
　

秋
成
の
怪
異
に
対
す
る
意
識
や
理
解
を
論
じ
る
と
き
、
決
ま
っ
て
引
用
さ
れ
る
、『
胆
大
小
心
録
』
の
一
節
で
あ
る
。

儒
者
と
云
人
も
、
又
一
僻
に
な
り
て
、
妖
怪
は
な
き
事
也
、
と
て
翁
か
幽
霊
物
か
た
り
し
た
を
、
終
り
て
後
に
恥
か
し
め
ら
れ
し

也
。
狐
つ
き
も
癇
性
か
さ
ま
〳
〵
に
問
答
し
て
、
お
れ
は
と
こ
の
狐
し
や
、
と
い
ふ
の
し
や
、
人
に
つ
く
事
か
あ
ら
ふ
も
の
か
、

と
い
は
れ
た
り
。
是
は
道
に
泥
み
て
、
心
得
た
か
ひ
也
。
狐
も
狸
も
人
に
つ
く
事
、
見
る
〳
〵
多
し
。
又
き
つ
ね
て
も
何
て
も
、

人
に
ま
さ
る
は
渠
か
天
禀
也
。
さ
て
、
善
悪
邪
正
な
き
か
性
也
。
我
に
よ
き
は
守
り
、
我
に
あ
し
き
は
祟
る
也
。
狼
さ
へ
よ
く
報

ひ
せ
し
事
、
日
本
紀
欽
明
の
巻
の
始
に
し
る
さ
れ
た
り
。
神
と
い
ふ
も
同
し
や
う
に
思
は
る
ゝ
也
。
よ
く
信
す
る
者
に
は
幸
ひ
を

あ
た
へ
、
怠
れ
は
た
ゝ
る
所
を
思
へ
。
仏
と
聖
人
は
同
し
か
ら
す
。
人
体
な
れ
は
、
人
情
あ
つ
て
、
あ
し
き
者
も
罪
は
問
さ
る

也
。
此
事
神
代
か
た
り
に
い
ひ
た
れ
は
、
又
い
は
す
。

　

秋
成
が
「
幽
霊
物
か
た
り
」
を
し
、
儒
者
の
中
井
履
軒
か
ら
「
妖
怪
は
な
き
事
也
」「
人
に
つ
く
事
か
あ
ら
ふ
も
の
か
」
等
と
言
わ

れ
て
、「
恥
ず
か
し
め
ら
れ
」
た
こ
と
が
よ
ほ
ど
悔
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
の
文
に
も
、
同
じ
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

履
軒
は
兄
と
ち
か
ふ
て
、
大
器
の
や
う
に
い
ふ
か
、
こ
れ
も
こ
し
ら
へ
物
し
や
。
老
か
幽
霊
は
な
し
を
し
た
ら
、
跡
て
、
そ
な
た
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は
さ
つ
て
も
文
盲
な
わ
ろ
し
や
、
ゆ
う
霊
の
狐
つ
き
し
や
の
と
云
事
は
な
い
事
し
や
、
狐
つ
き
と
い
ふ
は
、
皆
か
ん
症
や
み
し

や
、
と
大
に
恥
し
め
ら
れ
た
。

「
幽
霊
は
な
し
を
し
た
ら
」
履
軒
に
「
文
盲
」
だ
と
貶
め
ら
れ
、「
ゆ
う
霊
の
狐
つ
き
し
や
の
と
云
事
は
な
い
」
狐
つ
き
と
い
う
の
は
全

て
「
癇
性
病
み
」
が
現
れ
た
だ
け
だ
と
否
定
さ
れ
、「
大
に
恥
し
め
ら
れ
た
」
と
前
の
一
節
と
同
じ
様
に
悔
し
が
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
記
載
は
、
秋
成
の
怪
異
信
仰
や
幽
霊
は
な
し
や
狐
つ
き
へ
の
大
い
な
る
興
味
が
わ
か
り
、
さ
ら
に
、
超
自
然
的
な
現
象
に

対
し
て
か
な
り
理
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
で
あ
る
。
か
つ
「
あ
る
程
度
は
、
そ
の
存
在
を
認
め
て
い

た
ふ
し
0

0

が
み
ら
れ（
1 
）る」
と
、
断
定
は
避
け
つ
つ
も
、
踏
み
込
ん
だ
認
識
を
す
る
研
究
者
も
い
る
。

一

　

履
軒
の
反
応
に
注
意
し
て
み
よ
う
。「
幽
霊
は
な
し
」
を
し
た
秋
成
を
、「
文
盲
」
呼
ば
わ
り
し
「
わ
ろ
し
」
と
非
難
し
て
い
る
。
つ

ま
り
秋
成
の
活
動
領
域
で
あ
る
上
方
の
知
識
人
社
会
に
お
い
て
は
、
怪
異
は
「
な
き
事
」
で
あ
り
、
怪
異
話
は
物
事
に
暗
い
、
物
を
弁

別
す
る
智
力
が
な
い
者
が
取
り
上
げ
る
話
題
、
と
い
う
認
識
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
秋
成
が
積
極
的
に
「
幽
霊
は
な
し
」
を
し

よ
う
と
思
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
怪
異
と
い
う
事
象
は
口
に
出
す
事
す
ら
恥
ず
か
し
い
と
い
う
程
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
も
い
え

る
。
秋
成
の
話
し
ぶ
り
が
余
程
真
剣
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
彼
が
そ
の
「
幽
霊
は
な
し
」
を
心
か
ら
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ

た
か
ら
こ
そ
、
履
軒
は
「
大
に
恥
し
め
ら
れ
た
」
と
秋
成
が
地
団
駄
踏
ん
で
悔
し
が
る
ほ
ど
に
、
扱
き
下
ろ
し
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。

　

短
い
記
載
で
は
あ
る
が
、
秋
成
の
そ
の
激
し
い
口
調
と
言
葉
か
ら
、
そ
の
場
の
情
景
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
秋
成
は
幽
霊
や
狐

つ
き
な
ど
の
怪
異
や
異
界
の
存
在
を
認
め
て
お
り
、
そ
し
て
儒
者
の
履
軒
達
に
も
そ
の
存
在
を
認
め
さ
せ
た
い
と
い
う
強
い
思
い
で
話
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を
し
た
、
と
こ
ろ
が
そ
の
話
し
ぶ
り
が
履
軒
に
は
、
疎
ま
し
く
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
の
冷
や
か
し
程
度
の
話
し
ぶ

り
で
あ
れ
ば
、「
兄
と
ち
か
ふ
て
、
大
器
の
や
う
に
い
ふ
」
履
軒
が
「
さ
ま
〳
〵
に
問
答
」
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
秋
成
は
気
持
ち
を
込
め
て
、
真
剣
に
話
を
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
気
持
ち
を
鼻
か
ら
相
手
に
せ
ず
、
根
本
か
ら
否
定
し

た
履
軒
に
、「
恥
し
め
ら
れ
た
」
と
い
う
悔
し
い
思
い
を
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
真
剣
な
思
い
と
は
、
怪
異
や
異
界
と
い
う

存
在
と
そ
の
理
解
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
、
履
軒
達
に
理
解
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

異
界
の
存
在
を
信
じ
、
怪
異
は
幻
想
で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
秋
成
が
執
筆
し
た
か
ら
こ
そ
、『
雨
月
物
語
』
が
怪
異

好
み
、
興
味
本
位
で
書
か
れ
た
作
品
だ
と
は
読
者
に
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
怪
異
を
表
現
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
と
も
思
わ

れ
な
い
。
作
品
の
主
題
は
あ
く
ま
で
も
人
間
性
の
描
写
で
あ
り
、
秋
成
は
気
質
物
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
類
型
と
は
一
線
を
画
し

た
、
人
間
性
の
深
淵
を
捉
え
そ
の
表
現
を
せ
ん
が
た
め
に
怪
異
を
取
り
入
れ
た
。
さ
ら
に
秋
成
の
学
識
と
才
筆
に
裏
打
ち
さ
れ
て
『
雨

月
物
語
』
が
結
実
し
た
と
い
え
る
。
怪
異
の
作
品
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
、「
ご
く
一
部
の
作
品
を
除
け
ば
人
間
の
執
着
…
…
激
し

い
人
間
の
愛
と
苦
し
み
か
ら
く
る
執
念
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
こ
よ
う
。
そ
し
て
、
題
材
に
と
ら
れ
た
怪
異
は
、
こ
れ
ら
の
執
着
、

執
念
を
表
現
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ（
2 
）る。」
と
い
う
の
は
良
く
言
わ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
鷲
山
樹
心
氏
は
『
秋

成
文
学
の
思
想
』
の
な
か
で
、『
雨
月
物
語
』
に
怪
異
を
取
り
入
れ
た
真
意
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

世
の
中
に
は
人
間
の
こ
ざ
か
し
い
知
恵
の
み
で
は
測
り
お
お
せ
ぬ
不
可
知
の
領
域
が
あ
り
、
人
は
こ
の
領
域
と
の
交
渉
を
知
覚
し

得
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
世
間
の
学
士
（
特
に
儒
者
）
の
な
か
に
は
、
狭
隘
な
合
理
主
義
を
も
っ
て
そ
の
領
域
の
存
在
を
単
な
る

幻
覚
と
し
て
あ
た
ま
か
ら
否
定
す
る
者
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
反
証
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
…
（
中
略
）
…
し
ば
し
ば
養
父
母
の
口
か
ら
聞
か
さ
れ
た
自
分
の
性
命
に
対
す
る
神
霊
の
加
護
と
い
う
教
訓
は
、
そ

の
後
も
彼
の
意
識
の
深
層
に
、
人
智
を
超
え
、
理
論
を
超
え
た
不
可
思
議
な
宗
教
経
験
的
事
実
と
し
て
深
く
印
象
さ
れ
た
に
相
違
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な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
情
操
は
、
そ
の
ま
ま
仏
教
の
境
地
に
対
す
る
情
操
に
も
通
行
す
る
。
た
と
え
ば
『
雨
月
物
語
』
の

「
白
峰
」
や
「
青
頭
巾
」
の
よ
う
に
、
怪
異
幻
妖
の
月
乾
坤
の
虚
構
の
な
か
で
、
人
間
の
魂
と
仏
教
の
不
可
思
議
な
か
か
わ
り
が

真
摯
に
追
求
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
秋
成
の
精
神
構
造
の
な
か
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
自
然
の
帰
趨
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ（
3 
）る。

　
『
胆
大
小
心
録
』
は
秋
成
晩
年
の
随
筆
集
で
あ
る
た
め
、『
雨
月
物
語
』
の
執
筆
時
に
は
、
秋
成
は
異
界
や
怪
異
に
対
し
て
「
そ
の
領

域
の
存
在
を
単
な
る
幻
覚
と
し
て
あ
た
ま
か
ら
否
定
す
る
者
」
に
は
「
反
証
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
と
」
す
る
程
の
熱
量
で
、
そ
の
存
在
と

領
域
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
と
は
言
い
切
る
事
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
怪
異
を
書
く
た
め
に
筆
を
執
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
怪
異
は
表
現
の
手
段
と
い
う
媒
介
に
す
ぎ
な
く
、
秋
成
の
筆
は
人
間
性
の
描
写
を
狙
っ
て
、
怪
異
を
作
品
に
積

極
的
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

よ
く
秋
成
の
怪
異
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
、
し
ば
し
ば
秋
成
が
ど
の
様
に
異
界
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
事
が
論
ぜ
ら
れ

る
。
鷲
山
氏
も
「
も
し
、『
雨
月
物
語
』
執
筆
の
こ
ろ
の
秋
成
に
霊
界
の
存
在
を
心
底
か
ら
信
じ
る
心
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
自
身

の
心
に
そ
れ
を
培
養
し
た
の
は
、
彼
自
ら
が
体
験
し
た
数
奇
な
出
生
と
そ
の
生
い
た
ち
の
過
程
を
通
し
て
自
覚
し
た
、
あ
の
目
に
え
ぬ

他
の
力
の
存
在
、
す
な
わ
ち
宿
業
・
宿
命
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
の
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ（
4 
）る」
と
、
彼
の
生
い
立
ち
に
絡
め
て
考

察
を
進
め
て
お
り
、
此
処
を
原
点
と
す
る
説
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
秋
成
が
霊
界
の
存
在
を
如
何
に
し
て
信
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
か
、
と
い
う
の
は
余
り
意
味
の
な
い
議
論
だ
と
、
筆
者
は
思
っ
て
い
る
。

　

秋
成
の
怪
異
世
界
を
述
べ
る
と
き
、
多
く
の
研
究
者
は
霊
界
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
明
か
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
作
者

が
ど
の
よ
う
な
切
っ
掛
け
を
持
っ
て
、
そ
の
入
り
口
に
た
っ
た
と
し
て
も
、
肝
心
な
こ
と
は
向
き
合
い
方
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
秋
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成
が
、
霊
界
や
怪
異
を
ど
の
様
に
捉
え
て
い
る
か
。
彼
の
人
生
観
や
思
想
へ
ど
の
様
に
影
響
し
、
関
わ
り
っ
て
い
る
の
か
。
ど
の
様
な

意
図
を
持
っ
て
作
品
に
取
り
入
れ
た
の
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
緯
と
い
う
の
は
、
作
品
理
解
に
は
必
要
性
に
乏
し
い
と
思
う
の
は
、
筆

者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
人
は
異
界
・
霊
界
を
、
非
科
学
的
と
し
て
そ
の
存
在
自
体
に
否
定
的
な
の
で
、
秋
成
が
霊
界
・
異
界
の
存

在
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
る
で
作
者
の
価
値
、
そ
の
作
品
の
価
値
を
落
と
す
よ
う
に
思
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
、
秋

成
が
霊
界
や
異
界
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
理
由
付
け
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
怪
異
に
説
得
力
を
も
つ
と
思
う
の
だ

ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
秋
成
の
視
点
や
思
考
を
み
る
と
き
、
彼
は
、
怪
異
と
い
う
も
の
が
、
人
間
に
重
要
な
視
点
と
な
る
と
認
識

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
信
仰
」
と
い
う
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
霊
界
は
自
然
界
の
一
部
と
し
て
当
た
り
前
の
存
在
で
あ

る
と
、
考
え
て
い
た
。
太
陽
が
昇
っ
て
朝
が
訪
れ
、
落
ち
る
と
夜
が
訪
れ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
す
ぐ
側
に
あ
る
、
と
言
う
く
ら
い
の

存
在
だ
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
秋
成
は
ど
の
様
な
意
味
・
意
図
を
持
っ
て
、
怪
異
・
異
界
を
『
雨
月
物
語
』
作
品
に
取
り
入
れ
て
い
た
か
、
考
察
を
す

す
め
よ
う
。

二

　
『
雨
月
物
語
』
で
は
、
一
見
様
々
な
怪
異
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
怪
異
の
類
型
は
「
死
霊
」、「
生
霊
」「
異

類
」
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
更
に
『
雨
月
物
語
』
の
全
九
作
品
の
怪
異
表
現
と
そ
の
対
象
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
表
現
内
容

ご
と
に
怪
異
が
選
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
怪
異
表
現
の
分
類
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ら
の
怪
異
が
作
品
に
お
い
て
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
、
考
察
し
て
い
こ

う
。
ま
ず
は
、
最
も
多
い
怪
異
形
態
の
「
死
霊
」
か
ら
み
て
み
る
。
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⑴　

死
霊

　

こ
こ
に
含
ま
れ
る
作
品
は
、「
白
峰
」「
菊
花
の
約
」「
浅
茅
が
宿
」「
仏
法
僧
」「
吉
備
津
の
釜
」
の
五
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
作
品

中
に
、
秋
成
は
こ
の
「
死
霊
」
と
い
う
怪
異
を
通
し
て
、
人
の
「
怨
念
」
や
「
怒
り
」
を
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
怨
念
」
や

「
怒
り
」
は
様
々
で
あ
り
、
作
品
ご
と
に
異
な
る
「
怨
念
」
や
「
怒
り
」
を
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
の
「
怨

念
」
や
「
怒
り
」
が
作
品
ご
と
に
ど
の
様
な
表
情
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

　
「
死
霊
」
作
品
は
、
更
に
二
種
類
の
形
態
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
全
体
が
怪
異
形
態
と
な
っ
て
い
る
作
品
、
つ
ま
り
怪
異
が
作
品

の
主
体
構
成
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
白
峰
」「
仏
法
僧
」
が
こ
れ
に
当
た
る
。

　
「
白
峰
」
は
四
国
讃
岐
の
真
尾
坂
の
林
（
今
の
香
川
県
坂
出
市
玉
越
町
の
水
尾
坂
）
ま
で
き
た
西
行
が
、
こ
の
里
に
近
い
白
峰
に
あ

る
崇
徳
院
の
御
陵
に
、
拝
み
申
し
上
げ
よ
う
と
白
峰
に
登
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
る
。
そ
こ
に
崇
徳
天
皇
の
霊
が
現
れ
、
西
行
と

の
対
話
を
中
心
に
物
語
が
展
開
す
る
。
崇
徳
天
皇
の
死
霊
が
現
れ
て
物
語
が
始
ま
り
、
死
霊
が
消
え
る
と
共
に
物
語
が
終
わ
る
構
成
な

の
で
、
必
然
的
に
物
語
の
ほ
ぼ
全
体
が
怪
異
と
な
る
。
最
も
単
純
で
典
型
的
な
怪
異
形
態
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
謡
曲
「
松
山
天
狗
」
か

ら
構
想
を
得
て
、『
撰
集
抄
』『
保
元
物
語
』『
山
家
集
』
な
ど
が
典
拠
と
な
っ
て
い
る
。

　

崇
徳
院
陵
の
わ
び
し
さ
に
、
人
の
世
の
宿
世
の
は
か
な
さ
が
身
に
し
み
て
、
西
行
は
夜
通
し
で
供
養
を
し
よ
う
と
読
経
を
す
る
。
心

を
込
め
て
。
涙
と
夜
露
で
そ
の
袖
を
濡
ら
し
な
が
ら
、
回
向
を
続
け
る
と
、
喜
ん
だ
崇
徳
院
が
亡
霊
と
な
っ
て
現
れ
る
。
そ
れ
を
見
た

西
行
は
涙
を
流
し
な
が
ら
「
い
か
に
迷
は
せ
給
ふ
や
。
濁
世
を
厭
離
し
給
ひ
つ
る
こ
と
の
う
ら
や
ま
し
く
侍
り
て
こ
そ
。
今
夜
の
法
施

に
随
縁
し
た
て
ま
つ
る
を
、
現
形
し
給
ふ
は
あ
り
が
た
く
も
悲
し
き
御
こ
ゝ
ろ
に
し
侍
り
。
ひ
た
ふ
る
に
隔
生
即
忘
し
て
。
仏
果
円
満

の
位
に
昇
ら
せ
給
へ
」
と
心
を
込
め
て
諫
め
る
。
し
か
し
、
崇
徳
院
は
声
高
く
笑
返
答
す
る
に
は
、「
近
来
の
世
の
乱
は
朕
な
す
事
な
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り
。
生
て
あ
り
し
日
よ
り
魔
道
に
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
か
た
ふ
け
て
、
平
治
の
乱
を
発
さ
し
め
、
死
て
猶
朝
家
に
祟
を
な
す
。
見
よ
〳
〵
や

が
て
天
が
下
に
大
乱
を
生
ぜ
し
め
ん
」
と
崇
徳
院
は
生
前
魔
道
に
心
を
専
念
し
平
治
の
乱
を
起
こ
さ
せ
、
死
後
も
な
お
、
朝
廷
に
祟
っ

て
い
る
こ
と
を
明
か
す
。「
魔
道
」
と
は
、「
我
執
や
怨
恨
の
つ
よ
さ
に
よ
っ
て
、
成
仏
せ
ず
に
激
し
く
他
に
祟
る
魔
と
な
る
事
。
天

狗（
5 
）道」、「
こ
の
世
に
恨
み
を
も
っ
て
死
ん
だ
も
の
や
、
破
戒
僧
な
ど
が
、
そ
の
執
念
に
よ
っ
て
天
狗
道
に
入
り
、
天
狗
道
の
苦
患
を
受

け
て
逃
走
を
事
と
し
、
魔
力
を
も
っ
て
こ
の
世
に
乱
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
を
い（
6 
）う」
の
で
あ
る
。

　

西
行
は
保
元
の
乱
の
動
機
に
つ
い
て
訪
ね
る
と
、
崇
徳
院
は
天
皇
家
へ
の
深
き
恨
み
を
述
べ
、
孟
子
の
革
命
理
論
を
用
い
て
正
当
づ

け
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
西
行
は
王
道
の
理
を
持
っ
て
そ
れ
を
諫
め
、
応
戦
す
る
。
そ
の
論
争
を
通
じ
て
、
秋
成
の
史
観
と
国
家

観
と
い
う
思
想
が
述
べ
ら
れ
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
我
が
国
の
古
代
精
神
の
神
髄
と
儒
教
本
来
の
姿
と
を
、「
王
道
」
に

お
い
て
見
る
と
、「
一
人
の
人
欲
を
も
っ
て
わ
た
く
し
す
べ
き
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
又
、
孟
子
的
な
易
姓
革
命
の
思
想
を
も
っ
て
こ

れ
に
立
ち
向
か
う
べ
き
も
の
で
も
な（
7 
）い」。
だ
か
ら
「
い
か
に
革
命
が
天
命
に
応
じ
民
望
に
順
う
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
み
た
と
こ
ろ

で
、
所
詮
は
人
欲
か
ら
で
た
た
ば
か
り
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
結
論
が
こ
の
次
に
来
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
こ
で
は
主
に
、
新
院
の

口
か
ら
、
保
元
の
乱
の
原
因
と
背
景
に
つ
い
て
の
正
当
化
が
主
張
さ（
8 
）れ」
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

西
行
は
、
そ
の
古
く
直
き
神
な
が
ら
の
道
こ
そ
ま
た
儒
教
の
本
義
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
儒
教
の
孟

子
革
命
論
を
信
奉
し
て
、
お
の
れ
の
行
為
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
新
院
を
説
得
す
る
最
上
の
方
法
で
あ
っ
た
。
新
院
は
西
行
の
意
見

に
あ
る
程
度
の
妥
当
性
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
次
に
は
「
今
事
を
正
し
て
罪
を
と
ふ
、
こ
と
わ
り
な
き
に
あ
ら
ず
」
と
、
西
行

の
説
く
と
こ
ろ
に
一
理
あ
る
と
認
め
る
。
西
行
の
条
理
を
尽
く
し
た
説
得
に
、
崇
徳
院
は
激
昂
を
治
め
て
、
理
性
を
取
り
戻
し
た
か
に

見
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
我
が
身
の
罪
深
き
行
為
へ
の
懺
悔
と
し
て
「
五
部
の
大
乗
経
」
を
写
し
都
に
送
っ
た
と
こ
ろ
、「
呪
詛
の
心
に

や
」
と
写
経
を
送
り
返
さ
れ
こ
と
を
か
ら
、
後
白
河
帝
へ
の
怨
恨
を
述
べ
る
う
ち
に
、
ま
す
ま
す
怒
り
を
募
ら
せ
、
つ
い
に
陰
火
と
と
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も
に
、
魔
王
の
姿
を
あ
ら
わ
す
。「
猶
嗔
火
熾
に
し
て
尽
ざ
る
ま
ゝ
に
、
終
に
大
魔
王
と
な
り
て
、
三
百
余
類
の
巨
魁
と
な
る
。
朕
け

ん
ぞ
く
の
な
す
と
こ
ろ
、
人
の
福
を
見
て
は
転
し
て
禍
と
し
、
世
の
治
る
を
見
て
は
乱
を
発
さ
し
む
」
と
復
讐
の
鬼
と
化
し
た
崇
徳
院

は
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
次
々
と
取
り
殺
し
、
や
が
て
は
平
氏
の
滅
亡
を
も
策
し
て
い
る
と
語
る
。
し
か
し
、
西
行
の
仏
縁
へ
導
く
歌

に
、
崇
徳
院
は
穏
や
か
に
な
り
、
姿
も
か
き
消
え
た
。
西
行
は
山
を
降
り
そ
の
夜
の
事
を
誰
に
も
い
わ
な
か
っ
た
。
果
た
し
て
、
崇
徳

院
の
予
言
通
り
、
平
家
一
門
は
西
海
に
滅
ん
だ
。
人
々
は
崇
徳
院
を
怖
れ
、
そ
の
陵
を
畏
怖
し
て
崇
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

魔
道
に
志
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
後
白
河
帝
と
平
家
へ
の
怨
恨
で
あ
る
。
そ
の
崇
徳
院
の
怨
恨
の
激
し
さ
を
、
死
霊
だ
け
で
な
く
陰

火
や
天
狗
の
相
模
な
ど
を
効
果
と
し
て
書
き
入
れ
る
。
死
霊
と
な
っ
た
崇
徳
院
は
死
ん
で
更
に
怨
恨
を
募
ら
せ
、
復
讐
の
鬼
と
化
し
て

い
る
こ
と
を
作
品
は
物
語
る
。「
所
詮
此
経
を
魔
遠
に
回
向
し
て
、
恨
を
は
る
か
さ
ん
と
、
一
す
ぢ
に
お
も
ひ
定
て
、
指
を
破
り
血
を

も
て
願
文
を
う
つ
し
、
経
と
ゝ
も
に
志
戸
の
海
に
沈
て
し
後
は
、
人
に
も
見
え
ず
深
く
閉
こ
も
り
て
、
ひ
と
へ
に
魔
王
と
な
る
べ
き
大

願
を
ち
か
ひ
し
が
、
は
た
平
治
の
乱
ぞ
出
き
ぬ
る
」
と
、
朝
廷
を
亡
ぼ
し
、
一
族
を
亡
ぼ
す
深
い
激
し
い
怨
恨
で
あ
る
が
、
そ
の
怨
恨

に
は
因
果
の
法
則
が
は
た
ら
い
て
い
る
事
を
、
物
語
は
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
崇
徳
院
が
ど
ん
な
に
恐
ろ
し
い
「
朱
を
そ
ゝ
ぎ
た
る

龍
顔
に
、
荊
の
髪
膝
に
か
ゝ
る
ま
で
乱
れ
、
白
眼
を
吊
あ
げ
、
熱
き
嘘
を
く
る
し
げ
に
つ
が
せ
給
ふ
。
御
衣
は
柿
色
の
い
た
う
す
ゝ
び

た
る
に
、
手
足
の
爪
は
獣
の
ご
と
く
生
の
び
て
、
さ
な
が
ら
魔
王
の
形
あ
さ
ま
し
く
も
お
そ
ろ
し
」
い
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
も
、

西
行
が
「
君
か
く
ま
で
魔
界
の
悪
業
に
つ
な
が
れ
て
、
仏
土
に
億
万
里
を
隔
給
へ
ば
ふ
た
ゝ
び
い
は
じ
」
と
一
見
突
き
放
し
た
よ
う
に

見
え
て
も
、
最
後
に
は
「
よ
し
や
君
昔
の
玉
の
床
と
て
も
か
ゝ
ら
ん
の
ち
は
何
に
か
は
せ
ん　
　

刹
利
も
須
陀
も
か
は
ら
ぬ
も
の
を
」

と
、
西
行
の
感
情
が
高
ま
り
溢
れ
て
、
た
だ
崇
徳
院
の
成
仏
を
祈
り
た
く
な
る
よ
う
よ
う
な
、
不
憫
な
切
な
さ
と
同
情
を
崇
徳
院
の
死

霊
に
は
感
じ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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次
に
「
仏
法
僧
」
を
み
て
み
よ
う
。

　

伊
勢
の
豪
農
の
拝
志
氏
は
、
隠
居
を
機
に
剃
髪
を
し
、
名
を
夢
然
と
改
め
、
末
っ
子
の
作
之
治
を
連
れ
て
旅
を
楽
し
ん
で
い
た
。
高

野
山
を
訪
れ
た
も
の
の
、
旅
人
に
宿
を
貸
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
、
霊
廟
の
前
で
野
宿
を
す
る
羽
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
闇

夜
に
な
り
、
高
野
山
で
切
腹
さ
せ
ら
れ
た
豊
臣
秀
次
と
そ
の
家
臣
達
の
亡
霊
の
一
行
に
出
会
う
。
紹
巴
か
ら
高
野
山
の
玉
川
の
歌
の
考

証
を
側
で
聞
い
た
り
、
秀
次
の
前
で
一
句
披
露
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
な
ど
、
亡
霊
の
一
行
に
紛
れ
込
み
一
晩
す
ご
し
た
。

　
「
白
峰
」
同
様
、
剃
髪
し
た
者
と
死
霊
が
一
夜
を
か
け
て
、
そ
の
霊
廟
の
前
で
相
対
峙
す
る
話
で
あ
り
、「
八
島
」
な
ど
の
修
羅
物
の

謡
曲
を
構
成
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、「
白
峰
」
の
よ
う
な
激
し
い
怨
念
が
引
き
起
こ
す
怪
異
の
世
界
と
は
二
分
す

る
、
全
く
異
な
る
性
質
の
怪
異
で
あ
る
。
秀
次
一
行
は
、
修
羅
の
苦
を
受
け
る
刻
限
に
な
り
、
は
じ
め
て
死
霊
ら
し
い
様
を
、
夢
然
親

子
に
感
じ
さ
せ
る
。

淡
路
と
聞
え
し
人
に
は
か
に
色
を
違
へ
て
。
は
や
修
羅
の
時
に
や
。
阿
修
羅
ど
も
御
迎
ひ
に
来
る
と
聞
え
侍
る
。
立
せ
給
へ
と
い

へ
ば
。
一
座
の
人
々
忽
面
に
血
を
潅
ぎ
し
如
く
。
い
ざ
石
田
増
田
が
徒
に
今
夜
も
泡
吹
せ
ん
と
勇
み
立
躁
ぐ
。
秀
次
木
村
に
向
は

せ
給
ひ
。
よ
し
な
き
奴
に
我
姿
を
見
せ
つ
る
ぞ
。
他
二
人
も
修
羅
に
つ
れ
来
れ
と
課
せ
あ
る
。
老
臣
の
人
々
か
け
隔
た
り
て
声
を

そ
ろ
へ
。
い
ま
だ
命
つ
き
ざ
る
者
な
り
。
例
の
悪
業
な
さ
せ
給
ひ
そ
と
い
ふ
詞
も
。
人
々
の
形
も
。
遠
く
雲
井
に
行
が
ご
と
し
。

秀
次
は
自
身
の
姿
を
見
せ
て
し
ま
っ
た
事
か
ら
、
夢
然
親
子
を
修
羅
道
へ
連
れ
て
行
こ
う
と
す
る
が
、
老
臣
達
に
「
例
の
悪
業
な
さ
せ

給
ひ
そ
」
と
諫
め
ら
れ
て
思
い
と
ど
ま
る
。
確
か
に
、
右
記
に
記
述
す
る
秀
次
の
思
い
つ
き
は
、
彼
の
悪
行
を
う
か
が
わ
せ
る
言
動
の

一
端
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
行
の
宴
席
に
同
席
し
て
い
た
夢
然
親
子
は
、
彼
ら
が
死
霊
だ
と
い
う
の
を
、
歌
を
詠
む

よ
う
命
じ
ら
れ
る
ま
で
気
づ
か
な
い
。
紹
巴
か
ら
「
殿
下
と
申
奉
る
は
関
白
秀
次
公
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
。」
と
聞
き
、
は
じ
め
て
死

霊
の
一
行
と
い
う
事
を
認
識
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
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作
品
中
、
唯
一
怪
異
ら
し
い
場
面
と
な
る
修
羅
道
の
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
形
式
だ
け
が
必
要
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
で
、
い
た
っ

て
あ
っ
さ
り
し
た
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
中
村
博
保
氏
は

修
羅
道
と
は
六
道
の
一
つ
で
、
生
前
の
瞋
恚･

憍
慢･

疑
心
等
の
業
因
に
よ
っ
て
永
遠
の
闘
争
を
し
い
ら
れ
る
世
界
を
さ
す
と
さ

れ
て
い
る
。
謡
曲
の
修
羅
物
は
、
こ
の
修
羅
道
に
堕
ち
た
人
間
の
闘
争
の
苦
患
を
通
し
て
、
魂
の
安
ら
ぎ
を
失
っ
た
武
将
の
人
間

像
、
或
い
は
そ
の
悲
劇
的
な
情
熱
を
描
く
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
秀
次
は
、
い
わ
ば
修
羅
物
の
シ
テ

に
共
通
す
る
人
間
的
苦
悩
を
い
さ
さ
か
も
感
じ
さ
せ
な
い
全
く
の
恐
怖
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
能
の
形
式
を
借

り
て
主
題
を
構
成
し
た
「
白
峰
」
と
は
異
な
っ
て
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
秀
次
一
行
の
出
現
に
動
機
を
与
え
、
或
い
は
現
実
に

隣
接
す
る
阿
修
羅
の
世
界
の
存
在
を
示
す
た
め
に
修
羅
物
の
形
式
だ
け
が
借
り
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い（
9 
）る。

　
「
白
峰
」
と
対
照
的
な
、
お
よ
そ
怪
異
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
、
や
も
す
る
と
人
間
世
界
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
色
調

の
怪
異
が
、
こ
の
「
仏
法
僧
」
作
品
の
特
色
と
い
え
よ
う
。
勿
論
、
引
用
し
た
一
段
に
は
、
秀
次
一
行
の
怨
念
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、

高
野
山
で
起
こ
っ
た
秀
次
一
行
の
秘
話
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
秋
成
が
こ
の
作
品
に
お
い
て
意
図
し
た
こ
と
の
一
つ

に
は
、「
玉
川
の
歌
」
の
解
釈
の
よ
う
な
知
的
関
心
事
を
、「
そ
ら
ご
と
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
作
品
化
す
る
方（
10 
）法」
を
成
り
立
た
せ

る
こ
と
に
あ
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
こ
の
作
品
の
怪
異
は
ど
の
様
な
役
割
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
高
野
山
と
い
う
地
を
基
点
に
こ
の
世
の
様
と
変
わ
ら
な
い

死
霊
の
一
行
と
し
て
の
表
現
は
、「
現
実
に
隣
接
す
る
阿
修
羅
の
世
界
の
存
在
を
示
す
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
怒
り
を
募
ら
せ
た

者
達
が
陥
る
阿
修
羅
な
ど
の
霊
界
は
特
別
な
世
界
で
は
な
い
、
私
た
ち
が
居
る
こ
の
世
の
す
ぐ
側
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を

感
じ
さ
せ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
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三

　

さ
て
、「
菊
花
の
約
」「
浅
茅
が
宿
」「
吉
備
津
の
釜
」
は
、
部
分
的
な
怪
異
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
、
怪
異
は
、

死
霊
の
抱
く
恨
み
や
怒
り
を
表
現
す
る
べ
く
箇
所
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
は
「
菊
花
の
約
」
か
ら
み
て
み
よ
う
。

　

播
磨
国
加
古
の
儒
者
の
左
門
は
、
病
気
に
苦
し
む
出
雲
松
江
の
出
身
の
武
士
赤
穴
宗
右
衛
門
の
看
病
を
通
し
、「
ひ
と
つ
と
し
て
相

と
も
に
た
が
ふ
心
も
な
く
」
二
人
は
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ぶ
。
回
復
し
た
赤
穴
は
本
来
な
す
べ
き
主
君
の
復
讐
を
果
た
す
べ
く
出
雲
へ

と
旅
立
と
う
と
す
る
。
惜
し
む
左
門
は
強
く
帰
り
を
請
い
、
赤
穴
は
九
月
九
日
の
重
陽
の
節
句
に
は
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

九
日
当
日
、
夜
に
な
っ
て
も
赤
穴
は
姿
を
現
さ
な
い
。
つ
い
に
諦
め
て
左
門
が
家
へ
入
ろ
う
と
す
る
そ
の
時
、
ぼ
ん
や
り
し
た
影
に
赤

穴
の
姿
が
現
れ
る
。
果
た
し
て
そ
れ
は
、
赤
穴
の
死
霊
で
あ
っ
た
。
赤
穴
は
出
雲
に
着
い
て
か
ら
、
主
君
の
敵
の
尼
子
経
久
か
ら
仕
官

の
誘
い
を
受
け
る
が
、
拒
否
し
た
こ
と
で
尼
子
は
宗
右
衛
門
の
従
兄
の
丹
治
に
命
じ
、
彼
を
幽
閉
さ
せ
る
。

賢
弟
が
菊
花
の
約
あ
る
事
を
か
た
り
て
去
ん
と
す
れ
ば
。
経
久
怨
め
る
色
あ
り
て
。
丹
治
に
令
し
。
吾
を
大
城
の
外
に
は
な
た
ず

し
て
、
遂
に
け
ふ
に
い
た
ら
し
む
。
此
約
に
た
が
ふ
も
の
な
ら
ば
。
賢
弟
吾
を
何
も
の
と
か
せ
ん
と
。
ひ
た
す
ら
思
ひ
沈
め
ど
も

遁
る
ゝ
に
方
な
し
。
い
に
し
へ
の
人
の
い
ふ
。
人
一
日
に
千
里
を
ゆ
く
こ
と
あ
た
は
ず
。
魂
よ
く
一
日
に
千
里
を
も
ゆ
く
と
。
此

こ
と
わ
り
を
思
ひ
出
て
。
み
づ
か
ら
刃
に
伏
。
今
夜
陰
風
に
乗
て
は
る
〳
〵
来
り
菊
花
の
約
に
赴
。
こ
の
心
を
あ
は
れ
み
給
へ
と

い
ひ
を
は
り
て
泪
わ
き
出
る
が
如
し
。
今
は
永
き
わ
か
れ
な
り
。
只
母
公
に
よ
く
つ
か
へ
給
へ
と
て
。
座
を
立
と
見
し
が
か
き
消

て
見
え
ず
な
り
に
け
る
。

幽
閉
さ
れ
た
赤
穴
は
、
左
門
と
の
約
束
を
果
た
す
べ
く
、
死
ね
ば
一
日
に
千
里
を
行
け
る
と
い
わ
れ
る
事
を
思
い
出
し
、
自
害
し
た
。

東洋法学　第63巻第 3号（2020年 3 月）

366（11）



霊
魂
と
な
っ
て
、
そ
の
信
義
を
貫
い
た
の
で
あ
る
。
赤
穴
は
そ
う
告
げ
終
わ
る
と
、
か
き
消
え
て
し
ま
っ
た
。

　

約
束
を
交
わ
し
た
当
人
が
約
束
を
果
た
す
た
め
に
、
自
害
し
て
ま
で
約
束
を
守
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
、「
信
義
」
の
重
み
を
見
事
に

伝
え
る
表
現
手
法
は
、
中
国
白
話
小
説
『
古
今
小
説
』「
范
巨
卿
鶏
黍
死
生
交
」
を
典
拠
と
す
る
。
こ
の
作
品
の
見
ど
こ
ろ
で
あ
り
、

最
大
の
山
場
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
赤
穴
の
死
霊
か
ら
は
、
激
し
い
怨
恨
よ
り
も
、「
此
約
に
た
が
ふ
も
の
な
ら
ば
。
賢
弟
吾
を
何
も
の
と
か
せ
ん
と
。
ひ
た
す

ら
思
ひ
沈
め
ど
も
遁
る
ゝ
に
方
な
し
。」
と
い
う
焦
燥
感
が
強
く
表
れ
て
い
る
。
最
初
の
一
行
「
経
久
怨
め
る
色
あ
り
て
。
丹
治
に
令

し
。
吾
を
大
城
の
外
に
は
な
た
ず
し
て
、
遂
に
け
ふ
に
い
た
ら
し
む
」
に
は
、
幽
閉
し
た
尼
子
と
丹
治
へ
の
怒
り
を
感
じ
ら
れ
る
程
の

表
現
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
怒
り
は
左
門
に
う
つ
る
。
左
門
は
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
、
宗
右
衛
門
の
仇
討
ち
を
し
よ
う
と
決
意
す
る
。

出
雲
の
丹
治
を
訪
ね
、
魏
の
公
叔
座
に
故
事
を
説
く
と
、
信
義
を
貫
く
べ
く
一
刀
の
も
と
に
丹
治
を
斬
り
殺
し
た
。
こ
の
豪
胆
な
行
動

に
導
い
た
の
は
、
正
し
く
宗
右
衛
門
の
亡
霊
が
起
こ
さ
せ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　

二
つ
目
の
作
品
は
「
浅
茅
が
宿
」
で
あ
る
。

　

下
総
国
葛
飾
の
真
間
で
、
生
業
の
農
業
を
嫌
が
っ
て
い
た
勝
四
郎
は
、
一
攫
千
金
の
絹
の
商
売
を
す
る
べ
く
京
へ
向
か
う
。
京
で
妻

は
死
ん
だ
も
の
と
過
ご
し
て
い
た
が
、
七
年
目
に
畿
内
に
戦
乱
が
起
こ
る
と
、
妻
宮
木
の
こ
と
が
し
き
り
に
思
い
出
さ
れ
て
、
真
間
へ

帰
る
。
す
る
と
、
死
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
宮
木
は
、
一
人
心
細
い
思
い
を
し
な
が
ら
勝
四
郎
を
待
っ
て
い
た
。
二
人
は
互
い
の
思
い
を

語
り
合
い
、
床
に
つ
い
た
。
次
の
日
、
宮
木
の
姿
は
見
え
ず
、
家
は
廃
屋
と
化
し
て
い
た
。
そ
こ
で
初
め
て
勝
四
郎
は
妻
の
死
を
覚

る
。
興
味
深
い
の
は
、
勝
四
郎
は
妻
の
死
霊
と
寝
て
い
た
事
に
「
夜
の
霊
は
こ
ゝ
も
と
よ
り
や
と
恐
し
く
も
且
な
つ
か
し
」
と
、
恐
怖

を
感
じ
る
と
同
時
に
、
懐
か
し
く
も
感
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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宮
木
の
死
霊
は
勝
四
郎
へ
の
恨
み
を
言
う
た
め
に
、
現
れ
る
。「「
今
は
長
き
恨
み
も
は
れ
〴
〵
と
な
り
ぬ
る
事
の
喜
し
く
侍
り
。
逢

を
待
間
に
恋
死
な
ん
は
人
し
ら
ぬ
恨
み
な
る
べ
し
」
と
、
又
よ
ゝ
と
泣
」
く
。
待
っ
て
い
た
長
い
間
に
感
じ
て
い
た
恨
み
を
、
勝
四
郎

に
そ
の
心
を
解
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
と
、
素
直
に
言
い
表
す
。
も
し
自
分
の
心
を
相
手
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
大
変
情
け
な
い
事
だ
と
、
死
霊
に
な
っ
て
訴
え
る
。
正
し
く
恨
み
を
言
う
た
め
に
、
現
れ
た
死
霊
だ
が
、
そ
こ
に
怒
り
は
見
ら
れ
な

い
。
勝
四
郎
に
逢
う
こ
と
を
た
だ
た
だ
待
ち
焦
が
れ
て
死
ん
で
い
っ
た
と
い
う
、
そ
の
気
持
ち
を
伝
え
た
い
一
心
で
あ
ら
わ
れ
た
。
そ

ん
な
宮
木
の
死
霊
に
は
、
恐
ろ
し
さ
よ
り
も
、
懐
か
し
さ
や
、
不
憫
な
思
い
が
募
る
の
で
あ
る
。

　

三
つ
目
の
作
品
は
「
吉
備
津
の
釜
」
で
あ
る
。

　

吉
備
の
国
賀
夜
の
正
太
郎
と
吉
備
津
神
社
の
神
主
の
娘
の
磯
良
は
、
吉
備
津
の
釜
占
い
で
凶
と
出
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
婚
姻
は
進

め
ら
れ
た
。
も
と
も
と
身
持
ち
の
悪
い
正
太
郎
は
、
遊
女
の
袖
を
囲
っ
て
家
に
帰
ら
な
い
。
父
に
座
敷
牢
に
入
れ
ら
れ
る
と
、
磯
良
を

騙
し
て
金
ま
で
だ
ま
し
取
り
、
袖
と
駆
け
落
ち
し
て
し
ま
う
。
磯
良
は
恨
み
の
あ
ま
り
に
病
に
伏
す
と
、
生
霊
と
な
り
袖
を
取
り
殺
ろ

す
。

何
と
な
く
脳
み
出
て
。
鬼
化
の
や
う
に
狂
は
し
げ
な
れ
ば
。
こ
ゝ
に
来
り
て
幾
日
も
あ
ら
ず
。
此
禍
に
係
る
悲
し
さ
に
。
み
づ
か

ら
も
食
さ
へ
わ
す
れ
て
抱
き
扶
く
れ
ど
も
。
只
音
を
の
み
泣
て
。
胸
窮
り
堪
が
た
げ
に
。
さ
む
れ
ば
常
に
か
は
る
と
も
な
し
。
窮

鬼
と
い
ふ
も
の
に
や
。
古
郷
に
捨
し
人
の
も
し
や
と
独
む
ね
苦
し
。

ま
た
、
変
わ
り
果
て
た
姿
で
正
太
郎
に
会
い
、
復
讐
を
告
げ
る
。

あ
る
じ
の
女
屏
風
す
こ
し
引
あ
け
て
。
め
づ
ら
し
く
も
あ
ひ
見
奉
る
も
の
か
な
。
つ
ら
き
報
ひ
の
程
し
ら
せ
ま
い
ら
せ
ん
と
い
ふ

に
。
驚
き
て
見
れ
ば
。
古
郷
に
残
せ
し
礒
良
な
り
。
顔
の
色
い
と
青
ざ
め
て
。
た
ゆ
き
眼
す
ざ
ま
し
く
。
我
を
指
た
る
手
の
青
く
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ほ
そ
り
た
る
恐
し
さ
に
。
あ
な
や
と
叫
ん
で
た
を
れ
死
す
。

正
太
郎
は
陰
陽
師
か
ら
四
十
二
日
間
は
厳
重
な
物
忌
み
を
す
る
よ
う
忠
告
さ
れ
る
と
、
家
の
戸
口
に
札
を
貼
り
、
自
身
の
体
に
お
守
り

の
文
字
を
書
く
な
ど
し
て
身
を
守
る
対
策
を
す
る
。
磯
良
の
死
霊
は
、
お
札
の
せ
い
で
家
に
入
る
事
が
で
き
な
い
。
四
十
二
日
目
の
夜

明
け
に
、
助
か
っ
た
と
思
っ
た
正
太
郎
は
、
隣
の
彦
六
と
再
会
し
よ
う
と
戸
を
開
け
た
。
そ
の
途
端
、
正
太
郎
の
絶
叫
が
き
こ
え
、
戸

口
に
は
生
々
し
い
血
が
な
が
れ
、
軒
先
に
髻
が
ひ
っ
か
か
っ
て
い
た
。

其
夜
三
更
の
比
お
そ
ろ
し
き
こ
ゑ
し
て
あ
な
に
く
や
。
こ
ゝ
に
た
ふ
と
き
符
文
を
設
つ
る
よ
と
つ
ぶ
や
き
て
復
び
声
な
し
。

お
そ
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
に
長
き
夜
を
か
こ
つ
。
…
…
既
に
四
更
に
い
た
る
。
下
屋
の
窓
の
紙
に
さ
と
赤
き
光
さ
し
て
。
あ
な
悪

や
。
こ
ゝ
に
も
貼
つ
る
よ
と
い
ふ
声
。
深
き
夜
に
は
い
と
ゞ
凄
し
く
。
髪
も
生
毛
も
こ
と
〳
〵
く
聳
立
て
。
し
ば
ら
く
は
死
入
た

り
。
…
…
彦
六
用
意
な
き
男
な
れ
ば
。
今
は
何
か
あ
ら
ん
。
い
ざ
こ
な
た
へ
わ
た
り
給
へ
と
。
戸
を
明
る
事
半
な
ら
ず
。
と
な
り

の
軒
に
あ
な
や
と
叫
ぶ
声
耳
を
つ
ら
ぬ
き
て
。
思
は
ず
尻
居
に
座
す
。
…
…
明
た
る
戸
腋
の
壁
に
腥
々
し
き
血
潅
ぎ
流
て
地
に
つ

た
ふ
。
さ
れ
ど
屍
も
骨
も
見
え
ず
。
月
あ
か
り
に
見
れ
ば
。
軒
の
端
に
も
の
あ
り
。
と
も
し
火
を
捧
げ
て
照
し
見
る
に
。
男
の
髪

の
髻
ば
か
り
か
ゝ
り
て
。
外
に
は
露
ば
か
り
の
も
の
も
な
し
。
浅
ま
し
く
も
お
そ
ろ
し
さ
は
筆
に
つ
く
す
べ
う
も
あ
ら
ず
な
ん
。

夜
も
明
て
ち
か
き
野
山
を
探
し
も
と
む
れ
ど
も
。
つ
ひ
に
其
跡
さ
へ
な
く
て
や
み
ぬ
。

こ
の
作
品
に
は
、
死
霊
だ
け
で
な
く
生
霊
も
登
場
す
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
激
し
い
恨
み
と
怒
り
を
抱
く
怨
霊
で
あ
る
。
そ
し
て
磯
良

が
死
霊
と
な
り
姿
を
正
太
郎
の
前
に
現
し
た
際
に
、
読
者
と
主
人
公
の
視
点
が
一
致
す
る
表
現
「
我
を
指
た
る
手
の
青
く
ほ
そ
り
た

る
」
や
、
正
太
郎
の
物
忌
み
の
時
の
、
夜
ご
と
に
増
す
恐
ろ
し
い
死
霊
磯
良
の
「
声
」
に
よ
る
表
現
「
其
夜
三
更
の
比
お
そ
ろ
し
き
こ

ゑ
し
て
あ
な
に
く
や
。
こ
ゝ
に
た
ふ
と
き
符
文
を
設
つ
る
よ
と
つ
ぶ
や
き
て
復
び
声
な
し
」
や
、「
下
屋
の
窓
の
紙
に
さ
と
赤
き
光
さ

し
て
。
あ
な
悪
や
。
こ
ゝ
に
も
貼
つ
る
よ
と
い
ふ
声
。
深
き
夜
に
は
い
と
ゞ
凄
し
く
」
な
ど
が
臨
場
感
を
煽
り
、
磯
良
の
執
念
深
さ
と
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怨
念
の
激
し
さ
を
克
明
に
描
き
出
す
。
こ
れ
ら
の
畳
み
か
け
る
よ
う
な
怪
異
表
現
は
、
磯
良
の
姿
が
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
想
像
を
か
き

立
て
、
恐
ろ
し
さ
に
正
太
郎
と
共
に
身
を
縮
こ
ま
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
磯
良
の
恐
怖
表
現
が
こ
れ
ほ
ど
卓
越
し
て
い
て
も
、
正
太

郎
に
同
情
す
る
読
者
は
ほ
ぼ
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
正
太
郎
は
自
業
自
得
で
あ
り
、
致
し
方
な
い
こ
と
取
ら
れ
る
の
が
お
ち
で
あ
る
。
読

者
の
目
は
、
卓
越
し
た
怪
異
表
現
を
通
し
て
、
女
性
の
怨
念
や
執
念
の
恐
ろ
し
さ
に
向
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
恨
み
を
こ
の
よ
う
な
復

讐
と
い
う
手
立
て
を
と
る
し
か
な
い
境
遇
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
、
磯
良
へ
の
深
い
悲
し
み
に
も
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

⑵　

生
霊

　

ま
ず
は
、「
生
霊
」
と
は
ど
う
い
う
状
態
を
さ
す
の
か
を
説
明
し
よ
う
。
鷲
山
樹
心
氏
は
『
秋
成
文
学
の
思
想
』
の
な
か
で
、
左
記

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

秋
成
は
『
雨
月
物
語
』
の
「
蛇
性
の
婬
」
に
、
女
と
化
し
た
蛇
の
物
語
を
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
も
蛇
の
外
に
女
は
な

く
、
女
と
な
っ
た
時
に
蛇
は
い
な
い
。
蛇
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
女
に
変
身
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
「
夢
応
の
鯉
魚
」
の

興
義
は
夢
裏
に
鯉
と
な
っ
た
と
思
っ
た
が
、
実
は
意
識
不
明
の
興
義
の
躰
は
三
井
寺
に
在
っ
た
。
鯉
に
な
っ
た
興
義
が
今
殺
さ
れ

る
と
知
覚
し
た
瞬
間
に
、
三
井
寺
の
病
躰
は
意
識
を
取
り
戻
し
た
。
鯉
は
実
際
に
殺
さ
れ
て
膾
に
さ
れ
、
少
な
く
と
も
そ
の
過
半

を
人
々
に
食
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
で
興
義
の
躰
が
食
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
鯉
に

化
し
た
の
は
興
義
自
身
で
は
な
く
、
興
義
の
霊
―
―
生
霊
―
―
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
鯉
に
変
身
し
た
の
で
は
な
く
、
実
在
の

鯉
に
乗
り
移
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
客
観
的
に
は
興
義
と
鯉
と
は
同
一
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
「
二
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
…
…

釣
り
あ
げ
ら
れ
て
今
に
も
殺
さ
れ
る
と
知
覚
す
る
ま
で
の
興
義
の
霊
と
鯉
は
ま
さ
し
く
「
不
一
不
二
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
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た
が
っ
て
、
秋
成
に
よ
っ
て
描
出
さ
れ
た
か
か
る
不
思
議
な
現
象
は
、
従
来
の
解
釈
の
ご
と
く
、
変
身
の
原
理
や
正
夢
の
観
念
を

も
っ
て
解
明
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
拠
る
と
こ
ろ
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
生
霊
」
の
観
念
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る

の
で
あ
る
。
…
…
当
時
に
お
い
て
は
、
人
間
の
た
ま
し
い
は
深
く
も
の
思
う
に
つ
け
そ
の
身
を
離
れ
て
あ
く
が
れ
出
で
、
も
の
思

う
あ
ま
り
に
さ
ま
よ
い
憑
く
も
の
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い（
11 
）た。

　

こ
の
観
念
を
扱
っ
た
作
品
で
、
代
表
的
な
も
の
が
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
で
あ
る
。
葵
の
上
に
六
条
御
息
所
の
生
霊
が
乗
り

移
る
と
、
御
息
所
の
声
も
姿
も
、
さ
ら
に
は
心
ま
で
が
葵
の
上
に
現
れ
る
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
御
息
所
の
身
は

六
条
邸
に
あ
り
、
自
分
の
生
霊
が
夢
心
地
の
な
か
に
あ
く
が
れ
出
て
、
葵
の
上
の
も
と
に
行
っ
た
こ
と
を
、
は
っ
き
り
承
知
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、『
雨
月
物
語
』
に
も
、
正
し
く
こ
の
箇
所
を
典
拠
と
し
た
の
が
、「
蛇
性
の
婬
」
で
真
名
子
が
富
子
に
憑
い
た

場
面
、「
富
子
即
面
を
あ
げ
て
。
古
き
契
を
忘
れ
給
ひ
て
。
か
く
こ
と
な
る
事
な
き
人
を
時
め
か
し
給
ふ
こ
そ
。
こ
な
た
よ
り
ま
し
て

悪
く
あ
れ
と
い
ふ
は
。
姿
こ
そ
か
は
れ
。
正
し
く
真
女
子
が
声
な
り
。」
で
あ
る
。

　

先
の
「
吉
備
津
の
釜
」
に
も
見
ら
れ
る
。
袖
に
取
り
憑
い
た
磯
良
の
生
霊
も
、
真
名
子
の
生
霊
同
様
に
、
怨
み
辛
み
を
意
中
の
男
性

に
訴
え
る
為
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
右
に
挙
げ
た
六
条
御
息
所
の
表
現
が
鮮
烈
で
、
生
霊
と
し
て
表
現
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
固

ま
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
雨
月
物
語
』
の
「
夢
応
の
鯉
魚
」
で
は
、
こ
の
典
型
的
な
生
霊
表
現
と
は
違
な
り
、
恨

み
を
表
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
。

　

三
井
寺
の
画
僧
興
義
は
、
病
気
に
か
か
り
、
七
日
を
経
て
亡
く
な
る
が
、
三
日
後
蘇
生
す
る
。
そ
の
間
病
躰
を
離
れ
、
放
生
の
功
徳

を
積
ん
で
い
た
た
め
、
興
義
の
霊
は
一
尾
の
鯉
に
乗
り
移
り
、
鯉
と
共
に
限
り
な
く
琵
琶
湖
を
逍
遙
す
る
。
こ
の
間
の
行
動
は
鯉
魚
の

習
性
に
従
い
つ
つ
も
、
そ
の
魚
の
心
は
興
義
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
興
義
は
生
霊
と
し
て
鯉
に
乗
り
移
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
鯉

魚
と
し
て
遊
泳
す
る
楽
し
み
を
享
受
し
て
い
た
矢
先
に
、
激
し
い
空
腹
を
感
じ
た
興
義
は
、
神
の
警
告
を
破
っ
て
、
文
四
の
釣
り
糸
に
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か
か
り
、
平
の
助
の
家
で
調
理
さ
れ
そ
う
に
な
る
。
興
義
は
「
我
く
る
し
さ
の
あ
ま
り
に
大
声
を
あ
げ
て
。
仏
弟
子
を
害
す
る
例
や
あ

る
。
我
を
助
け
よ
〳
〵
と
哭
叫
び
ぬ
れ
ど
。
聞
入
ず
。
終
に
切
る
ゝ
と
お
ほ
え
て
」
夢
か
ら
覚
め
た
。

　

先
に
「
生
霊
」
を
部
分
的
な
怪
異
表
現
と
し
て
「
吉
備
津
の
釜
」
と
「
蛇
性
の
婬
」
中
に
、
怨
念
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

事
を
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
「
夢
応
の
鯉
魚
」
は
、「
生
霊
」
が
物
語
の
主
体
と
な
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。「
生
霊
」
が
作
品
全
体
の

怪
異
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
作
品
の
み
で
あ
る
。
更
に
、「
生
霊
」
と
い
う
怪
異
表
現
を
用
い
て
表
し
て
い
る
の
は
、「
吉
備

津
の
釜
」
や
「
蛇
性
の
婬
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
怨
念
で
は
な
く
、
立
ち
位
置
の
転
換
で
あ
る
。「
生
霊
」
と
い
う
手
段
で
、

他
者
の
立
場
に
な
り
そ
の
気
持
ち
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
興
義
は
鯉
魚
に
な
る
事
で
、
琵
琶
湖
で
逍
遙
す
る
楽
し
み
を
味
わ
っ
た

が
、
同
様
に
激
し
い
空
腹
か
ら
、
餌
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
自
身
は
僧
侶
と
い
う
理
性
が
は
た
ら
く
「
其
餌
は
な
は
だ
香
し
。

心
又
河
伯
の
戒
を
守
り
て
思
ふ
。
我
は
仏
の
御
弟
子
な
り
。
し
ば
し
食
を
求
め
得
ず
と
も
。
な
ぞ
も
あ
さ
ま
し
く
魚
の
餌
を
飲
へ
き
と

て
そ
こ
を
去
。」
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
空
腹
に
は
勝
て
ず
、
上
手
く
や
れ
ば
大
丈
夫
だ
ろ
う
。
釣
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
高
を

括
る
。「
し
ば
し
あ
り
て
飢
ま
す
〳
〵
甚
し
け
れ
ば
。
か
さ
ね
て
思
う
に
。
今
は
堪
が
た
し
。
た
と
へ
此
餌
を
飲
と
も
鳴
呼
に
捕
れ
ん

や
は
。
も
と
よ
り
他
は
相
識
も
の
な
れ
ば
。
何
の
は
ゞ
か
り
か
あ
ら
ん
と
て
遂
に
餌
を
の
む
。」
心
は
興
義
で
あ
る
た
め
、
知
り
合
い

だ
か
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
い
う
都
合
の
良
い
考
え
も
も
た
げ
た
。
し
か
し
、
そ
の
身
は
鯉
魚
で
あ
る
か
ら
、
釣
ら
れ
て
し
ま
っ
て
か
ら

は
、
ど
の
様
に
口
を
開
こ
う
が
「
仏
弟
子
を
害
す
る
例
や
あ
る
。
我
を
助
け
よ
〳
〵
と
」
哭
叫
べ
ど
、
調
理
の
者
に
は
聞
こ
え
な
い
。

包
丁
で
さ
ば
か
れ
る
恐
怖
ま
で
味
わ
っ
て
、
蘇
生
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
悠
々
と
遊
泳
す
る
鯉
魚
を
た
だ
羨
ま
し
く
思
っ
て
い

た
興
義
で
あ
る
が
、
生
霊
と
な
っ
て
鯉
魚
の
生
き
様
を
体
感
す
る
こ
と
で
、
飢
え
の
苦
し
み
や
さ
ば
か
れ
る
時
の
恐
怖
ま
で
理
解
す
る

事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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五

⑶　

異
類

　

さ
て
、
最
後
は
人
で
な
く
、
異
類
が
変へ
ん

化げ

し
た
作
品
を
「
異
類
」
と
し
た
。
こ
こ
に
含
ま
れ
る
作
品
は
、「
青
頭
巾
」「
蛇
性
の
婬
」

と
「
貧
富
論
」
の
三
作
品
で
あ
る
。

　

一
つ
目
の
作
品
は
「
蛇
性
の
婬
」
で
あ
る
。

　

白
蛇
の
化
身
で
あ
る
真
名
子
は
、
網
元
の
次
男
坊
の
豊
雄
に
惚
れ
込
み
求
婚
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
豊
雄
は
真
名
子
の
せ
い
で
様
々
な

事
件
に
巻
き
込
ま
れ
、
つ
い
に
当
麻
の
酒
人
に
、
真
名
子
の
正
体
が
白
蛇
だ
と
教
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
退
治
す
る
に
は
、
豊
雄
が
ま
す

ら
を
心
を
持
つ
以
外
に
は
な
い
と
諭
さ
れ
る
。
熊
野
に
帰
っ
た
豊
雄
は
、
芝
の
庄
司
の
家
に
婿
に
入
る
が
、
妻
富
子
に
嫉
妬
し
た
真
名

子
は
、
生
霊
と
な
っ
て
富
子
を
取
り
憑
き
殺
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
彼
女
を
捉
え
よ
う
と
す
る
鞍
馬
寺
の
僧
侶
も
毒
気
で
殺
し
て
し
ま

う
。
兎
に
も
角
に
も
、
意
中
の
豊
雄
と
の
仲
を
裂
こ
う
と
す
る
者
を
、
こ
と
ご
と
く
排
除
し
、
た
だ
ひ
た
す
ら
豊
雄
へ
の
愛
に
邁
進
し

て
い
く
白
蛇
の
化
身
真
名
子
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
執
拗
さ
故
に
、
豊
雄
に
は
恐
れ
ら
れ
、
最
後
は
愛
す
る
豊
雄
に
袈
裟
で
押
し
伏
せ

ら
れ
、
道
成
寺
の
蛇
塚
に
埋
め
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

蛇
の
「
蛇
性
」
に
「
邪
性
」
を
掛
け
合
わ
せ
、
蛇
の
執
拗
と
い
う
性
格
を
「
愛
情
」
に
重
ね
て
表
現
し
た
。
こ
の
構
想
は
、
中
国
の

白
話
小
説
『
警
世
通
言
』「
白
蛇
子
永
鎮
雷
峰
塔
」
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
人
間
で
あ
れ
ば
、
そ
の
執
拗
な
愛
情
に
恐
怖
を
覚
え
る
と

こ
ろ
を
、
蛇
な
ら
で
は
の
「
邪
性
」
を
怪
異
表
現
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
作
品
中
で
は
真
名
子
は
雅
な
女
性
と
し
て
表
現
さ

れ
て
い
る
た
め
、
唯
一
蛇
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
箇
所
「
か
の
蛇
頭
を
さ
し
出
し
て
法
師
に
む
か
ふ
。
此
頭
何
は
か
り
の
物
ぞ
。
此
戸

口
に
充
満
て
。
雪
を
積
た
る
よ
り
も
白
く
輝
々
し
く
。
眼
は
鏡
の
如
く
。
角
は
枯
木
の
如
。
三
尺
余
り
の
口
を
開
き
。
紅
の
舌
を
吐
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て
。
只
一
呑
に
飲
ら
ん
勢
ひ
を
な
す
」
が
、
恐
ろ
し
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　

二
つ
目
の
作
品
は
「
青
頭
巾
」
で
あ
る
。

　

大
中
寺
の
院
主
が
美
童
に
狂
い
、
そ
の
童
子
が
亡
く
な
る
や
そ
の
悲
し
み
に
そ
の
肉
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
以
来
食
人
鬼
と

な
っ
て
村
人
に
脅
威
を
与
え
て
き
た
。
院
主
は
元
来
人
で
あ
る
が
、
作
品
に
登
場
し
た
と
き
に
は
す
で
に
「
食
人
鬼
」
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
異
類
」
と
し
て
分
類
し
た
。

　

高
徳
の
僧
快
庵
禅
師
は
、
こ
の
麓
の
村
を
偶
然
訪
れ
、
こ
の
院
主
の
話
を
き
き
、
救
済
を
思
い
立
っ
て
大
中
寺
に
一
夜
の
宿
を
請

う
。
院
主
は
夜
中
に
食
人
鬼
の
正
体
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
肉
を
食
そ
う
と
快
庵
を
探
し
回
る
が
見
つ
か
ら
な
い
。
こ
の
物
語
の
最
も
盛

り
上
が
る
怪
異
で
あ
り
、
話
の
展
開
が
変
わ
る
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

あ
る
じ
の
僧
眠
蔵
を
出
て
。
あ
は
た
ゝ
し
く
物
を
討
ぬ
。
た
づ
ね
得
ず
し
て
大
い
に
叫
び
。
禿
驢
い
づ
く
に
隠
れ
け
ん
。
こ
ゝ
も

と
に
こ
そ
あ
り
つ
れ
と
禅
師
が
前
を
幾
た
び
走
り
過
れ
ど
も
。
更
に
禅
師
を
見
る
事
な
し
。
堂
の
方
に
駈
り
ゆ
く
か
と
見
れ
ば
。

庭
を
め
ぐ
り
て
躍
り
く
る
ひ
。
遂
に
疲
れ
ふ
し
て
起
来
ら
ず
。
夜
明
て
朝
日
の
さ
し
出
ぬ
れ
ば
。
酒
の
醒
た
る
ご
と
く
に
し
て
。

禅
師
が
も
と
の
所
に
在
す
を
見
て
。
只
あ
き
れ
た
る
形
に
も
の
さ
へ
い
は
で
。
柱
に
も
た
れ
長
嘘
を
つ
ぎ
て
黙
し
ゐ
た
り
け
る
。

禅
師
ち
か
く
す
ゝ
み
よ
り
て
。
院
主
何
を
か
歎
き
給
ふ
。
も
し
飢
給
ふ
と
な
ら
ば
野
僧
が
肉
に
腹
を
み
た
し
め
給
へ
。
あ
る
じ
の

僧
い
ふ
。
師
は
夜
も
す
が
ら
そ
こ
に
居
さ
せ
た
ま
ふ
や
。
禅
師
い
ふ
。
こ
ゝ
に
あ
り
て
ね
ふ
る
事
な
し
。
あ
る
じ
の
僧
い
ふ
。
我

あ
さ
ま
し
く
も
人
の
肉
を
好
め
ど
も
。
い
ま
だ
仏
身
の
肉
味
を
し
ら
ず
。
師
は
ま
こ
と
に
仏
な
り
。
鬼
畜
の
く
ら
き
眼
を
も
て
。

活
仏
の
来
迎
を
見
ん
と
す
る
と
も
。
見
ゆ
べ
か
ら
ぬ
理
な
る
か
な
。
あ
な
た
ふ
と
ゝ
頭
を
低
て
黙
し
け
る
。

　

快
庵
の
徳
の
高
さ
に
感
銘
を
受
け
た
院
主
は
、
自
身
の
救
済
を
求
め
る
。
果
た
し
て
、
快
庵
は
院
主
に
自
ら
の
青
頭
巾
を
か
ぶ
ら
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せ
、
証
道
歌
の
二
句
の
解
釈
を
課
題
に
し
て
去
る
。
一
年
後
、
快
庵
が
大
中
寺
を
訪
れ
る
と
、
院
主
は
か
細
い
声
で
証
道
歌
を
唱
え
て

い
る
。
快
庵
が
一
喝
し
て
禅
杖
で
打
ち
据
え
る
と
、「
忽
氷
の
朝
日
に
あ
ふ
が
ご
と
く
き
え
う
せ
て
。
か
の
青
頭
巾
と
骨
の
み
ぞ
草
葉

に
と
ゞ
ま
り
け
る
。」
院
主
の
体
は
氷
が
打
ち
砕
か
れ
る
よ
う
に
消
え
、
青
頭
巾
の
み
が
残
っ
た
。

　
「
蛇
性
の
婬
」
同
様
、
愛
情
に
執
着
し
た
こ
と
か
ら
、
人
が
鬼
に
変
化
し
た
物
語
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
物
語
に
共
通
す
る
の
は
、

彼
ら
は
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
の
、
人
間
世
界
の
ル
ー
ル
や
正
常
な
領
域
を
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
様
々

な
怪
異
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

最
後
の
作
品
は
「
貧
福
論
」
で
あ
る
。

　

蒲
生
家
に
仕
え
る
岡
左
内
と
い
う
武
士
は
、「
い
と
偏
固
」
な
性
格
で
、
金
銭
を
集
め
る
事
を
大
変
好
み
、
富
貴
に
な
る
こ
と
を
願

う
心
が
世
間
一
般
の
武
士
と
は
違
っ
て
強
か
っ
た
。
あ
る
夜
、
左
内
の
元
に
黄
金
の
精
霊
が
訪
れ
る
「
其
夜
左
内
が
枕
上
に
人
の
来
た

る
音
し
け
る
に
。
目
さ
め
て
見
れ
ば
。
燈
台
の
下
に
。
ち
い
さ
げ
な
る
翁
の
笑
を
ふ
く
み
て
座
れ
り
。
…
…
翁
い
ふ
。
か
く
参
り
た
る

は
魑
魅
に
あ
ら
ず
人
に
あ
ら
ず
。
君
が
か
し
づ
き
給
ふ
黄
金
の
精
霊
な
り
」。
黄
金
の
精
霊
は
、
日
ご
ろ
の
金
銭
へ
の
誤
解
の
鬱
憤
を

話
し
出
す
。
経
済
の
道
は
国
家
経
営
の
道
で
あ
る
事
。
近
頃
の
武
士
は
清
貧
を
尊
重
す
る
余
り
、
こ
の
こ
と
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
な

ど
。
そ
し
て
、
左
門
が
貪
欲
な
不
徳
の
人
に
金
が
集
ま
る
由
縁
を
訪
ね
る
と
、
金
銭
は
無
情
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
大
切
に
す
る
者

に
、
集
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
モ
ラ
ル
如
何
は
関
係
な
い
こ
と
を
教
え
る
。

　

こ
の
物
語
は
、
岡
左
内
と
黄
金
の
精
霊
と
の
金
銭
を
め
ぐ
る
対
話
と
い
う
形
式
を
と
り
、
経
済
論･

金
銭
論
を
展
開
し
て
い
る
。
怪

異
と
言
う
の
は
、
甚
だ
金
銭
の
精
霊
が
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
一
点
で
あ
り
、
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
は
一
切
な
い
。「
数
言
興
尽

て
遠
寺
の
鐘
五
更
を
告
る
。
夜
既
に
曙
ぬ
。
別
れ
を
給
ふ
べ
し
。
こ
よ
ひ
の
長
談
ま
こ
と
に
君
が
眠
り
を
さ
ま
た
ぐ
と
。
起
て
ゆ
く
や
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う
な
り
し
が
。
か
き
消
て
見
え
ず
な
り
に
け
り
。」
最
後
に
は
、
大
変
楽
し
そ
う
に
、
眠
り
を
妨
げ
た
事
を
詫
び
て
居
な
く
な
る
。
何

ら
人
間
と
変
わ
ら
な
い
感
覚
を
も
っ
て
い
る
、
精
霊
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
話
も
他
の
二
作
品
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
世
の

ル
ー
ル
と
は
異
な
る
感
覚
や
思
考
を
知
ら
し
め
て
い
る
。
大
凡
、
普
通
の
人
間
に
は
思
い
つ
か
な
い
よ
う
な
理
論
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
に
、「
異
類
」
と
い
う
怪
異
の
特
色
が
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

六

　

こ
こ
ま
で
『
雨
月
物
語
』
の
怪
異
表
現
を
三
種
類
に
分
け
、
表
現
す
る
内
容
と
そ
の
形
式
が
関
係
す
る
か
如
何
を
考
察
し
て
き
た
。

『
雨
月
物
語
』
に
最
も
多
い
怪
異
で
あ
る
「
死
霊
」
は
、
主
に
怨
恨
や
怒
り
を
表
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
恨
み
と
い
う
の
も
、
崇

徳
院
の
よ
う
に
激
し
く
も
悲
し
い
怨
恨
で
あ
っ
た
り
、
宮
木
の
よ
う
に
愛
お
し
い
恨
み
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
激
し
く
も
悲
し
い
怨
恨

で
あ
っ
て
も
、
磯
良
の
恨
み
は
、
崇
徳
院
と
は
ま
た
異
な
る
様
相
を
も
つ
。
人
間
の
抱
く
複
雑
な
恨
み
や
怒
り
を
、「
死
霊
」
と
い
う

媒
介
を
駆
使
し
、
様
々
な
意
味
合
い
や
色
調
で
各
作
品
そ
れ
ぞ
れ
に
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
生
霊
」
は
、
自
分
の
感
情
や
思

考
を
持
ち
つ
つ
他
の
体
に
取
り
憑
く
事
に
よ
り
、
他
の
環
境
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
他
人
を
理
解
す
る
事
に
も
つ
な

が
る
表
現
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
の
「
異
類
」
は
、
恨
み
や
怒
り
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
な
が
ら
、
人
間
の

ル
ー
ル
に
従
え
な
い
、
ま
た
は
そ
の
ル
ー
ル
の
外
で
生
活
を
せ
ざ
る
得
な
い
存
在
、
そ
し
て
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
社
会
の
常
識
や

モ
ラ
ル
と
は
別
の
視
点
を
投
げ
か
け
る
存
在
と
し
て
、
秋
成
は
登
場
さ
せ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

　

つ
ま
り
、
秋
成
は
人
間
の
感
情
、
思
念
な
ど
の
心
の
変
化
や
動
き
を
表
現
す
る
に
、
怪
異
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
心
象
風
景

を
み
え
や
す
く
す
る
こ
と
を
考
え
た
。
ま
た
自
分
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
る
こ
と
に
対
し
て
、
他
の
視
点
や
視
角
を
持
っ
て
見
つ
め
直

す
こ
と
も
、
怪
異
を
物
語
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
易
な
表
現
が
可
能
に
な
る
。
唯
物
論
者
は
、
霊
界
は
見
え
な
い
か
ら
存
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（
1
）　

浅
野
三
平
著
「
解
説　

執
着
―
―
上
田
秋
成
の
生
涯
と
文
学
」（『
雨
月
物
語　

癇
癪
談
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
第
二
十
二
回
、
新
潮
社
、
一
九
七
九

年
）
二
四
八
頁
。

（
2
）　

同
左
。

（
3
）　

鷲
山
樹
心
著
『
秋
成
文
学
の
思
想
』
法
蔵
館
、
一
九
七
九
年
、
四
〇
頁
。

（
4
）　

同
左
。

（
5
）　

高
田
衛
校
注
・
訳
『
雨
月
物
語
』（『
英
草
子　

西
山
物
語　

雨
月
物
語　

春
雨
物
語
』
小
学
館
、
一
九
九
三
年
）
三
三
四
頁
。

（
6
）　

鵜
月
洋
著
『
雨
月
物
語
評
釈
』
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
、
五
一
頁
。

（
7
）　

同
左
、
五
九
頁
。

（
8
）　

同
注
６
五
九
頁
。

（
9
）　

同
注
６
同
注
６
、
三
八
三
頁
。

（
10
）　

同
注
６
三
七
三
頁
。

（
11
）　

同
注
３
、
二
九
二
頁
。

『
雨
月
物
語
』
の
原
文
は
、
中
村
幸
彦
代
表
編
『
上
田
秋
成
全
集　

第
七
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
に
拠
っ
た
。

『
胆
大
小
心
録
』
の
原
文
は
、
中
村
幸
彦
代
表
編
『
上
田
秋
成
全
集　

第
九
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
に
拠
っ
た
。

 

―
な
か
た　

わ
か
ば
・
東
洋
大
学
法
学
部
教
授
―

在
し
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
人
間
の
内
面
・
心
と
い
う
も
の
も
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
見
え
な
い
け
れ
ど
も
確
か
に
存
在
す
る
。

そ
れ
は
霊
界
と
同
じ
で
あ
る
。
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