺
悔

と
同
じ
」に
注
目
さ
れ
る
。明
白
に
親
兵
衛
を
君
子
と
し
た
の
で
あ
る
。聖
人
・

聖
賢
へ
と
至
る
道
筋
の
位
階
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
『
論
語
』
出
拠
は
、「
子

張
第
十
九
」
と
思
わ
れ
る
（
注
９
）。

子
貢
曰
く
、
君
子
の
過
ち
や
、
日
月
の
食
の
如
し
。
過
つ
や
、
人
皆
之

を
見
る
。
更
む
る
や
、
人
皆
之
を
仰
ぐ
。

私
に
解
釈
し
て
み
よ
う
。

子
貢
が
言
う
。
君
子
も
過
つ
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
過
ち
は
、
日
蝕
や
月

蝕
の
よ
う
な
も
の
で
、
誰
も
が
注
目
す
る
（
過
っ
て
も
君
子
は
隠
さ
な
い

の
で
、
誰
も
が
注
目
し
て
驚
く
が
、
そ
れ
は
、
日
蝕
や
月
蝕
を
見
て
驚
く

よ
う
な
も
の
で
あ
る
）。
だ
が
、（
君
子
は
過
ち
を
す
ぐ
に
改
め
る
ゆ
え
に
）

そ
の
改
め
る
の
を
見
る
や
、
誰
も
が
さ
す
が
は
君
子
だ
な
あ
と
、
仰
ぎ
感

服
す
る
も
の
だ
（
そ
れ
は
、
ま
る
で
蝕
が
終
わ
っ
た
後
の
日
月
が
、
全
き

円
と
輝
き
を
一
層
明
ら
か
に
す
る
の
を
、
人
々
が
仰
ぎ
見
て
、
感
ず
る
も

の
あ
る
が
如
く
で
あ
る
）。

自
省
し
て
、自
ら
の
過
ち
を
飾
る
こ
と
な
く
、認
識
し
、後
悔
・
苦
悩
を
経
て
、

大
改
心
す
る
親
兵
衛
像
に
与
え
る
に
必
須
の
儒
学
的
理
念
で
あ
っ
た
。
馬
琴
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れ
が
心
底
か
ら
の
謙
遜
か
否
か
は
、
こ
の
後
続
出
す
る
同
様
の
場
面
の
分
析

に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

Ⅱ
、
伏
姫
神
女
の
地
方
神
性
と
、
親
兵
衛
の
謙
譲

　

さ
て
、
判
官
の
授
賞
せ
ん
と
す
る
を
辞
退
し
、
代
四
郎
の
勝
手
な
出
奔
の

罪
を
贖
わ
ん
と
、
代
四
郎
の
水
陸
二
つ
の
大
武
功
を
八
犬
士
に
報
知
せ
ん
た

め
、
照
文
の
若
党
紀
二
六
を
関
東
へ
の
使
い
に
出
し
て
こ
の
第
百
三
十
四
回

は
終
わ
る
が
、
問
題
と
し
て
お
き
た
い
こ
と
の
三
番
目
は
、
伏
姫
神
女
の
登

場
頻
度
・
重
み
で
あ
る
。

　

伏
姫
神
女
を
ど
う
と
ら
え
る
か
だ
が
、
予
め
言
っ
て
お
け
ば
、
安
房
国
、

関
東
と
い
っ
た
地
域
性
・
里
見
家
守
護
神
な
る
個
別
性
特
殊
性
と
い
う
、
限

定
性
に
縛
ら
れ
た
地
方
神
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
第
百
三
十
三
回

の
、毒
を
飲
ま
ず
に
す
ん
だ
場
面
、さ
ら
に
「
幸
い
に
し
て
死
な
ざ
る
の
み
、

正
に
一
期
の
大
厄
難
」
と
い
う
最
大
の
危
地
を
代
四
郎
に
救
わ
れ
た
場
面
で

は
、
親
兵
衛
が
「
我
が
姫
神
の
冥
助
」、「
伏
姫
上
の
、
神
祐
擁
護
」
と
述
べ 

る
。
述
べ
る
が
、
姫
神
が
姿
を
現
す
こ
と
は
な
い
。
第
百
三
十
四
回
、
海
底

に
沈
め
て
し
ま
っ
た
一
箱
の
朝
廷
な
ど
へ
の
贈
答
用
黄
金
と
主
君
里
見
か
ら

の
拝
領
刀
を
ま
た
し
て
も
救
っ
て
く
れ
た
代
四
郎
に
「
歓
び
を
舒
る
」、「
嘆

唱
」
す
る
場
面
、同
じ
く
彼
は
「
我
が
姫
神
の
示
現
」
と
述
べ
、代
四
郎
も
「
伏

姫
神
の
神
恩
徳
誼
」、「
姫
神
の
冥
助
」
と
口
に
す
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
る
で

毎
度
毎
度
の
決
ま
り
き
っ
た
お
ざ
な
り
な
挨
拶
で
あ
る
か
の
如
く
に
。
そ
の

上
、
姫
神
の
言
動
等
が
詳
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
第
一
、
姿
を
現
す
こ
と

が
そ
う
考
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
省
み
て
過
ち
を
改
め
る
こ
と
の
重
要
さ
を
言
う
こ
の
部
分
は
、
親

兵
衛
を
批
評
・
称
賛
す
る
七
犬
ら
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
。
第
百
三
十
五

回
の
前
半
に
あ
る
が
、
後
述
す
る
。
し
か
し
、
馬
琴
は
親
兵
衛
を
徹
底
的
に

追
い
詰
め
は
し
な
い
。
本
人
が
自
省
後
悔
し
た
以
上
、も
う
い
い
の
で
あ
る
。

何
故
な
ら
、
彼
が
ま
だ
童
年
の
少
年
英
雄
だ
か
ら
、〈
成
長
〉
し
て
ゆ
く
の

だ
か
ら
。
馬
琴
の
理
想
を
託
す
べ
き
孫
に
も
等
し
い
の
だ
か
ら
。

　

か
く
し
て
、
場
面
は
す
ん
な
り
と
当
地
の
隣
尾
判
官
伊
近
と
の
対
面
に
移

る
。
同
じ
く
第
百
三
十
四
回
も
終
盤
部
、
そ
こ
で
の
親
兵
衛
の
態
度
は
如
何

で
あ
っ
た
か
。
判
官
の
称
揚
、
懇
切
な
誘
い
に
対
し
語
る
を
、
私
に
現
代
語

訳
す
る
。

今
日
の
一
挙
は
、
同
船
し
て
い
た
蜑
崎
照
文
、
姥
雪
與
保
（
代
四
郎
）
が

頑
張
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
に
は
い
さ
さ
か
の
功
が
あ
る
が
、
自
分
は

小
盗
人
を
、
わ
ず
か
に
退
治
し
た
だ
け
で
、
逆
に
代
四
郎
に
救
わ
れ
て
、

死
ぬ
と
こ
ろ
を
命
助
け
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。

こ
の
終
盤
部
の
前
、
同
じ
く
第
百
三
十
四
回
の
後
半
に
示
さ
れ
た
真
の
〈
改

心
〉
以
後
、
初
め
て
の
謙
遜
で
あ
り
、
正
直
な
気
持
ち
で
あ
る
。
早
速
に
親

兵
衛
は
、
謙
っ
た
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
無
論
彼
、
親
兵
衛
は
、
謙
遜

し
た
わ
け
で
は
な
い
、
た
だ
事
実
を
言
っ
た
ま
で
で
は
な
い
か
、
と
の
言
も

あ
ろ
う
。
だ
が
、
事
実
を
言
う
と
は
、
事
実
を
認
識
し
た
と
も
い
え
、
相
対

化
の
端
緒
で
も
あ
り
、
成
長
へ
の
一
歩
で
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
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は
な
い
。
八
犬
伝
第
二
部
に
お
け
る
詳
細
な
言
動
描
写
や
、
威
厳
と
重
み
あ

る
存
在
感
と
現
実
性
の
描
写
は
、
八
犬
伝
第
三
部
前
半
「
京
師
の
話
説
」
の

序
盤
「
京
師
行
」
と
中
盤
「
京
師
物
語
」
に
入
る
と
消
え
た
。

　

安
房
の
地
方
神
が
関
東
か
ら
出
る
、
己
が
神
域
か
ら
出
る
、
と
い
う
こ
と

は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
た
と
え
そ
う
と
し
て
も
、
親
兵

衛
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
毎
回
必
ず
挨
拶
を
す
る
の
で
あ
る
。
虎
退
治
イ
コ
ー
ル

〈
京
師
脱
出
行
〉
に
始
ま
る
〈
親
兵
衛
第
三
物
語
、
後
半
〉
を
い
ず
れ
論
ず

る
と
こ
ろ
で
触
れ
る
が
、
簡
単
に
言
う
と
、
少
な
く
と
も
京
師
脱
出
・
関
東

帰
還
が
確
実
に
な
る
に
つ
れ
、
近
づ
く
に
つ
れ
、
姫
神
の
こ
と
が
い
く
ら
か

詳
述
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
場
面
第
百
三
十
四
回
冒
頭
、
つ
ま
り
初
め
て
大
〈
改
心
〉

を
語
り
尽
く
す
こ
と
に
な
る
も
っ
と
も
重
要
な
場
面
第
百
三
十
四
回
後
半
の

い
く
ら
か
前
、
彼
親
兵
衛
は
、
決
し
て
人
並
み
の
「
感
謝
」
な
る
言
葉
を
口

に
は
し
な
い
。
馬
琴
は
慎
重
で
あ
る
。
地
の
文
に
「
不ふ
し
ぎ測
の
恩
義
を
感
じ
て

已
ま
ず
」、
台
詞
に
「
今
の
掙
は
た
らき
妙
な
る
か
な
」「
二
度
ま
で
、
咱わ

れ

ら們
が
幇
助

に
做な

ら
れ
し
」「
感
涙
坐
に

む
ま
で
に
、
連し
き

り
に
嘆
唱
し
ぬ
る
」
と
い
っ
た

言
表
に
と
ど
め
る
。
家
臣
が
主
の
た
め
に
命
投
げ
出
し
て
救
う
は
当
然
と
い

う
武
家
社
会
の
倫
理
ゆ
え
、
身
分
低
い
家
来
筋
の
代
四
郎
に
は
、
あ
え
て
使

わ
ぬ
よ
う
配
慮
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
あ
と
の
大
〈
改
心
〉
を
語
り

尽
く
す
場
の
前
の
段
階
ゆ
え
か
。

　

ま
た
、
第
四
の
問
題
点
と
す
る
が
、
か
つ
て
触
れ
た
こ
と
の
あ
る
次
の
場

面
も
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
考
慮
し
た
い
。
上
記
の
冒
頭
に
続
く
場
面
で

あ
る
。
親
兵
衛
の
制
止
を
無
視
し
て
毒
酒
を
貪
っ
て
倒
れ
た
運
送
夫
役
・
水

夫
ら
を
仁
の
霊
玉
で
撫
で
る
や
、
毒
薬
を
吐
き
尽
く
し
て
回
復
し
た
者
た
ち

が
感
謝
し
、
許
し
を
請
う
た
。
そ
れ
に
対
し
、
訳
す
と
、〈
い
や
、
自
分
も

同
じ
だ
。
あ
の
時
巧
み
に
謀
っ
て
騙
し
た
海
賊
ど
も
に
乗
せ
ら
れ
て
、
用
心

届
か
ず
、
等な
お
ざ
り閑

で
あ
っ
た
の
は
、
お
前
た
ち
の
愆あ
や
まち

と
五
十
歩
百
歩
だ
。
代

四
郎
の
助
け
が
な
か
っ
た
ら
、
我
も
ま
た
、
大
海
原
の
底
の
水
屑
に
な
っ
た

の
だ
。
こ
れ
も
里
見
の
主
君
父
子
の
御
仁
政
の
お
か
げ
だ
〉、
と
。

　

正
直
、
こ
の
言
動
に
は
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
武
士
な
ら
ざ
る
下
層
の

人
夫
た
ち
相
手
に
、〈
謙
虚
に
他
者
を
責
め
ず
、
自
分
の
非
を
認
め
た
〉
の

で
あ
る
。
以
前
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
ろ
う
。
上
の

立
場
か
ら
の
み
要
求
し
続
け
、
責
め
続
け
、
自
ら
を
顧
み
る
こ
と
の
な
か
っ

た
、
人
を
人
と
も
思
わ
ぬ
よ
う
な
振
る
舞
い
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
か
っ
た

彼
の
〈
転
回
〉
大
〈
改
心
〉、
こ
の
第
百
三
十
四
回
の
後
半
に
設
定
さ
れ
た

山
場
で
展
開
さ
れ
る
大
〈
改
心
〉
の
、
そ
の
先
駆
け
と
な
る
初
の
真
実
の
姿

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

Ⅲ
、『
論
語
』
の
「
過
ち
論
」
と
、
馬
琴
の
「
足
利
義
政
批
判
」

　

そ
し
て
、
代
四
郎
に
よ
っ
て
陸
上
の
闘
い
が
詳
細
に
説
か
れ
る
。
聞
い
た

親
兵
衛
は
た
め
息
を
つ
き
、
代
四
郎
の
幇
助
、
姫
神
の
冥
助
を
挙
げ
た
後
、

真
率
に
語
る
。
私
に
謂
う
と
こ
ろ
の
〈
転
回
・
大
改
心
〉
で
あ
る
。
か
つ
て

拙
稿
で
長
々
と
引
い
た
第
百
三
十
四
回
後
半
の
山
場
、
そ
の
冒
頭
の
と
ば
口

そ
ぞ
ろ
さ
し
く
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犬
江
が
賢
才
、
千
万
人
に
、
捷す
ぐ

れ
た
る
を
知
る
に
足
れ
り
。
然さ

は
あ
ら

ず
や

と
「
只ひ
た
す
ら顧

に
、
称
讃
す
」
れ
ば
、
荘
介
・
毛
野
・
道
節
も
肯
く
。
七
犬
と
言

い
つ
つ
、何
故
か
こ
こ
に
信
乃
の
み
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
。
さ
て
、

注
目
す
べ
き
は
「
賢
才
」
と
し
た
こ
と
と
、
あ
い
か
わ
ら
ず
七
犬
が
、
精
一

杯
親
兵
衛
を
褒
め
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。
八
犬
士
は
馬
琴
に
よ
っ
て「
賢
者
」

と
さ
れ
て
き
た
し
、次
第
に
「
大
賢
」
に
な
っ
て
ゆ
く
。
巻
が
進
む
に
連
れ
、

明
白
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、【
第
一
部
前
半
里
見
の
建
国
譚
】
に
お
い

て
「
仁
」
と
並
ん
で
「
知
」
が
問
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
応
・
比
例
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
八
犬
伝
は
初
発
か
ら
「
仁
・
知
」
を
大
き
く
正
面

に
掲
げ
て
い
た
、
読
者
に
問
う
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

　

七
犬
が
称
讃
し
続
け
る
の
は
、
そ
れ
は
八
犬
士
の
頭
領
で
あ
る
か
ら
と
い

う
よ
り
、
馬
琴
が
親
兵
衛
の
別
格
性
を
確
立
さ
せ
る
た
め
か
。
さ
て
、
上
引

の
出
拠
は
、
も
ち
ろ
ん
論
語
で
あ
る
が
、
三
ヶ
所
あ
る
。
ま
ず
、「
丘
や
幸

な
り
、過
ち
あ
れ
ば
、人
こ
れ
を
告
ぐ
」
で
あ
る
が
、「
述
而
第
七
」
に
拠
る
。

私
に
現
代
語
に
訳
す
。

陳
国
の
司
敗
な
る
も
の
が
問
う
た
、「
あ
な
た
の
主
君
の
昭
公
は
礼
を
知
っ

て
い
る
か
」
と
。
孔
子
が
言
う
、「
礼
を
知
っ
て
い
る
」
と
。
孔
子
退
く
。

司
敗
は
孔
子
門
人
の
巫
馬
期
に
会
釈
し
て
言
っ
た
。「
君
子
は
仲
間
贔
屓

を
し
な
い
も
の
と
聞
い
て
い
る
が
、
孔
子
の
よ
う
な
君
子
で
も
、
仲
間
贔

屓
さ
れ
る
の
か
。
魯
の
昭
公
は
呉
国
か
ら
夫
人
を
娶
ら
れ
た
が
、
同
姓
な

る
が
た
め
に
こ
れ
を
憚
っ
て
、
夫
人
を
呉
孟
子
と
謂
っ
た
。（
周
の
制
度

の
み
、
再
び
引
用
紹
介
し
て
み
よ
う
。

其
の
大
功
を
論
へ
ば
、
…
…
阿お

叟じ

を
も
て
第
一
と
す
べ
し
。
そ
の
次
は

…
…
蜑あ
ま
さ
き
う
じ

崎
生
に
優
す
者
な
し
。
只
愆あ
や
まち

有
り
て
功
な
き
、咱わ

れ

ら們
が
不
覚
、

面お
も
ふ
せ伏

也
。
今
こ
そ
諦あ

か
せ
、
我
が
慢
心
、

〈
今
こ
そ
明
ら
か
に
し
よ
う
、
我
が
慢
心
を
〉
と
、
こ
こ
か
ら
「
転
回
、
大

改
心
」
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
に
引
い
た
、
判
官
と
の
問
答
の

中
で
の
謙
辞
に
移
り
、
関
東
の
里
見
へ
の
報
告
に
紀
二
六
が
選
ば
れ
る
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
第
百
三
十
五
回
は
、
前
半
が
久
し
ぶ
り
に
安
房
里
見
に
場
面

が
戻
り
、
後
半
京
師
に
着
く
。
前
半
の
中
心
は
七
犬
に
よ
る
親
兵
衛
の
称
賛

で
あ
る
。
小
文
吾
の
後
、
現
八
が
言
う
。
訳
す
。

親
兵
衛
の
今
回
の
手
紙
に
、「
日
頃
は
武
芸
勇
力
を
自
負
し
て
、「
宇
宙
」

（
天
下
）
に
敵
な
し
と
の
み
、
己
惚
れ
誇
っ
て
い
た
愆あ
や
まち
を
今
こ
そ
知
っ

た
。
先
に
船
路
に
赴
く
折
に
、
小
文
吾
・
荘
介
か
ら
受
け
た
教
諭
、
格
言
、

身
に
染
み
、
肝
に
銘
じ
た
」、
と
言
っ
て
き
た
。
ま
た
こ
れ
も
人
の
及
ば

ぬ
と
こ
ろ
で
、
自
ら
そ
の
非
を
よ
く
悔
い
て
、
改
め
る
こ
と
は
、
な
か
な

か
難
し
い
こ
と
で
あ
る
の
に
。

と「
誉
む
」る
。こ
こ
を
問
題
点
の
五
番
目
に
し
た
い
。さ
て
、そ
こ
で
大
角
も
、

古
の
聖
人
た
り
と
も
、
愆
ち
な
き
こ
と
を
得
ざ
る
也
。
こ
の
故
に
孔
子

も
亦
、「
丘
や
幸
な
り
、
過
ち
あ
れ
ば
、
人
こ
れ
を
告
ぐ
」
と
い
へ
り
。

又
那
の
亜
聖
た
る
顔
回
は
、
過
ち
を
ふ
た
た
び
せ
ず
、
こ
も
愆
ち
の
あ

れ
ば
也
。
或
い
は
又
「
過
ち
て
改
め
ざ
る
、
こ
を
過
ち
と
い
ふ
と
し
も

い
へ
り
。
世
の
人
多
く
そ
の
非
を
飾
り
て
、
改
る
は
い
と
稀
な
れ
ば
、
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を
も
っ
て
構
築
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
周
り
の
者
が
称
讃
す
る
の

だ
が
、
そ
の
賛
辞
は
分
か
り
や
す
い
も
の
が
望
ま
れ
よ
う
し
、
限
度
を
超
え

た
誉
め
よ
う
で
は
い
け
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
実

際
に
用
い
た
三
例
は
、
短
い
句
文
で
、
分
か
り
や
す
く
、
妥
当
な
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
馬
琴
は
、
親
兵
衛
を
追
い
詰
め
は
し
な
い
。
今
度
は
救
い
に
掛
か
っ

た
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
親
兵
衛
は
馬
琴
が
理
想
を
託
す
べ
き

孫
に
等
し
い
の
だ
か
ら
。
自
省
・
後
悔
・
改
心
・
成
長
し
て
「
美
し
き
性
」

と
な
っ
た
天
才
少
年
犬
士
が
、
八
犬
士
を
代
表
し
て
中
央
に
乗
り
込
む
の
で

あ
る
。
読
者
に
再
度
理
想
の
英
雄
た
る
を
確
認
さ
せ
る
べ
く
、
称
揚
・
称
賛

の
嵐
と
な
る
。

　

そ
し
て
第
百
三
十
五
回
半
ば
、
い
よ
い
よ
〈
親
兵
衛
第
三
物
語
〉
が
始
ま

る
。
し
か
る
に
、
そ
の
始
ま
り
は
以
下
の
如
く
で
あ
っ
た
。

休
題
再
説
。
犬
江
親
兵
衛
、
蜑
崎
照
文
們ら

が
渡
海
の
船
は
、
…
…
こ
の

秋
八
月
の
中
旬
に
、
浪
速
に
居
る
こ
と
を
得
て
、
猶
権し
ば
ら
く且
船
に
在
り
、

先
ず
代
四
郎
を
遣
わ
し
て
、
京
師
の
光
景
を
探
ら
す
る
に
、
…
…
前
将

軍
義
政
公
は
、辞
職
の
後
も
風
流
の
驕
奢
に
、銭
を
抛
ち
財
を
竭つ
く

し
て
、

民
の
怨
訴
を
見
か
え
り
給
わ
ず
、
況ま

い
て
治
世
四
十
余
年
の
程
、
国
乱

れ
民
苦
る
を
、
屑
も
の
の
か
ずと

も
思
ひ
給
わ
ず
、
…
…

云
々
と
、
義
政
の
失
政
・
不
徳
と
細
川
・
山
名
の
内
乱
に
よ
る
応
仁
の
乱
の

説
明
、
三
管
領
以
下
の
世
嗣
争
い
か
ら
下
剋
上
の
戦
国
時
代
へ
、
少
年
新
将

で
は
同
姓
は
婚
を
結
ば
な
い
、
も
し
婚
す
れ
ば
非
礼
と
な
る
）
ゆ
え
に
、

こ
の
主
君
昭
公
に
し
て
礼
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
世
間
に
礼

を
知
ら
ぬ
者
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」、
そ
う
言
っ
て
孔
子
を
非

難
し
た
。巫
馬
期
が
そ
れ
を
孔
子
に
告
げ
た
。す
る
と
孔
子
が
言
う
に
、「
丘

は
幸
せ
者
だ
、
私
に
過
ち
が
あ
る
と
、
他
の
人
た
ち
が
必
ず
そ
れ
を
知
っ

て
す
ぐ
に
教
え
て
く
れ
る
、
洵
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
」
と
。

次
い
で
、「
顔
回
は
、
過
ち
を
ふ
た
た
び
せ
ず
」
で
あ
る
が
、「
雍
也
第
六
」

に
拠
る
。
訳
す
。

哀
公
が
問
う
た
、「
弟
子
の
う
ち
孰
れ
が
学
を
好
む
を
為
す
か
」と
。
孔
子
、

対
え
て
言
う
。「
顔
回
な
る
者
が
い
る
。
学
を
好
む
。
怒
っ
て
も
怒
り
を

遷
さ
ぬ
、
つ
ま
り
八
つ
当
た
り
な
ど
し
な
い
し
、
同
じ
過
ち
を
二
度
と
繰

り
返
す
こ
と
は
な
い
。
不
幸
短
命
に
し
て
死
ん
だ
。
今
は
も
う
こ
の
世
に

い
な
い
。
こ
の
者
以
外
で
、
学
問
を
好
む
者
が
い
る
と
は
ま
だ
聞
い
て
い

な
い
」
と
。

最
後
、「
過
ち
て
改
め
ざ
る
、
こ
を
過
ち
と
い
う
」
は
、「
衛
霊
公
第
十
五
」

に
拠
っ
て
い
る
。
訳
す
。

孔
子
が
言
う
、「
人
は
誰
で
も
過
ち
を
為
す
も
の
だ
が
、
問
題
は
、
過
ち

を
犯
し
て
も
そ
の
過
ち
を
改
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と
で
、
そ
れ
を
真
の
過

ち
と
謂
う
の
で
あ
る
」、
と
。

三
例
と
も
、
割
合
人
口
に
膾
炙
し
た
句
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
親
兵
衛
像
を
作

る
に
当
た
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、〈
異
常
に
若
い
、
傲
り
昂
ぶ
り
失
敗
す
る
、

挫
折
す
る
、
改
心
す
る
、
成
長
す
る
〉
と
い
う
過
程
を
、
劇
的
に
、
真
実
性
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軍
九
代
義
尚
公
の
称
揚
へ
と
続
く
。
こ
こ
を
、
問
題
点
の
第
六
と
し
た
い
。

　
〈
親
兵
衛
第
三
物
語
〉
と
は
、つ
ま
り
〈
将
軍
足
利
義
政
批
判
〉
で
始
ま
り
、

結
論
を
先
に
言
う
と
、〈
足
利
義
政
批
判
〉
で
終
わ
る
の
だ
、
と
も
い
え
よ

う
。
馬
琴
の
厳
し
い
政
道
批
判
、
為
政
者
批
判
が
長
々
と
述
べ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
稿
（
注
10
）
に
委
ね
た
い
。

　

美
し
い
理
想
の
少
年
英
雄
が
乗
り
込
み
、
理
想
性
・
英
雄
性
を
発
揮
し
、

輝
き
を
放
つ
に
相
応
し
い
歴
史
的
背
景
、
史
実
と
し
て
の
汚
れ
た
応
仁
の
乱

と
、
そ
の
因
た
る
中
央
権
力
の
不
徳
・
不
実
を
馬
琴
は
詳
述
す
る
の
で
あ
っ

た
。
ゆ
え
に
乱
世
の
中
、京
と
朝
廷
の
衰
落
、困
窮
を
述
べ
て
、「
勤
王
主
義
」

の
者
が
銭
財
を
多
く
奉
れ
ば
、必
ず
特
別
の
「
勧
賞
あ
ら
ん
。
所
願
あ
る
者
、

願
い
稟も
う

さ
ば
、
勅
許
疑
い
な
か
る
べ
し
」、
即
ち
京
師
行
の
本
来
の
目
的
（
八

犬
士
の
姓
を
「
金
碗
」
と
改
め
る
勅
許
を
得
ん
）
の
た
め
に
、状
況
や
好
し
、

と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
親
兵
衛
ら
は
第
一
の
権
臣
、
管
領
細
川
政
元
邸
に
伺
候
し
、
そ

の
家
宰
香
西
復
六
に
交
誼
を
通
じ
、
次
い
で
管
領
畠
山
政
長
邸
に
伺
候
す
る

こ
と
と
な
る
。
細
川
政
元
、
花
の
御
所
に
て
新
室
町
殿
義
尚
公
に
親
兵
衛
ら

の
願
い
の
件
を
上
聞
せ
し
め
、
東
山
殿
（
父
義
政
）
へ
伺
え
と
の
言
を
う
け

る
。
義
政
の
「
兵
乱
の
後
財
用
足
ら
ず
、
公
武
倶
に
不
如
意
な
る
に
、
料
ら

ず
も
幇
助
を
得
た
る
、
報
い
な
く
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」、
云
々
と
の
仰
せ
あ
っ

て
、
朝
廷
に
奏
聞
さ
れ
、
詮
議
あ
っ
て
認
め
ら
れ
、
主
上
に
奏
聞
、
義
尚
に

勅
詔
あ
り
、
宣
旨
が
下
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
親
兵
衛
ら
は
花
の
御
所
に
参

上
、
室
町
殿
や
両
管
領
ら
に
見
参
の
儀
式
を
無
事
に
終
え
、
次
い
で
東
山
殿

へ
詣
で
て
同
様
に
式
を
終
え
、
翌
朝
つ
い
に
参
内
し
て
、
階
下
に
朝
恩
を
拝

し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
で
上
京
の
目
的
を
果
た
し
た
の
だ
が
、〈
京
師
の
話
説
〉
の
中
核
と
、

〈
親
兵
衛
第
三
物
語
〉
の
中
心
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。
両
管
領
に
帰
国
の
暇

を
賜
ら
ん
と
赴
け
ば
、
政
元
そ
の
儀
を
許
さ
ず
、
親
兵
衛
の
み
を
抑
留
し

て
、
長
い
こ
と
還
れ
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
八
犬
伝
第
九
輯
下
帙
下

套
の
甲
号
、
巻
第
二
十
四
～
二
十
八
、
第
百
三
十
六
回
～
百
四
十
五
回
、
及

び
下
帙
下
套
の
乙
号
の
上
巻
の
粗
前
半
分
、
第
百
四
十
六
回
～
百
四
十
九
回

（
百
五
十
回
冒
頭
に
、私
に
謂
う
〈
一
休
の
知
論
〉
と
〈
一
休
の
政
道
批
判
・

義
政
批
判
〉
が
備
わ
り
、
こ
こ
ま
で
が
〈
京
師
の
話
説
〉
の
範
囲
か
。
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
後
考
に
俟
ち
た
い
）
が
、
そ
の
「
京
師
の
話
説
」
の
粗
全
容

で
あ
る
。

Ⅳ
、
管
領
細
川
政
元
邸
抑
留
と
、「
知
仁
勇
、
三
徳
」
の
親
兵
衛
の
謙
譲

　

さ
て
、
本
稿
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
〈
親
兵
衛
第
三
物
語
に
お
け
る
親

兵
衛
の
成
長
〉
は
如
何
で
あ
っ
た
の
か
。
つ
ま
り
、〈
親
兵
衛
第
二
物
語
〉

の
掉
尾
、「
京
師
の
話
説
」
の
冒
頭
を
飾
る
、
黄
金
運
送
の
海
行
で
の
海
賊

と
の
水
戦
に
お
い
て
、
生
ま
れ
て
初
め
て
の
危
難
、
ま
さ
し
く
「
死
」
に
直

面
し
た
後
の
な
い
危
地
、霊
玉
の
お
か
げ
で
「
幸
い
に
し
て
死
な
ざ
る
の
み
、

正
に
一
期
の
大
厄
難
」
を
体
験
し
た
。
そ
の
上
主
君
よ
り
預
か
っ
た
皇
室
等

へ
の
贈
答
用
黄
金
、
更
に
は
拝
領
刀
ま
で
失
い
、

一
期
の
不
覚
、
な
ま
じ
い
に
、
活
け
る
甲
斐
な
き
罪
重
か
り
、
い
か
に
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第
三
物
語
〉
は
始
ま
っ
た
の
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
冒
頭
か
ら
前
将
軍

義
政
の
悪
政
失
政
・
不
徳
不
義
と
い
う
馬
琴
の
前
将
軍
義
政
批
判
が
大
い
に

続
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
権
臣
管
領
訪
問
、
室
町
殿
・
東
山
殿
へ
の
伺
候
、

つ
い
に
参
内
へ
と
続
く
の
だ
が
、
こ
こ
ら
は
形
式
を
踏
ま
せ
て
い
る
と
こ
ろ

で
、
親
兵
衛
の
〈
自
我
〉
が
出
て
く
る
場
面
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
筆

は
進
ん
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
管
領
細
川
政
元
に
よ
っ
て
親
兵
衛
の
み
帰

国
許
さ
れ
ず
、
政
元
邸
に
抑
留
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら

検
証
の
対
象
と
な
る
親
兵
衛
の
言
動
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

第
百
三
十
六
回
、
帰
国
を
急
ぐ
親
兵
衛
ら
は
、
細
川
家
宰
香
西
よ
り
、
室

町
殿
の
内
意
示
さ
ん
と
政
元
邸
へ
の
又
の
伺
候
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
政

元
の
口
を
通
し
て
当
代
将
軍
義
尚
公
の
文
武
兼
備
、
学
問
好
き
な
る
こ
と
、

そ
の
将
軍
に
よ
る
親
兵
衛
へ
の
称
讃
と
彼
を
京
に
留
め
置
か
せ
、
時
折
親
兵

衛
の
武
芸
を
見
た
い
と
の
意
思
（
実
は
政
元
に
よ
る
仮
構
で
あ
っ
た
）
を
示

さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。こ
れ
に
対
し
親
兵
衛
は
、謹
ん
で
申
し
上
げ
る
。訳
す
。

恐
れ
な
が
ら
伝
聞
の
誤
り
に
ご
ざ
り
ま
し
ょ
う
。
武
芸
は
武
士
の
家
業
で

す
か
ら
、
そ
れ
が
し
も
ま
た
人
並
み
に
弓
の
使
い
方
、
太
刀
の
術
を
学
ば

な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
う
し
て
、
身
分
高
き
上
つ
方
の
皆
様

の
御
賢
覧
に
奉
る
に
値
す
る
、
そ
れ
ほ
ど
の
技
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
先

に
素
藤
征
伐
で
小
さ
な
功
あ
り
と
仰
せ
に
な
る
の
は
、
京
の
人
々
の
誤
っ

て
伝
え
た
も
の
で
、
所
詮
（
主
君
里
見
の
武
徳
の
お
こ
ぼ
れ
に
あ
ず
か
っ

た
も
の
で
）
虎
の
威
を
借
る
狐
に
似
た
僥
倖
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
す
。
そ

れ
を
人
々
が
（
噂
に
流
さ
れ
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
）
あ
ま
り
よ
く
考
え
な

す
べ
き
、
と
臍ほ
ぞ

を
噬か

む
、
悔
い
の
八や
ち
た
び

千
遍
、
百も
も
ち千
た
び
、
左と

さ
ま
右こ
う

さ

ま
思
え
ど
も
、
思
い
難か

ね
た
る
手て
づ
め稠

の
難
儀
に
、
嘆
息
の
外
な
か
り
し

と
い
う
初
め
て
の
〈
絶
望
〉
を
体
験
し
た
親
兵
衛
。
ま
さ
し
く
〈
真
の
挫
折
〉

で
あ
っ
た
。

　

こ
の
状
況
を
救
っ
た
代
四
郎
に
、思
わ
ず
「
做な

ら
れ
し
」
と
敬
語
を
使
い
、

「
感
涙
坐そ
ぞ

ろ
にさ
し
くむ
ま
で
に
、
連し
き

り
に
嘆
賞
」
す
る
親
兵
衛
。〈
他
の
七
犬

は
自
分
に
及
ば
な
い
、
自
分
が
一
番
だ
と
自
負
し
て
い
た
の
は
天
狗
が
憑
い

て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
ぬ
〉、
と
の
強
い
自
省
・
後
悔
。
そ
し
て
深
い
思

索
が
訪
れ
る
。
よ
う
や
く
他
の
七
犬
の
身
の
上
に
思
い
至
り
、
自
分
の
偉
大

さ
し
か
見
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
が
、
つ
い
に
、
他
者
の
人
生
を
想
像
し
、

共
感
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
成
長
し
た
親
兵
衛
、
ま
た
こ
の
内
省
と
自
己
批

判
に
よ
う
や
く
辿
り
着
き
、《
相
対
化
》
を
果
た
し
た
親
兵
衛
、
と
拙
稿
で

考
察
し
た
が
、
そ
の
親
兵
衛
が
真
の
中
央
、
京
師
に
至
っ
て
、
そ
の
自
省
と

成
長
が
本
物
で
あ
っ
た
の
か
否
か
を
検
証
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
馬
琴
の
作
為
と
し
た
が
、
そ
れ
は
「
京
師
の
話
説
」

に
お
い
て
も
一
貫
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
ら
を
検
証
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま

ず
は
、「
京
師
の
話
説
」
と
〈
親
兵
衛
第
三
物
語
〉
に
沿
い
、
逐
条
的
に
物

語
を
追
っ
て
確
認
、
証
明
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
ら
逐
条
的
な
解
釈
と
、
注
目

点
問
題
点
の
考
察
を
経
て
、
最
後
に
総
合
的
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　

さ
て
、
漸
く
船
出
を
再
開
し
て
一
旬
余
、
一
行
は
摂
津
尼
之
崎
に
着
到
、

浪
速
の
浦
に
大
船
を
浮
か
べ
、
拠
点
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
ち
に
代
四

郎
を
京
に
遣
わ
し
て
探
ら
せ
、
そ
の
報
告
を
聞
く
、
と
い
う
形
で
〈
親
兵
衛
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「
知
仁
勇
の
三
徳
」で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、第
一
部【
里
見
の
建
国
譚
】

に
お
け
る
里
見
初
代
義
実
の
像
を
論
ず
る
と
こ
ろ
で
考
察
し
た（
注
11
）。『
中

庸
』
に
、

知
仁
勇
の
三
者
は
天
下
の
達
徳
な
り
。
之
を
行
う
所
以
の
者
は
、
一
な

り
。

と
示
さ
れ
る
如
く
、
儒
学
に
お
け
る
最
高
の
称
揚
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
親
兵

衛
は
「
聖
賢
乃
至
聖
賢
並
み
の
里
見
」
と
同
格
で
あ
る
と
、
馬
琴
は
訴
え
て

い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

　

そ
し
て
「
神
々
し
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
割
合
目
立
っ
て
使
わ
れ
て
き
た

印
象
で
あ
ろ
う
。
そ
も
、
こ
の
「
神
々
し
」
と
は
、
な
ん
と
い
う
言
辞
で
あ

ろ
う
。
八
犬
伝
世
界
内
に
お
け
る
伏
姫
神
女
の
現
実
性
ゆ
え
に
、
女
神
の
秘

蔵
っ
子
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
称
辞
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
当
時
の
読
者
に

と
っ
て
如
何
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
照
文
の
揚
言
の
後
、
親
兵
衛
の
真
実
、
相

対
化
を
認
識
し
た
後
の
本
心
が
語
ら
れ
る
。こ
こ
を
第
八
の
問
題
点
と
す
る
。

①
意お
も

う
に
我
が
義
兄
弟
七
名
は
、
各
々
窮
阨
あ
り
し
折
、
九
死
を
出
て
一

生
を
、得
ぬ
る
日
ま
で
の
艱
難
憂
苦
を
、伝
え
聞
く
だ
に
毛み
の
け
た

骨
竦
つ
に
、

咱わ

れ

ら等
は
、
曩さ
き

に
妙
椿
が
、
妖
術
に
よ
り
お
ん
疑
い
を
、
稟う

け
て
他
郷
へ

遣
わ
さ
れ
た
る
、
其
も
須し
ば
ら
く臾

の
程
に
し
て
、
館
の
お
ん
疑
い
は
や
く
解

け
、
反
っ
て
功
名
両
つ
な
が
ら
、
義
兄
弟
等
に
抜ば
つ
す
い萃

た
る
、
心
の
傲お
ご

り

あ
ら
じ
と
て
、
今
帰
路
に
柵
し
が
ら
み

掛
け
て
、
又
窮
厄
に
遇あ
わ

し
給
う
か
。
こ

も
姫
神
の
神か
ん
ば
か謨

り
に
て
、
曩
に
苛
子
崎
の
水
難
に
、
等
し
か
る
べ
き
我

が
為
な
ら
ん
、
と
悟
れ
ば
後う
し

ろ
易
か
り
き

い
で
言
う
も
の
で
す
か
ら
（
大
げ
さ
な
話
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
す

よ
）。

謙
譲
な
態
度
で
あ
る
が
、
誉
め
ら
れ
た
時
に
誰
し
も
が
示
す
、
普
通
の
謙
遜

の
態
度
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
、
こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
以
前
の

驕
り
昂
ぶ
っ
た
自
尊
の
言
動
に
比
す
る
と
、
雲
泥
の
差
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。

　

同
じ
く
第
百
三
十
六
回
。
抑
留
の
こ
と
を
宿
に
帰
っ
て
代
四
郎
に
告
げ
れ

ば
、「
と
は
思
え
ど
も
和
子
の
武
勇
の
、
は
や
く
華
洛
に
聞
こ
え
し
は
、
徳

弧
な
ら
ず
隣
あ
る
、
所
以
に
も
や
候
は
ん
」
と
『
論
語
』
の
語
句
を
用
い
て

喜
ぶ
の
に
対
し
、
親
兵
衛
は
以
下
の
如
く
、
政
元
の
告
知
に
対
し
て
三
つ
の

疑
い
を
示
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
目
に
謙
辞
が
あ
る
。

我
が
身
再
び
世
に
出
て
、
里
見
殿
に
仕
え
奉
る
は
、
こ
の
春
よ
り
の
事

に
し
て
、
素
藤
征
伐
を
除
く
の
外
、
屢
し
ば
し
ば

軍
陣
に
敵
を
屠ほ
ふ

り
て
、
名
を

顕
し
し
事
は
な
き
に
、
何
人
が
伝
え
稟も
う

し
て
、
将
軍
家
は
知
ろ
し
食め

し

け
ん
、
是
疑
う
べ
き
の
一
ツ
也
。

事
実
を
率
直
に
述
べ
て
お
り
、
い
さ
さ
か
も
己
惚
れ
る
様
子
は
な
い
。
謙
遜

と
い
う
よ
り
、
疑
問
を
口
に
す
る
素
直
な
態
度
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
場
面
に
は
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
が
あ
っ
た
。
照
文
が
京
に
残

る
親
兵
衛
を
慰
め
る
際
の
、
牽
制
的
な
注
文
、
と
い
う
よ
り
、
心
配
で
あ
る

そ
の
言
に
あ
っ
た
。
問
題
点
の
第
七
と
し
た
い
。

和
殿
は
万
事
に
神
々
し
く
て
、
知
仁
勇
の
三
徳
あ
れ
ば
、
縦た
と

い
利
を
も

て
誘い
ざ
な
わ引

る
ゝ
と
も
、
義
に
背
く
惑
い
な
か
る
べ
く
…
…
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の
讒
言
の
話
が
展
開
さ
れ
、
ま
た
餅
売
り
紀
二
六
の
語
る
太
平
記
の
、
備
中

「
児
嶋
高
徳
」
の
弧
忠
の
話
や
、
紀
二
六
の
活
動
な
ど
が
紹
介
さ
れ
る
。

　

第
百
三
十
九
回
、
代
四
郎
は
つ
い
に
紀
二
六
と
町
中
で
出
会
い
、
互
い
に

事
情
を
解
き
示
し
あ
う
。
親
兵
衛
は
、
武
芸
御
覧
の
前
に
政
元
自
ら
試
検
す

べ
し
と
、
政
元
邸
に
て
白
打
槍
棒
・
撃
剣
・
鎗
・
弓
・
火
銃
・
棒
の
六
芸
の

名
人
と
闘
う
こ
と
が
決
ま
り
、「
京
の
五
人
」
と
徳
用
を
含
め
た
六
人
と
対

面
す
る
。
そ
の
場
で
も
、
親
兵
衛
の
態
度
は
変
わ
ら
な
い
。

左と

て
も
右か
く

て
も
勇
士
達
に
、
及
ぶ
べ
く
は
候
は
ね
ど
も
、
然
れ
ば
と
て

武
士
た
る
者
が
、
敵あ
い
て手

を
怕お
そ

れ
て
今
更
に
、
云か
に

云か
く

と
辞い
ろ

い
稟も
う

さ
ば
…
…

そ
し
て
、
最
初
の
撃
剣
に
快
勝
、
続
く
白
打
槍
棒
に
不
戦
勝
。

　

第
百
四
十
回
。
続
い
て
騎
馬
槍
棒
と
緊
急
附
け
た
り
で
登
場
し
た
飛つ
ぶ
て礫
の

二
名
に
快
勝
。
騎
射
騎
銃
に
て
も
親
兵
衛
は
秋
篠
ら
二
人
に
美
し
く
勝
つ
。

以
前
と
違
っ
て
、
闘
い
毎
に
、
闘
い
の
最
中
、
大
言
し
た
り
壮
語
し
た
り
す

る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
こ
を
第
九
の
問
題
点
に
し
た
い
。
考
察
と
し
て
は
、
馬
琴
は
筆
を
抑
制

し
て
い
る
、
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
大
言
壮
語
さ
せ
た
ら
、
か
つ

て
の
高
慢
な
像
に
戻
っ
て
し
ま
う
。「
転
回
・
大
改
心
」を
経
て「
美
し
い
性
」

に
転
位
し
た
「
仁
の
人
」
は
、
須
く
抑
制
的
で
あ
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

さ
て
、
六
芸
六
人
に
快
勝
し
た
親
兵
衛
に
、
悪
僧
徳
用
が
騎
馬
槍
棒
に
て

挑
む
を
軽
く
ひ
ね
り
、
計
七
人
に
勝
つ
。
そ
れ
を
絶
賛
す
る
政
元
に
、
親
兵

衛
は
、勝

負
は
各
時
運
あ
り
、
小や
つ
が
れ臣
聊
か
做な

す
事
あ
り
し
も
、
亦
是
一
時
の
幸

傍
線
部
①
こ
そ
、
本
稿
「
序
」
に
示
し
た
、
強
い
自
省
と
後
悔
の
末
に
訪
れ

た
深
い
思
索
に
お
い
て
、
初
め
て
義
兄
弟
七
犬
の
身
の
上
を
、
他
者
の
人
生

を
想
像
し
、共
感
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
親
兵
衛
の
、〈
真
の
成
長
〉
の
継
続
、

成
長
が
本
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

　

ま
た
こ
こ
で
、こ
れ
ま
で
も
今
後
も
何
度
も
言
及
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
「
姫

神
の
冥
助
」
や
、
こ
れ
に
類
す
る
「
姫
神
の
神
謨
り
」
と
い
っ
た
言
辞
に
も

注
目
し
て
お
き
た
い
。
第
三
部
、
京
師
行
が
始
ま
っ
て
、
あ
ま
り
表
示
さ
れ

な
く
な
っ
た
「
姫
神
」
が
「
京
師
の
話
説
」
の
進
行
に
従
っ
て
、
何
よ
り
京

師
か
ら
の
脱
出
が
近
づ
く
に
連
れ
、
次
第
に
「
伏
姫
神
女
」「
姫
神
」
が
多

出
す
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
簡
単
に
言
う
と
、
地
方
性
を
有

し
た
姫
神
の
中
央
神
・
皇
室
神
へ
の
遠
慮
、
中
央
を
脱
し
己
の
神
域
に
近
づ

く
に
連
れ
て
の
神
力
回
復
等
を
示
す
と
考
え
て
い
る
。

Ⅴ
、
僅
か
に
描
か
れ
る
〈
親
兵
衛
第
一
の
活
躍
〉

　

こ
の
の
ち
代
四
郎
、
紀
二
六
と
の
打
ち
合
わ
せ
が
続
き
、
第
百
三
十
七
回

に
入
っ
て
、
餅
売
り
兼
太
平
記
読
み
に
扮
し
た
紀
二
六
の
活
躍
と
、〈
結
城

法
要
〉
の
場
で
八
犬
に
徹
底
し
て
懲
ら
し
め
ら
れ
た
悪
僧
徳
用
、
実
は
管
領

細
川
政
元
の
家
宰
香
西
復
六
の
実
子
に
し
て
政
元
の
乳
母
子
で
、
現
在
細
川

邸
の
奥
深
く
に
隠
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
徳
用
の
悪
少
年
時
代
の
挿

話
が
展
開
さ
れ
る
。

　

第
百
三
十
八
回
に
入
っ
て
も
、
徳
用
と
そ
の
弟
子
堅
削
に
よ
る
親
兵
衛
へ
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に
謙
譲
す
る
親
兵
衛
が
描
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
面
が
時
折
出
て
く

る
限
り
、親
兵
衛
の
主
役
は
変
わ
ら
な
い
。
あ
ま
り
活
躍
し
て
い
な
く
と
も
、

時
折
中
央
権
力
や
仲
間
に
よ
っ
て
称
賛
さ
れ
る
、謙
譲
す
る
。
違
和
感
を
伴
っ

て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
読
者
の
印
象
に
は
残
る
。
何
よ
り
、
謙
譲
す
る
親

兵
衛
に
こ
そ
、
読
者
は
望
む
理
想
像
、「
仁
と
知
」
の
望
ま
し
い
理
想
の
少

年
英
雄
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
馬
琴
は
筆
を
抑
え
る
。
も
は
や
、〈
親

兵
衛
第
一
物
語
〉
の
頃
の
よ
う
に
、
遮
二
無
二
活
躍
、「
一
人
舞
台
」
の
独

壇
場
ば
か
り
用
意
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
。「
美
し
い
性さ
が

」
の
少
年
英
雄

を
描
く
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

竹
林
夫
婦
の
物
語
は
、「
名
画
の
奇
瑞
」
と
い
う
伝
奇
譚
の
み
な
ら
ず
、

人
間
の
「
性
・
さ
が
」
に
関
す
る
た
い
へ
ん
面
白
い
話
だ
が
、
本
稿
で
は
そ

の
話
柄
や
核
心
に
は
触
れ
な
い
。

　

本
稿
で
扱
う
対
象
は
以
上
で
あ
る
。

　

今
、
後
続
部
に
つ
い
て
簡
略
に
触
れ
て
お
け
ば
、
続
く
第
百
四
十
四
回
に

至
っ
て
竹
林
夫
婦
ら
は
消
え
、
虎
精
退
治
を
巡
っ
て
醜
い
人
間
た
ち
の
右
往

左
往
し
て
亡
ん
で
ゆ
く
様
が
描
か
れ
る
。
と
同
時
に
、
漸
く
親
兵
衛
登
場
と

な
る
。
た
だ
し
、
分
量
的
に
は
僅
か
な
も
の
で
あ
る
。
虎
の
大
被
害
の
責 

任
を
上
下
か
ら
一
身
に
浴
び
せ
ら
れ
、
追
い
込
ま
れ
た
政
元
は
、
虎
退
治
の

最
後
の
手
段
と
し
て
、
つ
い
に
親
兵
衛
に
命
ず
る
が
、
親
兵
衛
は
〈
帰
東
と

引
き
換
え
な
ら
ば
〉
と
条
件
を
つ
け
、
四
つ
の
新
関
所
の
自
筆
の
手
形
を
も

ら
う
。
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
間
に
、
怖
じ
恐
れ
、
逃
亡
し
た
大
量
の
兵

い
の
み
。
何
等
の
功
候
は
む
。

と
、
普
通
に
謙
遜
の
態
度
で
、
落
ち
着
い
て
応
ず
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
親

兵
衛
の
活
躍
が
京
の
内
外
に
流
れ
、英
名
が
伝
わ
り
、疫
病
除
け
の
札
に
「
犬

江
親
兵
衛
宿
」
と
書
か
れ
る
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
後
、
政
元
と
の
対
話
が

続
く
。
そ
の
中
で
、
里
見
父
子
や
結
城
侯
の
忠
信
賢
良
を
訴
え
れ
ば
、
政
元

は
徳
用
に
聞
く
と
こ
ろ
と
全
く
違
う
と
駭
嘆
し
、
た
だ
ち
に
間
諜
を
結
城
へ

派
遣
し
、
真
相
を
秘
か
に
探
ら
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

政
元
、
親
兵
衛
の
た
め
な
ら
ば
男
色
に
踏
み
切
っ
て
も
よ
い
、
艶
簡
を
や

ろ
う
か
、
直
に
口
説
こ
う
か
と
情
欲
盛
ん
な
れ
ど
果
た
さ
ず
、
漸
く
色
道
面

で
は
諦
め
た
も
の
の
、
忠
義
賢
良
英
傑
の
親
兵
衛
を
惜
し
ん
で
決
し
て
手
放

そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

　

続
く
第
百
四
十
一
回
か
ら
、〈
竹
林
巽
夫
婦
、
名
画
虎
精
物
語
〉
と
で
も

い
う
べ
き
話
説
が
始
ま
り
、
第
百
四
十
三
回
ま
で
続
く
の
だ
が
、
こ
こ
に

は
親
兵
衛
は
ほ
と
ん
ど
全
く
出
て
こ
な
い
。
こ
の
点
を
第
十
の
問
題
点
と
す

る
。
親
兵
衛
の
武
芸
七
試
合
は
、
第
百
三
十
九
回
後
半
か
ら
百
四
十
回
前
半

に
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
親
兵
衛
の
活
躍
、
主
役
的
活
躍
・
独
壇
場
は
、
こ

こ
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
〈
親
兵
衛
第
三
物
語
、
前
半
〉、
即
ち
「
親
兵

衛
の
京
師
物
語
」
を
見
て
き
た
が
、
親
兵
衛
の
活
躍
は
、
分
量
的
に
も
趣
向

的
な
面
白
さ
に
お
い
て
も
僅
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
大
局
的
に
は
、
そ
れ
で
も
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
何
故

な
ら
、こ
の
「
親
兵
衛
の
京
師
物
語
」
に
も
、物
語
性
に
は
寄
与
し
な
い
が
、

何
度
か
管
領
政
元
が
親
兵
衛
を
称
え
る
場
面
が
用
意
さ
れ
、
そ
の
度
び
ご
と
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第
二
、
自
ら
の
過
ち
を
認
識
し
、
改
め
る
親
兵
衛
は
君
子
。

第
四
、
下
層
の
人
夫
相
手
に
自
ら
の
非
を
認
め
た
。

第
五
、過
ち
を
改
め
た
親
兵
衛
を
『
論
語
』
三
例
を
引
い
て
七
犬
が
称
え
る
。

第
七
、
親
兵
衛
は
「
知
仁
勇
の
三
徳
」
と
儒
学
的
に
最
高
の
称
揚
で
、
聖
賢

並
み
の
里
見
と
同
じ
。

第
八
、
義
兄
弟
七
犬
の
人
生
を
想
像
し
共
感
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
成
長
が

本
物
で
あ
っ
た
こ
と
。

第
九
、「
仁
と
知
」
の
理
想
の
少
年
に
な
っ
た
上
は
、
も
は
や
大
言
壮
語
し

な
い
。

第
十
、
謙
譲
す
る
理
想
の
少
年
英
雄
は
活
躍
場
面
も
多
い
必
要
は
な
く
、
筆

は
抑
制
的
で
、
そ
も
そ
も
登
場
場
面
が
僅
か
で
あ
る
。

　

以
上
の
八
点
で
あ
る
。
ま
と
め
る
と
、
高
慢
と
独
善
の
以
前
の
像
を
一
新

し
、「
転
回
・
大
改
心
」
し
た
親
兵
衛
の
成
長
と
そ
の
継
続
は
本
物
で
あ
る

こ
と
、
彼
は
儒
学
的
に
「
君
子
」
で
あ
り
、「
知
仁
勇
の
三
徳
」
を
備
え
た

聖
賢
並
み
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
転
回
・
大
改
心
」
は
京
師
に
入
る
前

に
済
ま
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
「
通
過
儀
礼
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、

こ
う
い
っ
た
大
き
く
三
点
に
な
ろ
う
か
。

　

他
に
特
徴
と
し
て
は
、
こ
の
大
き
な
三
点
に
重
な
る
こ
と
も
含
め
て
順
に

挙
げ
て
ゆ
く
と
、
第
一
番
目
に
〈
自
ら
の
非
を
認
識
し
て
、
過
ち
を
飾
っ
て

ご
ま
か
そ
う
と
し
な
い
「
老ま

め実
心
」
即
ち
〈
真
実
な
心
〉〉
に
至
っ
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。〈
七
犬
は
皆
自
分
に
は
及
ば
な
い
、
自
分
こ
そ
が
一
番

だ
〉、
に
象
徴
さ
れ
る
傲
り
昂
ぶ
り
の
像
か
ら
、
や
っ
と
ま
と
も
な
像
に
な
っ

卒
に
よ
っ
て
、「
京
の
五
虎
」
や
弟
子
ら
（
秋
篠
を
除
く
）
は
撃
ち
殺
さ
れ 

る
。
親
兵
衛
が
活
躍
せ
ず
と
も
、
道
義
を
踏
み
に
じ
る
悪
は
、
醜
悪
滑
稽
さ

を
示
し
つ
つ
自
ら
亡
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
即
ち
、〈
親
兵
衛
第
三
物
語
、

後
半
〉
た
る
「
親
兵
衛
の
虎
退
治
、
京
師
脱
出
行
」
の
始
ま
る
こ
の
第

百
四
十
四
回
か
ら
、
竹
林
夫
婦
に
代
わ
っ
て
、
京
師
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
た

ち
の
醜
さ
を
め
ぐ
る
面
白
い
話
が
始
ま
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
後
考
に
譲
る
。

　

以
上
、「
京
師
の
話
説
」
の
多
く
と
〈
親
兵
衛
第
三
物
語
、
前
半
、「
親
兵

衛
の
京
師
物
語
」〉
を
逐
条
的
に
追
っ
て
、
親
兵
衛
の
言
動
、
内
部
世
界
を

検
証
し
て
き
た
。
特
に
、
十
個
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
考
察
し
て
き
た
。
そ

の
内
二
個
の
問
題
点
は
、「
伏
姫
女
神
の
地
方
神
性
」
と
「
馬
琴
の
足
利
義

政
批
判
」
で
あ
る
が
、
残
る
八
個
の
問
題
点
は
、
い
ず
れ
も
親
兵
衛
に
関
わ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
結
果
、
そ
の
ど
こ
に
も
、
も
は
や
親
兵
衛
の
傲
慢
、
己

惚
れ
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
上
を
承
け
て
、
次
節
で
ま
と
め
て

み
る
こ
と
に
し
た
い
。
い
く
つ
か
の
特
徴
と
、
四
つ
に
絞
っ
た
注
目
点
を
挙

げ
、
馬
琴
の
構
想
等
を
考
察
し
て
み
た
い
。

Ⅵ
、
ま
と
め
、
特
徴
と
注
目
点

　

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
指
摘
・
考
察
し
て
き
た
親
兵
衛
に
関
す
る
八
個
の
問
題

点
を
記
す
。

第
一
、「
転
回
・
大
改
心
」
は
、
京
師
に
向
か
う
前
に
浄
化
を
済
ま
せ
て
お

か
ね
ば
な
ら
ぬ
「
通
過
儀
礼
」。
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後
の
本
心
を
語
る
場
面
、
Ⅲ
節
で
は
原
文
引
用
し
た
も
の
を
こ
こ
で
訳
し
て

み
よ
う
。

　
〈
考
え
て
み
る
と
、
我
が
義
兄
弟
の
七
犬
士
は
、
各
々
皆
窮
阨
の
人
生
で

あ
っ
た
が
、
よ
う
や
く
安
心
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
最
近
ま
で
の
、
そ
の
艱

難
辛
苦
は
、
伝
え
聞
く
さ
え
身
の
毛
立
つ
ほ
ど
恐
ろ
し
い
と
い
う
の
に
、
自

分
の
場
合
な
ぞ
は
、
こ
の
間
妙
椿
の
妖
術
の
た
め
に
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
し

ま
い
、
他
郷
へ
出
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
そ
れ
も
、
き
わ
め
て
僅
か

の
間
の
こ
と
で
、
主
君
の
御
疑
い
も
早
解
け
て
、
か
え
っ
て
功
名
二
つ
と
も

に
七
人
を
抜
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
心
が
傲
り
自
惚
れ
な

い
よ
う
に
と
、
今
こ
う
し
て
帰
路
に
難
事
を
作
っ
て
、
ま
た
窮
阨
に
遇
わ
せ

な
さ
る
の
か
。
こ
れ
も
姫
神
の
御
配
慮
で
、
こ
の
間
の
苛
子
崎
の
水
難
に
匹

敵
す
る
こ
と
で
、
私
の
為
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
〉、
と
。

　

や
は
り
、
あ
の
大
〈
改
心
〉
時
の
思
索
、
自
省
・
後
悔
・
認
識
、
相
対
化

は
継
続
し
て
い
る
、
あ
の
改
心
は
本
物
で
あ
っ
た
の
だ
。
次
い
で
、
京
の
五

虎
ら
七
人
に
快
勝
し
、
政
元
侯
の
絶
賛
に
も
、
大
言
壮
語
す
る
こ
と
な
く
、

自
然
な
謙
辞
で
落
ち
着
い
て
応
じ
た
。
第
百
四
十
四
回
以
降
の
後
半
に
入
っ

て
も
、
虎
狩
り
に
出
発
す
る
際
の
言
な
ど
も
、
素
直
で
謙
虚
な
態
度
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
徳
用
・
堅
削
の
雪
吹
姫
誘
拐
が
起
こ
り
、
紀
二
六
・
代
四
郎
ら

は
親
兵
衛
の
虎
退
治
に
随
伴
し
よ
う
と
、
入
山
・
山
越
え
せ
ん
と
計
る
。〈
親

兵
衛
第
三
物
語
、
後
半
、「
京
師
脱
出
行
」〉
と
で
も
い
う
べ
き
話
説
が
始
ま

る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
前
半
第
百
四
十
三
回
ま
で
に
と
ど
め
る
こ
と

に
す
る
。

た
の
だ
と
い
え
よ
う
。《
少
年
の
成
長
》
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
馬
琴
の
大

構
想
の
一
つ
、
八
犬
伝
に
彩
っ
た
〈
世
界
観
〉
の
大
切
な
一
つ
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

　

誰
で
も
過
つ
。
だ
が
、
己
の
過
ち
を
認
識
し
、
う
け
と
め
、
改
め
る
こ
と

が
大
事
だ
と
い
う
、
論
語
以
来
の
真
理
に
つ
い
て
、
先
に
見
た
通
り
、
地
の

文
で
馬
琴
も
、台
詞
で
七
犬
も
繰
り
返
し
そ
れ
を
語
る
。
派
手
な
登
場
以
来
、

理
想
的
な
英
雄
、
天
才
少
年
と
思
わ
れ
て
き
た
が
、
大
言
壮
語
・
高
慢
自
尊

か
ら
致
命
的
な
敗
北
と
失
敗
へ
。
そ
し
て
、
後
悔
・
自
省
・
認
識
・
転
回
・

大
改
心
へ
。
し
っ
か
り
と
軌
跡
を
描
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
が
馬
琴

の
作
為
で
あ
っ
た
、
親
兵
衛
の
成
長
、〈
少
年
の
成
長
〉
を
語
る
た
め
の
。

　

次
い
で
、
人
に
称
揚
、
絶
賛
さ
れ
て
も
、
傲
り
自
惚
れ
る
こ
と
な
く
謙
遜

し
、
冷
静
に
事
実
を
述
べ
る
、
と
い
う
、
誰
し
も
が
誉
め
ら
れ
た
と
き
に
普

通
に
示
す
で
あ
ろ
う
、
ま
た
大
人
と
し
て
普
通
に
示
し
た
い
態
度
を
と
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
態
度
が
「
大
改
心
」
以
降
、〈
親
兵
衛

第
三
物
語
〉
前
半
の
全
体
に
わ
た
っ
て
常
に
見
ら
れ
る
姿
で
あ
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
馬
琴
が
常
に
意
識
し
て
親
兵
衛
の
謙
譲
の
態
度
を
描

写
し
て
い
た
こ
と
、こ
れ
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

相
手
が
た
と
え
中
央
権
力
を
象
徴
す
る
者
、
管
領
細
川
政
元
で
あ
っ
て
も
変

わ
ら
な
い
。
か
え
っ
て
相
手
の
過
褒
を
た
し
な
め
る
如
く
、
あ
く
ま
で
冷
静

に
謙
譲
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
親
兵
衛
が
一
人
京
に
留
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
厄
難
が
明

ら
か
に
な
っ
た
後
の
会
話
に
お
い
て
、
親
兵
衛
が
〈
相
対
化
〉
を
認
識
し
た
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と
言
っ
て
寄
こ
し
た
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
宇
宙
に
敵
な
し
と
自

惚
れ
て
い
た
と
ん
で
も
な
い
子
供
じ
み
て
傲
慢
な
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ

れ
を
認
識
し
自
省
・
後
悔
し
た
こ
と
が
親
兵
衛
に
と
っ
て
切
実
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
こ
こ
ま
で
縷
々
触
れ
て
き
た
。
だ
が
、
七
犬
に
と
っ
て
も
実
は
切
実

で
あ
っ
た
ろ
う
。
八
犬
士
の
頭
領
で
天
才
少
年
だ
が
、
世
間
知
ら
ず
で
己
惚

れ
屋
。
誰
し
も
扱
い
に
困
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
も
犬
士
の
母
に
あ
た
る

伏
姫
女
神
が
自
ら
助
け
、
自
ら
の
神
域
奥
所
に
引
き
取
っ
て
直
接
女
た
ち
に

育
て
さ
せ
た
、他
の
七
犬
と
は
違
う
特
別
の
犬
士
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、「
仁
」

の
玉
を
持
っ
て
い
た
。
か
つ
て
拙
稿
（
注
12
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
論
語
に

お
い
て
決
し
て
一
つ
の
意
味
に
断
定
、
限
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
不
思
議

で
大
き
く
て
深
淵
を
秘
め
た
「
仁
」、
儒
教
徳
目
の
筆
頭
と
さ
れ
た
「
仁
」

の
主
で
あ
っ
た
。

　

親
兵
衛
が
自
分
た
ち
の
筆
頭
で
、
特
別
な
存
在
だ
と
は
、
七
犬
誰
も
が
認

め
て
い
た
。
大
角
が
、「
犬
江
が
賢
才
、千
万
人
に
、捷す
ぐ

れ
た
る
」と「
只ひ
た
す
ら顧
に
、

称
讃
す
」
る
よ
う
に
。
だ
が
、つ
い
に
親
兵
衛
も
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、

自
ら
己
の
限
界
や
無
力
を
知
っ
て
挫
折
し
、
自
ら
反
省
し
、
自
ら
後
悔
に
苦

し
ん
で
い
る
の
だ
。
親
兵
衛
に
も
人
並
み
に
《
相
対
化
》
が
訪
れ
た
の
だ
。

人
生
の
先
輩
と
し
て
、
同
じ
苦
し
み
に
悶
え
る
親
兵
衛
に
、
七
犬
は
、
初
め

て
共
感
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
い
に
八
犬
士
は
、
一
体
と
な
っ
た
の
だ
。

　

三
番
目
の
注
目
点
は
、「
後
半
」
冒
頭
第
百
四
十
四
回
に
つ
い
て
、「
虎
精

退
治
を
め
ぐ
っ
て
醜
い
人
間
た
ち
の
右
往
左
往
し
て
亡
ん
で
ゆ
く
様
が
描
か

　

次
に
、
注
目
点
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
一
番
目
は
、
伏
姫
神
女
に
つ
い
て
で

あ
る
。
関
東
、
安
房
国
、
里
見
家
の
守
護
神
と
い
う
限
定
的
な
〈
地
方
神
〉

で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
第
二
部
に
お
け
る
全
能
性
は
、
や
は
り
己
が
神
域
に

あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
第
三
部
に
入
る
や
、
地
位
が
相

対
的
に
著
し
く
下
が
っ
た
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
称
讃
さ
れ
た
親
兵
衛

が
、
謙
譲
・
謙
遜
の
態
度
を
と
る
た
び
に
、「
姫
神
の
助
け
の
お
か
げ
で
す
」

と
、
念
仏
の
よ
う
に
答
え
る
の
に
読
者
は
慣
ら
さ
れ
た
ろ
う
が
、
い
ず
れ
も

た
だ
短
く
口
に
す
る
だ
け
で
、
ず
い
ぶ
ん
と
お
ざ
な
り
で
あ
る
。
あ
し
ら
い

の
如
く
。
そ
れ
が
、
関
所
破
り
の
へ
ん
か
ら
、
少
し
く
詳
細
に
記
さ
れ
る
こ

と
も
起
こ
っ
て
く
る
。
即
ち
、
己
が
神
域
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
神
力
も
上

が
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
る
と
、
帰
路
や
帰
国
後
、
再
び
大
き
な

神
力
を
読
者
に
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
京
師
に
お
け
る
振
る
舞
い
の
お
と
な

し
さ
は
、地
方
神
の
中
央
神
に
対
す
る〈
遠
慮
〉で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

二
番
目
の
注
目
点
は
、
第
百
三
十
五
回
（
こ
の
前
半
の
み
舞
台
が
一
時
的

に
関
東
に
戻
る
）、
海
賊
と
の
闘
い
の
こ
と
や
代
四
郎
の
活
躍
を
本
国
、
七

犬
士
に
知
ら
せ
ん
と
、
紀
二
六
が
遣
い
と
な
っ
て
関
東
に
戻
り
、
安
房
に
親

兵
衛
の
手
紙
を
届
け
た
時
の
、
七
犬
の
反
応
の
中
の
現
八
の
話
に
あ
っ
た
。

こ
こ
も
訳
し
て
再
度
紹
介
す
る
。

日
頃
は
武
芸
勇
力
を
自
負
し
て
、「
宇
宙
」（
天
の
下
〉
に
「
敵
な
し
と
の

み
思
い
誇
り
し
、
愆
（
あ
や
ま
ち
）
を
今
こ
そ
知
り
ぬ
」。
こ
の
間
、
船

旅
に
出
発
す
る
際
の
、「
犬
田
犬
川
の
教
諭
格
言
、
身
に
染
み
肝
に
銘
ず
」
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手
派
手
し
く
は
な
い
が
巧
妙
に
リ
ア
ル
に
描
き
と
ら
れ
た
面
白
い
【
人
の
世

の
物
語
】
で
あ
っ
た
。

　

必
然
的
に
親
兵
衛
の
登
場
も
活
躍
も
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で

親
兵
衛
と
紀
二
六
・
代
四
郎
が
、
そ
し
て
「
後
半
」
に
な
る
と
里
見
の
名
も

無
き
下
卒
ら
が
見
事
に
成
長
す
る
と
い
う
、
立
派
な
人
間
物
語
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
続
け
、
親
兵
衛
の
一
人
目
立
つ
超
人

的
物
語
の
如
く
言
わ
れ
続
け
て
き
た
「
京
師
の
話
説
」
が
、
実
は
「
さ
ま
ざ

ま
な
人
間
の
蠢
く
都
」で「
少
年
と
老
人
や
無
名
の
下
卒
」ら
が
活
躍
す
る【
成

長
の
物
語
】
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
時
、
馬
琴
の
真
の
構
想
と
、
懐
の
深

さ
に
、
わ
れ
ら
は
心
動
か
さ
れ
る
の
だ
、
そ
う
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
中
公
新
書
。
そ
の
後
、
大
幅
に
加
筆
増
補
さ
れ
た
の
が
『
完
本　

八

犬
伝
の
世
界
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
17
）
で
あ
る
。

（
２
）
岩
波
文
庫
。

（
３
）
拙
稿
「
八
犬
伝
、
親
兵
衛
論
序
説
」（『
横
山
邦
治
先
生
叙
勲
な
ら
び

に
喜
寿
記
念
論
文
集　

日
本
の
こ
と
ば
と
文
化
』（
溪
水
社
、
平
21
）。

（
４
）
同
「
八
犬
伝
、〈
親
兵
衛
第
一
物
語
〉
に
お
け
る
〈
成
長
〉
に
つ
い
て
」

（『
就
実
論
叢
』
39
号
、
平
22
・
２
）。

（
５
）
同
「
八
犬
伝
〈
親
兵
衛
第
二
物
語
〉
へ
、水
滸
・
楊
志
像
と
親
兵
衛
像
」

（『
近
世
文
芸　

研
究
と
評
論
』
78
号
、
平
22
・
６
）。

（
６
）
同
「
八
犬
伝
親
兵
衛
、〈
真
の
挫
折
・
真
の
成
長
〉」（『
近
世
文
芸　

れ
る
」、
と
記
し
た
点
、
こ
れ
は
後
考
で
論
ず
る
が
、
こ
れ
に
関
係
す
る
。「
京

の
五
虎
」
や
弟
子
た
ち
は
、
秋
篠
他
を
除
い
て
、
逃
亡
し
た
多
数
の
卑
怯
な

兵
卒
た
ち
に
よ
っ
て
撃
ち
殺
さ
れ
る
の
だ
が
、「
親
兵
衛
が
活
躍
せ
ず
と
も
、

道
義
を
踏
み
に
じ
る
悪
は
、
醜
悪
滑
稽
さ
を
示
し
つ
つ
、
自
ら
亡
ん
で
ゆ
く

の
で
あ
る
」
と
も
述
べ
た
。
こ
れ
は
、「
京
師
の
話
説
」、〈
親
兵
衛
第
三
物
語
〉

に
お
け
る
親
兵
衛
の
登
場
、
活
躍
、
言
動
、
内
面
吐
露
、
い
ず
れ
も
き
わ
め

て
少
な
い
こ
と
に
関
連
し
て
い
よ
う
か
。
再
び
こ
の
点
に
注
目
す
る
。

　

馬
琴
は
、
も
は
や
親
兵
衛
を
遮
二
無
二
活
躍
さ
せ
は
し
な
い
。
認
識
、
自

省
・
後
悔
、
大
改
心
し
、
相
対
化
を
果
た
し
、
真
の
成
長
を
と
げ
た
親
兵
衛

に
相
応
し
い
物
語
構
成
・
展
開
を
進
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
親
兵
衛
が
主
役

で
あ
る
は
明
白
な
の
だ
が
、
登
場
場
面
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
活
躍
は
抑
え

て
描
か
れ
る
。
そ
の
分
だ
け
、か
え
っ
て
脇
役
た
ち
の
興
亡
、右
往
左
往
が
、

き
わ
め
て
て
い
ね
い
に
細
か
に
描
写
さ
れ
、
馬
琴
ら
し
く
、
脇
役
と
い
え
ど

も
最
後
ま
で
見
届
け
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、四
番
目
の
注
目
点
が
浮
上
す
る
。
関
東
か
ら
勇
躍
、

京
師
に
乗
り
込
む
と
い
う
、
読
者
も
、
お
そ
ら
く
作
者
も
皆
、「
親
兵
衛
の

物
語
」
と
思
い
、そ
れ
ゆ
え
に
犬
士
親
兵
衛
初
登
場
時
、〈
親
兵
衛
第
一
物
語
〉

の
頃
の
よ
う
に
、
超
人
的
に
、
か
つ
独
壇
場
の
如
き
場
面
が
続
く
と
思
い
込

ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
違
っ
た
。
根
本
的
に
異
な
っ
た
物
語
で
あ
っ

た
。
中
央
の
真
の
権
力
た
ち
、
そ
の
家
臣
・
走
狗
た
る
「
京
の
五
虎
」
た
ち
、

奴
僕
の
如
き
多
数
の
兵
卒
た
ち
、
元
高
位
の
僧
た
ち
、
一
対
の
愚
か
で
哀
れ

な
夫
婦
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
が
蠢
き
、
さ
ま
ざ
ま
に
生
き
、
亡
び
す
る
、
派
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研
究
と
評
論
』
79
号
、
平
22
・
11
）。

（
７
）
同
「
南
総
里
見
八
犬
伝
、親
兵
衛
と
「
性
の
美
」」（『
就
実
表
現
文
化
』

６
号
、
平
23
・
12
）。

（
８
）
同
「
八
犬
伝
と
孝
経
・
論
語
と
史
記
」（
高
田
衛
編
『
復
興
す
る
八

犬
伝
』、
勉
誠
出
版
、
平
20
）。

（
９
）
本
稿
を
な
す
際
に
拠
っ
た
種
々
の
漢
籍
叢
書
の
う
ち
、
本
稿
で
は
引

用
書
き
下
し
に
際
し
て
は
、
明
治
書
院
の
『
新
釈
漢
文
大
系
』
を
基
本
的
に

用
い
る
こ
と
に
し
た
が
、
一
部
私
に
手
直
し
し
た
。
解
釈
・
訳
は
、『
新
釈
』

の
み
な
ら
ず
、
種
々
の
も
の
を
参
考
に
、
私
に
釈
し
た
。

（
10
）『
就
実
表
現
文
化
』
８
号
（
平
26
・
２
）
に
掲
載
予
定
の
「
八
犬
伝
の

世
界
観
、 「
知
論
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―
儒
学
的
理
念
［
仁
知
兼
備
］
と
［
誠
］
―
」

に
お
い
て
、 「
京
師
の
話
説
」
末
部
の
長
々
と
し
た
［
一
休
、 
足
利
義
政
批
判
］

に
つ
い
て
論
じ
た
。

（
11
）
拙
稿
「
八
犬
伝
の
根
底
世
界
」（『
就
実
論
叢
』
36
号
、
平
19
・
２
）。

（
12
）
注
（
３
）
に
同
じ
。

※
テ
キ
ス
ト
本
文
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
別
巻
（
浜
田
啓
介
氏
校
訂
）

に
拠
っ
た
が
、
適
宜
振
り
仮
名
・
送
り
仮
名
を
加
え
、
現
行
仮
名
遣
い
に

改
め
た
。


