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松
浦
宮
物
語
の
方
法

一　
唐
后
の
戦
略

宇
文
会
の
軍
勢

「
三
万
人
ば
か
り
」
を
挟
み
撃
ち
に
す
る
と
い
う
唐
后

の
戦
略
に
よ
り
、
弁
少
将
は
武
器
も
持
た
な
い
遣
唐
使
の
日
本
人
と
、
兵

士
と
を
あ
わ
せ
て
わ
ず
か

「
五
六
十
人
ば
か
り
」
を
引
き
連
れ
、
命
に
背

く
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
、
悲
し
い
思
い
を
し
な
が
ら
も
と
来
た
山
道
を

引
き
返
す
の
で
あ

っ
た
。
文
皇
帝
の
死
、
そ
の
後
に
勃
発
し
た
皇
帝
弟
燕

王
の
反
乱
、
弁
少
将
な
ど
日
本
人

一
行
は
唐
后
や
太
子
と
行
動
を
と
も
に

せ
ざ
る
を
得
ず
、
長
安
を
捨
て
て
遠
い
蜀
山
を
め
ざ
し
、
剣
閣
の
険
し
い

山
岳
地
帯
で
追
討
軍
の
魔
手
か
ら
逃
れ
よ
う
と
い
う
算
段
で
あ

っ
た
。
し

か
し
、
も
く
ろ
み
通
り
に
は
い
か
な
い
も
の
で
、
従

っ
た
者
た
ち
も
途
中

で
脱
落
し
た
り
姿
を
隠
す
な
ど
し
て
し
ま
い
、
今
で
は
都
か
ら
行
動
を
と

も
に
し
た
人
数
の
半
分
に
も
満
た
な
い
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
す
ぐ
近
く
ま

で
迫
っ
た
燕
王
軍
に
ど
の
よ
う
に
立
ち
向
か
う
の
か
、
人
々
は
考
え
る
気

力
も
す
っ
か
り
な
く
な
り
、
と
り
わ
け
宇
文
会
は

「人
の
形
に
し
て
虎
の

心
」
（１
）が
ぁ
り
、

「向
か
ふ
と
こ
ろ
の
力
山
を
抜
き
、
射
つ
る
矢
石
を

伊

井

　

春

樹

通
る
、
た
と
ひ
戦
の
た
け
ひ
と
し
く
と
も
、
人
の
力
向
か
ふ
べ
き
に
あ
ら

ず
」
と
さ
れ
る
勇
猛
な
大
将
軍
だ
け
に
、
官
軍
方
は
方
途
も
な
く
窮
し
て

ま
ど
う
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
救
っ
た
の
が
唐
后
の
果
敢
な
決
断
で
、

「
広
き
野
中
に
て
挑
み
戦
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
す
み
や
か
に
過
ぎ
つ
る
山

に
帰
り
入
り
て
、
か
れ
が
い
く
さ
の
行
き
過
ぎ
む
う
し
ろ
を
襲
ひ
て
、
前

う
し
ろ
に
声
を
あ
は
せ
て
、
心
よ
く
戦
ひ
て
同
じ
ち
り
灰
と
も
な
ら
む
ば

か
り
ぞ
」

（只
）
と
、
野
中
の
戦
闘
で
あ
れ
ば
勝
敗
の
帰
趨
は
明
ら
か
で

あ
る
た
め
、
山
中
で
敵
軍
の
背
後
に
ま
わ
り
、
前
後
で
関
の
声
を
あ
げ
、

戦
う
だ
け
戦
い
、
そ
れ
で
負
け
れ
ば
玉
砕
す
る
ば
か
り
だ
、
と
い
う
の
で

あ
る
。

唐
后
に
は
、
前
後
か
ら
襲
う
と
い
う
奇
襲
戦
法
の
ほ
か
に
、
も
う

一
つ

別
の
成
算
が
あ
っ
た
。
宇
文
会
は

「
は
か
り
ご
と
お
ろ
か
に
、
つ
は
も
の

を
用
ひ
る
事
か
ろ
が
ろ
し
」
と
唐
后
が
断
ず
る
よ
う
に
、
知
謀
に
欠
け
、

兵
士
の
扱
い
を
疎
略
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
戦
い
に
お
い
て
戦
略
は

そ
の
成
否
を
ほ
ぼ
決
め
か
ね
な
い
し
、
集
団
戦
に
な
る
と

一
人
の
武
将
の

力
な
ど
無
に
等
し
い
こ
と
な
ど
は
、
定
家
に
近
い
時
代
の
源
平
の
争
い
で



も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
謀
が
な
く
、
統
率
力
も
な
い
宇
文
会
な
ら
ば
、
前

後
か
ら
の
思
い
が
け
な
い
反
撃
に
味
方
の
軍
勢
が
混
乱
す
る
と
、
自
分
の

力
を
頼
み
に
し
て
全
面
に
出
て

一
人
で
戦
う
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
ギ
文
会

さ
え
討
伐
で
き
れ
ば
、
大
軍
と
は
い
え
後
は
自
壊
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

し
、
そ
れ
は

「
か
な
ら
ず
そ
の
心
ざ
し
を
失
ひ
つ
べ
し
」
と
す
る
よ
う
に
、

彼
の
野
望
を
断
つ
こ
と
も
で
き
る
と
、
こ
こ
で
唐
后
は
大
胆
な
予
測
を
立

て
た
の
で
あ
る
。
宇
文
会
が
抱
い
て
い
た
と
い
う

「
心
ざ
し
」
と
は
何
な

の
か
、
太
子
や
唐
后
の
旧
勢
力
を
滅
ぼ
し
、
新
た
に
燕
王
を
皇
帝
に
即
位

さ
せ
る
と
い
う
働
き
を
め
ざ
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
後
に
唐

后
の
日
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

唐
后
は
輿
の
傍
ら
に
弁
少
将
を
呼
び
寄
せ
、
故
皇
帝
に
よ
る
恩
顧
の
あ

っ
た
こ
と
を
説
き
、

「
過
ぎ
た
ま
ひ
に
し
の
こ
り
の
恩
を
忘
れ
ず
は
、
今

夜
せ
め
き
た
る
を
あ
ひ
防
ぐ
は
か
り
ご
と
を
め
ぐ
ら
し
て
、
は
げ
み
戦
ふ

べ
し
」
と
の
泣
き
な
が
ら
の
懇
願
に
、
彼
は
こ
の
事
態
に
及
ん
で
今
さ
ら

逃
れ
る
手
立
て
と
て
な
く
、
弓
矢
の
こ
と
も
知
ら
な
い
な
が
ら
、

「
国
の

恩
を
報
ず
」
る
た
め
に
わ
ず
か
の
兵
を
率
い
て
山
道
を
引
き
戻
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
敵
軍
の
背
後
か
ら
攻
撃
を
す
る
た
め
と
は
い
え
、
武
将
で

も
な
い
十
七
歳
に
す
ぎ
な
い
弁
少
将
が
、
名
を
聞
く
だ
け
で
も
震
え
あ
が

る
ほ
ど
お
そ
ろ
し
い
宇
文
会
と
対
決
す
る
た
め
、
命
を
賭
し
て
赴
く
と
い

う
、
物
語
で
は
い
よ
い
よ
緊
迫
し
た
場
面
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
あ
た
り
に
は
、
あ
る
い
は
十
七
歳
の

「
容
顔
誠
に
美
麗
」
な
る
敦
盛
が
、

熊
谷
直
実
の
手
に
か
か
っ
て
最
期
を
と
げ
た
悲
壮
な
話
が
重
ね
ら
れ
て
い

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

追
い
詰
め
ら
れ
た
状
況
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
任
務

で
あ
り
な
が
ら
皇
帝
の
恩
義
を
持
ち
出
し
て
ま
で
遠
来
の
若
い
客
人
に
託

し
た
と
い
う
の
は
、
無
謀
の
謗
り
を
免
れ
な
い
に
し
て
も
、
唐
后
に
は
密

か
な
確
信
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
は
、
日
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
も
の
の
、
弁
少
将
は
宇
文
会
と
の
対
決
に
勝
利
を
納
め
る
と
い
う
確
か

な
予
測
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
は
、
死
を
前
に
し
て

「
あ
ら
ぬ

国
の
人
と
し
て
、
あ
ひ
み
る
日
数
す
く
な
け
れ
ど
、
汝
は
か
な
ら
ず
ひ
と

た
び
は
国
を
た
ひ
ら
ぐ
べ
き
相
あ
り
」
と
予
言
し
、

「
か
な
ら
ず
こ
の
よ

し
を
忘
れ
ず
、
我
が
こ
と
ば
を
そ
む
く
べ
か
ら
ず
」
と
厳
命
し
た
が
、
す

で
に
こ
の
後
の
弁
少
将
の
進
む
べ
き
道
を
す
べ
て
知
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

自
分
の
死
後
に
訪
れ
る
燕
王
の
反
乱
、
そ
れ
を
平
定
し
て
ふ
た
た
び
治
安

を
取
り
戻
す
の
が
弁
少
将
の
課
せ
ら
れ
た
運
命
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と

が

「命
あ
や
ぶ
み
な
く
し
て
、
か
な
ら
ず
も
と
の
国
に
帰
る
べ
し
」
と
す

る
、
生
き
て
日
本
に
帰
れ
る
道
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
唐
后
も
同
じ
認
識

を
持

っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
弁
少
将
が
拒
否
で
き
な
い
よ
う
に
、
あ
え
て

皇
帝
の
恩
義
を
持
ち
出
し
て
ま
で
、
背
後
か
ら
の
攻
撃
に
赴
か
せ
た
の
で

あ
る
。
敵
軍
を
攪
乱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
ら
ず
や
宇
文
会
は

一
人

前
面
に
躍
り
出
る
は
ず
で
、
そ
う
な
る
と
弁
少
将
と
対
峙
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
る
。

唐
后
は
弁
少
将
に

「
和
国
は
つ
は
物
の
国
と
し
て
、
ち
ひ
さ
け
れ
ど
も

神
の
ま
も
り
つ
よ
く
、
人
の
心
か
し
こ
か
ん
な
り
。
こ
と
な
る
は
か
り
事

を
い
だ
し
、
ち
か
ら
を
尽
く
せ
」
と
、
戦
い
に
あ
た
っ
て
の
一
つ
の
示
唆

を
与
え
る
。
彼
は
失
わ
れ
た
記
憶
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
よ
う
に
、
皇
帝
か



ら
は
世
を
泰
平
に
す
る
相
が
あ
る
と
言
及
さ
れ
、
后
か
ら
は
神
の
加
護
の

あ
る
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
る
。
皇
帝
に
し
て
も
、
唐
后
に
し
て
も
自
ら

直
接
手
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
の
代
り
の
働
き
を
日
本
の

弁
少
将
が
果
た
す
運
命
に
あ
る
こ
と
を
す
べ
て
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

宇
文
会
が
い
ず
れ
は
滅
ぶ
に
し
て
も
、
弁
少
将
自
身
が
反
乱
の
鎮
圧
の
た

め
に
直
接
行
動
し
な
い
か
ぎ
り
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
起
こ
る

べ
き
運
命
を
皇
帝
や
后
が
教
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
す
る
の
が
作

者
が
描
い
た
人
物
造
型
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
か
じ
め
予
定
さ
れ
た

運
命
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
ら
が
き
り
ひ
ら
く
と

こ
ろ
に
訪
れ
る
と
す
る
、
源
氏
物
語
で
の
運
命
感
と
軌
を

一
つ
し
て
い
る

と
も
い
え
る
。

弁
少
将
は
自
己
の
運
命
を
自
党
し
な
い
ま
ま
、
暗
潜
た
る
思
い
で
、
千

人
も
の
官
軍
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ず
か
五
、
六
十
人
の
手
勢
を

引
き
連
れ
、

「
わ
が
本
国
の
仏
神
を
」
念
じ
な
が
ら
先
に
立
っ
て
深
い
山

道
を
戻
っ
て
い
く
が
、
こ
の
仏
神
へ
の
祈
り
は
唐
后
の
示
唆
に
よ
る
と
こ

ろ
で
、
ま
さ
に
そ
れ
に
感
応
す
る
よ
う
に
後
に
住
吉
の
神
の
効
験
が
現
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
弁
少
将
は
皇
帝
や
后
の
予
知
し
た
運
命
の

糸
に
操
ら
れ
て
行
動
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
く
、
こ
こ
に
は
梅
の
里
の

女
性

（唐
后
）
と
の
逢
瀬
の
よ
う
に
、
彼
の
強
い
意
志
は
見
ら
れ
な
い
。

運
命
と
い
え
ば
、
華
陽
公
主
と
の
出
会
い
も
そ
う
で
、
こ
の
宇
文
会
と
の

戦
い
と
の
二
つ
に
お
い
て
は
、
弁
少
将
に
と
っ
て
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に

不
可
避
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。

敵
の
後
方
に
陣
を
布
い
た
弁
少
将
は
、
夜
の
明
け
る
と
と
も
に
蜂
の
煙

に
呼
応
し
て
山
か
ら
駈
け
下
る
と
、
相
手
方
は
奇
襲
に
あ
わ
て
ふ
た
め
き
、

海
に
向
っ
て
逃
げ
ま
ど
い
、
倒
れ
伏
す
な
ど
の
混
乱
状
態
に
陥
る
。
こ
の

後
は
唐
后
が
予
測
し
た
通
り
の
展
開
で
、
宇
文
会
は
前
方
に
出
現
し
た
官

軍
の
大
将
軍
を
目
に
す
る
や
す
ぐ
さ
ま
走
り
よ
っ
て
首
を
打
ち
落
と
し
、

「
う
し
ろ
の
方
に
す
ぐ
れ
て
弓
射
る
者
あ
り
」
と
聞
く
と
走
り
戻

っ
て
戦

い
、
軍
勢
が
混
乱
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
力
を
自
負
す
る
だ
け
に
奮
闘
の
た

め
か
け
ず
り
ま
わ
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の

「す
ぐ
れ
て
弓
射

る
者
」
と
は
弁
少
将
を
指
し
て
お
り
、
彼
は
宇
文
会
と
見
る
と

「
引
き
ま

う
け
た
る
矢
に
て
、
鎧
の
開
き
間
を
射
る
に
」
と
、
か
な
り
の
活
躍
を
し

て
い
た
こ
と
を
知
る
。
弁
少
将
は

「本
国
に
し
て
弓
矢
の
向
か
へ
る
方
を

知
ら
ざ
り
き
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
弓
矢
の
扱
い
方
（
２
）さ
え
も
知
ら
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
ば
に
は
岨
館
が
あ
る
し
、
鎧
の
間
を
狙
う
と
い
う
の

は
か
な
り
練
達
し
た
武
将
を
連
想
さ
せ
る
。
弁
少
将
で
あ
り
な
が
ら
、
す

で
に
住
吉
の
神
の
加
護
に
よ
っ
て

一
人
の
兵
士
に
変
身
し
た
姿
に
な
っ
て

い
た
た
め
で
、
こ
れ
は
す
ぐ
後
に
出
現
す
る
神
兵
そ
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
神
の
力
に
よ
っ
て
も
、
弁
少
将
の
射
る
矢
は
宇
文
会
の
鎧
を
通

す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

宇
文
会
は
す
こ
し
も
ひ
る
む
こ
と
な
く
、
太
刀
を
引
き
抜
き
、
兵
士
七
、

八
人
と
と
も
に
馬
の
轡
を
並
べ
て
弁
少
将

一
人
に
向
っ
て
く
る
。
弓
矢
で

は
効
果
が
な
い
と
知
っ
た
弁
少
将
は
、
自
分
も
太
刀
を
抜
い
て
対
す
る
も

の
の
、
宇
文
会
は
も
は
や
相
手
の
命
は
手
中
に
収
め
た
と
ば
か
り
襲
い
か

か
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
奇
跡
が
起

っ
た
の
で
あ
る
。

一
人
と
見
つ
る
左
右
に
、
形
、
姿
、
馬
、
鞍
ま
で
、
た
だ
同
じ
さ
ま

-3-



な
る
人
四
人
、
た
ち
ま
ち
に
い
で
き
ぬ
る
に
、
た
け
き
心
も
し
ば
し

と
ど
こ
ほ
り
て
、
見
さ
だ
め
て
う
た
む
と
す
る
に
、
た
だ
同
じ
さ
ま

な
る
人
ま
た
五
人
、
宇
文
会
が
後
ろ
に
は
せ
か
け
て
、　
盆
こ

宇
文
会
に
と
っ
て
弁
少
将
な
ど
ひ
と
た
ま
り
も
な
い
も
の
と
、
太
刀
を

ふ
り
あ
げ
て
切
り
か
か
ろ
う
と
す
る
と
、　
一
人
と
見
て
い
た
は
ず
の
弁
少

将
の
左
右
に
寸
分
た
が
わ
ぬ
四
人
の
姿
が
、
同
じ
鞍
を
置
い
た
馬
に
乗

っ

て
出
現
し
、
さ
ら
に
背
後
に
も
五
人
か
け
つ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
九
人

の
弁
少
将
が
、
宇
文
会
と
七
人
の
手
下
を
、

「太
刀
抜
き
た
る
右
の
方
よ

り
、
竹
な
ど
を
う
ち
割
る
や
う
に
、
馬
、
鞍
ま
で
一
刀
に
割
り
裂
き
つ
る
」

と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
滅
ぼ
す
始
末
で
、
そ
の
す
さ
ま
じ
さ
に
敵
の
軍
勢
は

も
は
や
敵
対
す
る
気
力
を
失
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
唐
后
の
計
略
と
弁
少
将
の
働
き
に
よ
り
、
官
軍
は
宇

文
会
の
追
討
軍
を
打
ち
破
り
、
援
軍
も
得
て
ふ
た
た
び
長
安
の
都
に
戻
り
、

燕
王
を
逆
に
反
撃
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
少
将
は
木
の
も

と
に
臥
し
て
い
て
夢
を
見
、

「
波
の
ほ
か
き
し
も
せ
ざ
ら
む
郷
な
が
ら
我

が
国
人
に
た
ち
は
離
れ
ず
」
と
の
日
本
の
神
の
託
宣
歌
を
聞
き
、
現
実
に

甲
冑
、
物
の
具
、
馬
の
鞍
に
い
た
る
ま
で
授
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
じ
め
て
弁
少
将
は
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
甲
胃
な
ど
を
身
に
す
る
の
だ

ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
宇
文
会
を
滅
ぼ
し
た
折
は
ど
の
よ
う
な
い
で
立
ち
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
も
同
じ
馬
と
鞍
の
九
人
が
加
勢
し
て
い
る

た
め
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
神
の
使
い
と
し
て
の
兵
士
だ
っ
た
は
ず
で
、
順

序
と
し
て
は
宇
文
会
と
の
戦
い
の
前
に
夢
は
位
置
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た

か
。
長
安
の
都
門
を
守
る
燕
王
軍
の
胡
兵
は
、
長
い
鉾
と
毒
矢
で
防
ぎ
戦

お
う
と
す
る
お
ぞ
ま
し
さ
に
、
官
軍
が
恐
れ
を
な
し
て
ひ
る
む
と
み
る
と
、

弁
少
将
は

一
人
軍
勢
か
ら
離
れ
て
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
矢
を
話
つ
と
、
固

め
の
厚
い
板
は
本
の
葉
の
よ
う
に
貫
き
通
り
、

「色
も
姿
も
変
ら
ぬ
人
々
」

が
こ
こ
で
も
出
現
し
て
敵
軍
を
撃
退
し
、
九
人
が
門
を
乗
り
越
え
て
う
ち

滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
三
度
に
わ
た
る
神
兵
の
働
き
に
よ
っ
て
、

皇
帝
死
後
の
国
内
の
混
乱
は
平
穏
を
と
り
も
ど
し
た
わ
け
で
、
こ
れ
も
ひ

と
え
に
予
想
を
越
え
た
弁
少
将
の
勇
猛
果
敢
な
活
躍
に
よ
る
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

一
一　
唐
后
の
告
白

正
三
位
大
納
言
橘
冬
明
と
明
日
香
皇
女
と
の
間
に
生
ま
れ
、

「
か
た
ち

人
に
す
ぐ
れ
、
心
た
ま
し
ひ
世
に
た
ぐ
ひ
な
く
」
成
長
し
た
弁
少
将
が
、

弓
矢
の
こ
と
も
知
ら
な
い
と
述
べ
な
が
ら
も
、
宇
文
会
の
背
後
に
回
っ
て

は

「す
ぐ
れ
て
弓
射
る
者
あ
り
」
と
恐
れ
ら
れ
、
都
門
の
胡
兵
に
対
し
て

は
わ
ざ
わ
ざ

一
人
離
れ
て
弓
を
射
る
と
い
う
、
ま
さ
に
神
業
と
し
か
考
え

ら
れ
な
い
よ
う
な
戦
い
ぶ
り
を
示
す
。
し
か
も
、
同
じ
姿
の
九
人
が
行
動

を
と
も
に
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は

一
向
に
そ
れ
を
不
思
議
と
も
思

わ
ず
、
当
然
の
よ
う
に
受
け
入
れ
、
敵
軍
を
倒
す
こ
と
に
奮
戦
し
、
後
は

ふ
た
た
び
華
陽
公
主
に
続
い
て
の
梅
里
の
女
と
の
恋
に
心
を
砕
き
、
す

っ

か
り
武
将
の
面
影
は

一
掃
さ
れ
て
し
ま
う
。
託
宣
歌
に

「我
が
国
人
に
た

ち
は
離
れ
ず
」
と
、
神
の
加
護
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
け
に
、
彼
は
拝
受



し
た
矢
を
敵
軍
に
向

っ
て
堂
々
と
射
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
彼
の

身
に
神
が
ま
さ
に
乗
り
移
っ
て
霊
力
が
与
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
宇
文
会
と
の
戦
い
に
お
い
て
も
す
で
に
同
じ
現
象
だ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
彼
は
動
乱
を
平
定
す
る
と
い
う
任
務
が
与

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
間
は
前
後
で
描
写
さ
れ
る
弁
少
将
で
は

な
く
な
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

唐
后
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
宇
文
会
は

「
身
の
力
あ
め
の
下
に
並

び
な
く
、
心
、
虎
、
狼
の
ご
と
し
。
も
は
ら
に
天
下
を
の
む
心
を
さ
し
は

さ
め
る
に
よ
り
て
、
御
門
、
官
位
を
さ
づ
け
た
ま
は
ず
、
近
づ
け
つ
か
ひ

た
ま
は
ざ
り
き
」
と
、
く
ら
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
の
檸
猛
な
心
を
持
ち
、

天
下
を
奪
い
取
ろ
う
と
虎
視
眈
眈
と
狙
っ
て
い
た
だ
け
に
、
そ
れ
と
知
っ

た
皇
帝
も
官
位
を
授
け
ず
、
近
臣
と
し
て
仕
え
さ
せ
も
し
な
か
っ
た
の
だ

と
い
う
。
燕
王
の
反
乱
を
そ
そ
の
か
し
、
や
が
て
は
本
性
を
現
わ
す
は
ず

だ
っ
た
と
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
こ
そ
が
か
つ
て
唐
后
が
弁
少
将
に
述
べ
た

宇
文
会
の
野
望
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
唐
后
は
、

「
そ
の
身
の
冥
の
助
け
あ

り
て
、
日
の
前
に
あ
ら
は
れ
た
る
鬼
神
の
力
た
ち
そ
ひ
て
、
た
だ
人
の
な

ら
ひ
に
こ
と
な
る
は
、
国
津
神
の
従
ひ
守
り
、
待
ち
迎
へ
た
ま
ふ
心
の
深

き
に
よ
る
ゆ
ゑ
な
り
」
と
、
弁
少
将
が
常
人
と
は
異
な
る
活
躍
を
し
た
の

も
、
仏
神
の
冥
加
に
よ
っ
て
鬼
神
の
力
が
加
わ
っ
た
た
め
で
、
国
津
神
の

守
り
と
い
う
の
は
彼
の
帰
国
を
待
つ
心
が
深
い
た
め
だ
と
説
き
明
か
す
。

こ
の
よ
う
に
、
唐
后
は
宇
文
会
討
伐
に
い
た
る
背
景
を
少
し
ず
つ
語
る
も

の
の
、
弁
少
将
は
ま
だ
自
分
の
置
か
れ
た
立
場
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。

唐
后
が
、
宇
文
会
と
の
戦
い
の
真
の
意
味
を
弁
少
将
に
打
ち
明
け
た
の

は
、
帰
国
も
迫
っ
た
六
月
十
日
の
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
梅
の
里
の
女
と

唐
后
と
の
一
致
、
驚
愕
す
る
弁
少
将
、
し
か
し
ほ
ど
な
く
二
人
は
別
離
の

運
命
に
あ
る
だ
け
に
深
い
悲
し
み
の
淵
に
沈
む
の
だ
が
、
た
だ
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
契
る
仲
と
な
っ
た
の
か
、
そ
の
運
命
の
秘
密
を
彼
女
と
し
て
も
打

ち
明
け
ず
に
は
仏
罰
を
蒙
り
か
ね
な
く
、
こ
こ
か
ら
長
い
告
白
が
始
ま
る
。

宇
文
会
と
い
ひ
し
、
ま
こ
と
は
阿
修
羅
の
身
の
生
ま
れ
き
て
、
す
で

に
我
が
国
を
滅
ぼ
す
べ
き
時
い
た
れ
り
し
を
、
先
王
文
皇
帝
お
ぼ
し

嘆
き
し
あ
ま
り
、
玄
美
三
蔵
を
使
ひ
と
し
て
、
天
帝
に
た
び
た
び
う

れ
へ
申
し
た
ま
ひ
き
。
我
は
、
第
二
の
天
の
天
衆
に
て
、
さ
ら
に
下

界
に
下
る
べ
き
ゆ
ゑ
な
か
り
し
か
ど
、
天
帝
こ
の
こ
と
を
あ
は
れ
び

た
ま
ふ
に
よ
り
て
、
天
上
に
時
の
間
の
い
と
ま
を
た
ま
は
り
て
、
こ

の
国
に
生
を
う
け
て
、
乱
を
を
さ
め
、
国
を
お
こ
す
べ
き
御
使
ひ
に
、

下
り
き
た
り
。
こ
の
国
に
い
さ
さ
か
の
ゆ
ゑ
あ
る
に
よ
り
て
、
こ
の

こ
と
に
選
び
あ
て
ら
れ
し
か
ど
、
女
の
力
に
て
、
は
か
り
が
た
き
に

よ
り
、
そ
の
人
を
定
め
ら
れ
し
時
、
そ
こ
に
は
天
童
の
身
と
し
て
、

天
帝
の
御
前
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
を
、

「汝
、
我
が
弓
矢
を
た
ま
は
り
て
、

阿
修
羅
の
化
身
を
う
ち
く
だ
く
べ
き
」
よ
し
、
仰
せ
ら
れ
し
に
、
こ

の
国
に
い
さ
さ
か
も
縁
あ
る
人
な
く
、
ま
た
弓
矢
を
預
る
べ
き
所
な

く
て
、
和
国
の
住
吉
の
神
に
仰
せ
つ
け
ら
れ
し
な
り
。　
企
２
）

思
い
が
け
な
い
弁
少
将
の
運
命
で
あ
り
、
唐
后
と
の
結
び
つ
き
の
深
さ

を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
と
も
か
く
こ
こ
か
ら
次
の

よ
う
な
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。



①
宇
文
会
は
阿
修
羅
の
化
身
で
あ
り
、
唐
国
を
滅
ぼ
す
こ
と
を
た
く
ら

ん
で
い
た
。

②
そ
れ
を
知

っ
た
故
文
皇
帝
は
嘆
き
悲
し
み
、
阿
修
羅
の
野
望
を
阻
止

す
べ
く
、
玄
美
三
蔵
を
使
い
と
し
て
た
び
た
び
天
帝
に
訴
え
て
い
た
。

③
唐
后
は
、
実
は
第
二
天

（切
利
天
）
の
天
人
で
あ
り
、
本
来
は
地
上

に
下
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
天
帝
が
皇
帝
の
願
い
を
あ
わ

れ
に
思
い
、
少
し
の
間
だ
け
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
国
に
生
を
う
け
、

乱
を
鎮
め
、
国
を
盛
ん
に
す
る
た
め
に
下
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。

④
唐
后
は
女
人
で
あ
る
た
め
、
天
帝
は
近
仕
し
て
い
た
天
童
に
弓
矢
を

授
け
、
阿
修
羅
の
化
身
を
滅
ぼ
す
よ
う
に
と
下
さ
れ
た
の
が
弁
少
将

だ
と
い
う
。
し
か
し
、
天
童
は
唐
に
縁
故
が
な
く
、
弓
矢
を
預
け
る

所
も
な
か
っ
た
だ
け
に
、
日
本
の
住
吉
明
神
に
命
じ
て
託
し
た
の
だ

と
す
る
。

こ
れ
が
弁
少
将
と
宇
文
会
と
が
戦
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
背
景
で
、
唐

后
は
も
と
は
天
人
で
あ
る
と
の
記
憶
を
持

っ
て
い
た
だ
け
に
、
反
乱
の
勃

発
に

「
深
く
恐
れ
憂
ふ
」
必
要
も
な
く
、
都
か
ら
逃
避
し
た
と
は
い
え
、

天
帝
の
命
通
り
に
や
が
て
天
童
が
阿
修
羅
を
滅
ぼ
す
は
ず
だ
と
い
う
自
覚

を
し
て
い
た
。
た
だ
、
与
え
ら
れ
た
運
命
と
異
な
っ
た
の
は
、
天
人
で
あ

り
な
が
ら
、
愚
か
な
人
間
に
生
ま
れ
変

っ
た
だ
け
に
、
か
つ
て
同
じ
憫
利

天
の
天
童
と
い
う
よ
し
み
も
あ

っ
て
、
現
実
の
弁
少
将
に
心
を
寄
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
天
人
と
し
て
の
行
為
で
は
な
く
、
唐
后
と
い

う
人
間
の
本
性
が
ま
さ
っ
て
の
振
る
舞
い
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な

話
を
聞
く
に
つ
け
、
弁
少
将
は

「か
す
か
に
思
ひ
あ
は
す
る
か
た
は
し
も

い
で
く
る
に
や
」
と
、
遠
い
記
憶
が
呼
び
戻
さ
れ
た
よ
う
だ
と
す
る
も
の

の
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
そ
の
後
の
生
き
方
に
大
き
な
影
響
が
あ

っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
弁
少
将
は
自
分
の
与
え
ら
れ

た
任
務
と
運
命
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

唐
后
は
、

「我
お
ろ
か
に
い
や
し
き
女
の
身
、
い
と
け
な
き
よ
は
ひ
に

し
て
、
か
た
じ
け
な
く
か
し
こ
き
君
に
仕
う
ま
つ
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
、

身
に
あ
ま
る
位
に
そ
な
は
り
て
、
十
か
へ
り
の
春
秋
を
お
く
り
し
か
ど
」

（署
）
と
す
る
の
で
、
入
内
し
て
十
年
を
経
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

後
の
こ
と
ば
に
よ
る
と
、

「
五
官
中
郎
将
郵
無
忌
と
い
ひ
け
る
人
の
ひ
と

つ
む
す
め
、
十
三
に
て
宮
の
内
に
選
ば
れ
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
け
る
。
か
た
ち

の
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
に
よ
り
て
、
ほ
ど
な
く
位
を
す
す
め
て
、
十
七
に
て

后
に
た
ち
た
ま
へ
る
と
い
ふ
な
れ
ば
、
姉
お
と
と
な
ど
だ
に
お
は
せ
ず
」

（全
）
と
、
彼
女
の
父
は
郵
無
忌
、
十
三
歳
の
年
に
入
内
し
、
十
七
歳
で

立
后
、
宮
中
入
り
し
て
十
年
を
経
て
い
る
と
い
う
の
で
、
今
年
二
十
三
歳

で
あ
る
。
天
衆
か
ら
人
間
と
し
て
地
上
に
生
ま
れ
下
っ
た
の
は
二
十
三
年

前
、
か
ね
て
宇
文
会
で
あ
る
阿
修
羅
の
謀
反
を
知
っ
た
文
皇
帝
が
、
天
帝

に
そ
の
憂
い
を
し
ば
し
ば
訴
え
て
い
た
の
は
、
年
立
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
以

前
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

文
皇
帝
は
、
前
年
に
弁
少
将
が
入
京
し
て
対
面
し
た
折
に

「御
間
は
三

十
余
ば
か
り
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
た
め
、
阿
修
羅
の
危
機
を
感
知
し
て

い
た
の
は
十
歳
以
前
の
頃
、
天
帝
が
救
い
の
手
を
差
し
の
べ
て
天
衆
の
一

人
を
人
間
世
界
に
送
り
込
み
、
そ
の
成
長
を
待
っ
て
十
三
歳
で
入
内
さ
せ

る
と
い
う
運
び
に
な
っ
た
よ
う
で
、
皇
帝
は
二
十
歳
余
だ
っ
た
こ
と
に
な



る
。
そ
れ
か
ら
十
年
を
経
て
、
今
は
皇
帝
が
三
十
歳
余
、
唐
后
が
二
十
三

歳
と
な
る
の
だ
が
、
皇
帝
は
幼
い
時
に
即
位
し
、
聡
明
だ
っ
た
た
め
か
世

の
不
穏
な
状
態
を
早
く
か
ら
察
知
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
弁
少
将
は

今
年
十
八
歳
、
唐
后
と
は
五
歳
の
差
、
こ
の
二
人
の
密
通
は
、
藤
壺
中
宮

と
光
源
氏
と
の
関
係
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
で
、
ま
さ
し
く
若
紫
巻

で
の
密
通
事
件
は
藤
壺
二
十
三
歳
、
光
源
氏
十
八
歳
で
あ

っ
た
。

天
衆
は
切
利
天
か
ら
女
の
身
と
し
て
地
上
に
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
で
は
阿
修
羅
の
化
身
を
退
治
で
き
な
い
と
知
っ
た
天
帝
は
、
す
ぐ
さ

ま
第
二
の
候
補
者
を
探
し
た
よ
う
で
、
そ
れ
が
そ
ば
近
く
に
仕
え
る
天
童

だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
天
衆
は

「
時
の
間
の
い
と
ま
を
た
ま
は
り
て
」

と
人
間
に
生
ま
れ
た
の
だ
が
、
異
界
と
人
間
世
界
と
で
は
時
間
の
単
位
を

異
に
す
る
の
は

『竹
取
物
語
』
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
、
彼
女
は
与
え
ら

れ
た
任
務
を
終
え
れ
ば
す
ぐ
さ
ま
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
後
に

「
四
十
年
に
す
ぐ
ま
じ
き
を
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
天
上
で
の

「
時
の

間
」
は
人
間
世
界
で
は
四
十
歳
ま
で
の
寿
命
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
唐
后

と
し
て
の
天
衆
と
弁
少
将
と
が
同
年
で
な
か
っ
た
の
は
、
地
上
に
送
り
出

さ
れ
る
ほ
ん
の
少
し
の
ず
れ
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
彼
に
は
ま
た
別
の

任
務
も
帯
び
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
天
衆
は
、
弁
少
将
と
な
っ
た
天
童
と

力
を
あ
わ
せ
阿
修
羅
を
減
ぼ
し
て

「
乱
を
お
さ
め
」
、

「
国
を
お
こ
す
べ

き
」
使
い
と
し
て
の
役
割
が
賦
与
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
悲
し
い
こ
と
に

も
人
間
の
性
と
し
て
の
、
人
を
愛
す
る
心
が
生
じ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
の

が
こ
れ
ま
で
の
い
き
さ
つ
で
あ
る
。

〓
一　
宇
文
会
阿
修
羅
と
の
戦
い

弁
少
将
の

「鎧
の
あ
き
間
」
を
狙
っ
て
の
矢
に
も
ひ
る
む
こ
と
な
く
、

宇
文
会
は
太
刀
を
引
き
抜
い
て

「
伴
ふ
つ
は
も
の
七
八
人
も
ろ
と
も
に
」

取
り
囲
も
う
と
馬
を
向
け
て
襲
い
か
か
っ
て
く
る
。
天
帝
が
住
吉
明
神
に

預
け
て
い
た
と
い
う

「
甲
冑
を
は
じ
め
、
物
の
具
、
馬
、
鞍
」
な
ど
を
、

弁
少
将
が
夢
の
啓
示
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
の
は
こ
の
後
で
あ
り
、
そ
の

武
具
を
用
い
て
の
矢
に
よ
っ
て
都
門
を
守
る
胡
軍
を
滅
亡
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
た
。
す
る
と
、
宇
文
会
と
の
対
決
の
場
面
で
は
、
天
帝
か
ら
拝
領
し

た
弓
矢
は
ま
だ
手
も
と
に
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
代
り
別
の
方
法
に
よ

っ
て
彼
に
勝
利
を
与
え
よ
う
と
し
た
よ
う
で
、
そ
れ
が
影
武
者
と
も
い
う

べ
き
神
兵
の
出
現
で
あ

っ
た
。

こ
の
分
身
に
つ
い
て
、

『
明
月
記
』
の
正
治
元
年

（
一
一
九
九
）
九
月

十
二
日
条
に
記
し
た
式
子
内
親
王
女
房
信
濃
の
体
験
と
し
て
伝
え
る
奇
妙

な
話
に
依
拠
し
て
お
り
、
物
語
の
成
立
も
従
来
よ
り
も
後
の
正
治
元
年
以

降
に
な
る
こ
と
が
、
草
野
美
智
子
氏
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
（３
）。
こ
こ

で
は
成
立
に
関
し
て
の
論
議
は
措
く
と
し
て
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
記
事

は
確
か
に
注
目
に
値
し
よ
う
。
定
家
姉
の
竜
寿
御
前
か
ら
の
又
聞
き
な
の

だ
が
、
前
年
の
七
月
こ
ろ
、
女
房
信
濃
が
式
子
内
親
王
の
住
ま
う
大
炊
殿

の
東
の
車
寄
せ
に
あ
る
細
殿
で
実
見
し
た
こ
と
の
よ
う
で
、

「
同
形
寸
分

不
違
物
六
人
並
坐
」
し
て
い
た
と
い
う
。
女
房
は
恐
れ
を
な
し
て
答
え
な

か

っ
た
も
の
の
、

「其
容
体
物
様
」
を
問
い
詰
め
る
と
、

「非
法
師
、
非
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尼
、
非
女
、
非
児
之
由
称
之
」
と
い
う
こ
と
で
、

「
所
推
量
人
ヨ
リ
ハ
小

物
敷
」
と
判
断
す
る
。
定
家
の
姉
は
、

「
不
好
虚
言
、
働
所
信
受
也
」
と
、

嘘
を
つ
く
よ
う
な
女
房
で
は
な
い
だ
け
に
、
話
に
は
信
憑
性
が
あ
る
と
打

ち
明
け
た
次
第
で
あ
る
。
人
間
よ
り
も
少
し
小
さ
く
、
法
師
で
も
な
く
、

尼
で
も
な
く
、
女
で
も
な
く
、
子
供
で
も
な
く
、
し
か
も
同
じ
形
で
寸
分

違
わ
な
い
者
が
六
人
並
ん
で
座

っ
て
い
た
と
す
る
正
体
は
不
明
な
が
ら
、

定
家
は

「
今
聞
此
事
、
奇
而
猶
可
奇
」
と
強
い
感
心
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

た
だ
同
じ
姿
の
六
人
と
い
う
の
が
、
す
ぐ
さ
ま
弁
少
将
の
分
身
と
結
び
つ

く
も
の
か
ど
う
か
、
し
か
も
そ
れ
が
危
機
に
陥
っ
た
と
こ
ろ
に
出
現
し
て

助
け
る
と
い
う
構
想
に
ま
で
展
開
す
る
も
の
か
、
か
な
り
距
離
が
あ
る
よ

う
に
私
と
し
て
は
思
量
す
る
。

『大
鏡
』

（巻
六
）
に
よ
る
と
、
東
三
条
院
四
十
賀
に
お
い
て
、
頼
通

と
頼
宗
の
舞
を
評
し
て

「
ま
こ
と
に
こ
そ
、
ふ
た
と
こ
ろ
な
が
ら
、
こ
の

よ
の
人
と
は
み
え
さ
せ
給
は
で
、
天
童
な
ど
の
を
り
き
た
る
と
こ
そ
み
え

さ
せ
給
し
か
」
と
す
る
よ
う
に
、
天
童
は
し
ば
し
ば
こ
の
世
に
降
り
立
つ

も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
し
か
も
仏
法
守
護
の
も
と
で
人
の
危
難
を
救
う

こ
と
も
あ

っ
た
。

『今
昔
物
語
集
』
に
は
こ
う
い
っ
た
天
童
の
出
現
が
記

さ
れ
て
お
り
、
比
叡
山
の
僧
光
日
の
夢
に
は

「
天
童
八
人
出
来
テ
、
此
ノ

傍
二
経
ヲ
読
誦
ス
ル
僧
ヲ
礼
拝
シ
テ
、
香
ヲ
焼
キ
花
ヲ
散
シ
テ
舞
イ
遊
」

（巻
十
二
、
第
十
六
）
ん
だ
と
し
、
僧
長
円
も

「
八
人
ノ
童
子
有
り
」

（同
、
第
二
十

一
）
と
夢
に
見
、
い
ず
れ
も
浄
土
へ
の
導
き
と
み
な
し
て

い
る
。

『拾
遺
往
生
伝
』
（４
）
に
よ
る
と
、
大
僧
都
定
照
が
急
ぎ
の
こ
と

が
あ
っ
て
上
洛
し
よ
う
と
淀
河
で
舟
に
の
っ
た
と
こ
ろ
、
激
し
い
波
と
風

に
翻
弄
さ
れ
、

「衆
人
驚
怖
」
す
る
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
が
、

「
時
に
天
童

十
許
人
、
河
の
中
よ
り
出
で
て
、
船
を
捧
げ
て
渡
る
。
然
し
て
後
に
天
童

還
り
て
河
の
中
に
入
り
て
失
せ
ぬ
」
と
い
う
奇
跡
が
あ
り
、
こ
れ
を
後
に

僧
都
は

「法
花
経
の
十
羅
刹
、
反
り
現
じ
て
我
を
渡
す
な
り
」
と
語
っ
た

と
い
う
。
切
利
天
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
天
童
の
弁
少
将
、
そ
の
危
機
を
救
う

た
め
に
同
じ
天
童
が
同
じ
姿
と
な
っ
て
下
さ
れ
た
と
す
る
ほ
う
が
、

『
明

月
記
』
の
記
事
か
ら
の
直
接
の
影
響
と
す
る
よ
り
合
理
的
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

天
童
が
出
現
す
る
と
な
る
と
、　
一
人
の
例
も
あ
り
は
す
る
が
、
八
人
と

か
十
人
な
ど
と
集
団
で
描
か
れ
場
合
も
多
く
、
こ
の
あ
た
り
弁
少
将
が
宇

文
会
と
対
決
す
る
に
際
し
て
の
九
人
の
神
兵
に
よ
る
加
勢
と
関
連
は
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
な
ぜ
九
人
と
特
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
私

は
こ
こ
に
作
者
の
抱
い
て
い
た
阿
修
羅
の
本
性
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
と
思
う
。

『宇
津
保
物
語
』
俊
蔭
巻
に
は

「
か
し
ら
の
髪
を
見

れ
ば
、
剣
を
立
て
た
る
が
ご
と
し
。
面
を
見
れ
ば
、
ほ
む
ら
を
た
け
る
が

ご
と
し
。
足
手
を
見
れ
ば
、
鋤

・
鍬
の
ご
と
し
。
ま
な
こ
を
見
れ
ば
、
金

椀
の
ご
と
く
き
ら
め
き
」
（５
）と
、
魁
偉
で
醜
悪
な
容
貌
を
し
て
い
た
よ

う
だ
が
、
仏
典
に
よ
る
と
さ
ら
に
そ
の
す
さ
ま
じ
さ
は
想
像
を
絶
す
る
姿

と
し
て
描
か
れ
る
。

『観
仏
三
味
海
経
』

（巻

一
）
に
は
自
然
に
生
じ
た

卵
か
ら
八
千
年
を
経
て

一
人
の
女
性
が
生
ま
れ
、
形
は
青
黒
く
洪
泥
の
よ

う
で
、
頭
は
九
百
九
十
九
あ
り
、
頭
に
は
千
の
眼
、
九
百
九
十
九
の
日
、

一
つ
の
口
に
は
四
つ
の
牙
、
牙
は
上
に
つ
き
出
て
火
の
よ
う
で
あ
り
、
二

十
四
の
手
、
そ
の
手
に
は

一
切
の
武
器
を
持
ち
、
身
長
は
須
弥
山
ほ
ど
、

-8-



大
海
に
入
り
て
楽
し
み
、
嵐
風
を
起
こ
し
て
海
水
に
吹
き
つ
け
る
と
い
う
。

そ
の
女
性
に
水
精
が
入
っ
て
懐
妊
し
、
八
千
年
の
後
に
男
が
生
ま
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
阿
修
羅
で
あ
り
、

「其
児
身
体
高
大
四
倍
倍
勝
於
母
。

児
有
九
頭
頭
有
千
眼
。
日
中
出
火
。
有
九
百
九
十
九
手
八
脚
海
中
出
声
。

号
昆
摩
質
多
羅
阿
修
羅
王
」
と
、
母
を
は
る
か
に
し
の
ぐ
身
体
、
そ
れ
に

は
九
つ
の
頭
と
、
頭
に
は
千
の
眼
、
こ
れ
が

『宇
津
保
物
語
』
と
重
な
る

の
で
あ
ろ
う
が
、
日
か
ら
は
火
を
吐
き
、
九
百
九
十
九
の
手
と
八
つ
の
足
、

海
中
に
住
み
、
中
か
ら
声
を
出
す
と
す
る
。

阿
修
羅
は
九
つ
の
頭
を
持

っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
た
め
に
弁
少
将
の

神
兵
が
九
人
出
現
し
た
の
で
は
な
い
か
。
九
つ
の
頭
を
持
ち
、　
一
の
頭
に

つ
い
て
百
十

一
の
手
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ま
る
で
八
俣
の
大
蛇
に
手
足
の

あ
る
姿
が
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
て
く
る
が
、
そ
の
よ
う
な
姿
の
阿
修
羅
の
化

身
で
あ
る
宇
文
会
に
対
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
九
人
が
必
要
と
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
阿
修
羅
に
つ
い
て
は
、

『経
律
異
相
』
巻
四
十
六

「鬼
神
部
」
に
も
同
文
が
見
え
、
日
本
で
も
広
く
読
ま
れ
た

『法
苑
珠
林
』

巻
五

「修
羅
部
」
で
も

「此
女
有
時
。
在
海
浮
戯
水
精
入
身
生

一
肉
卵
。

復
経
八
千
歳
生
昆
摩
質
多
。
有
九
頭
。
頭
有
千
眼
。
日
常
水
出
。
手
有
千

少

一
。
脚
唯
有
八
」
と
、
こ
こ
で
は
日
か
ら
常
に
水
を
吐
く
と
し
な
が
ら

も
、
九
頭
で
あ

っ
た
こ
と
を
記
す
。
も
っ
と
も
阿
修
羅
像
は

一
つ
で
は
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
よ
う
で
、
し
か
も
四
種
と
か
十
種
と
も
伝
え

ら
れ
、
そ
の
悪
魔
的
存
在
の
阿
修
羅

・
ア
ス
ラ
は
イ
ン
ド
以
外
の
地
や
他

の
宗
教
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
。

天
帝
と
阿
修
羅
の
戦
い
も
諸
経
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
我
が
国
で
も

『今
昔
物
語
集
』
の

「帝
釈
、
与
修
羅
合
戦
語
第
二
十
」

（巻

一
）
に
、

天
帝
の
妻
舎
脂
夫
人
は
羅
喉
阿
修
羅

（四
阿
修
羅
の
一
）
の
娘
だ
っ
た
が
、

阿
修
羅
は
奪
い
返
そ
う
と
し
て

「
常
二
合
戦
ス
」
と
す
る
。
あ
る
時
、
帝

釈
が
負
け
て
逃
げ
よ
う
と
し
て
蟻
の
列
を
見
、
踏
み
殺
さ
な
い
よ
う
に
と

立
ち
止
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
追
い
か
け
て
い
た
阿
修
羅
は
援
軍
を
得
て
反
撃

に
向
う
も
の
と
思
い
、
逆
に
逃
げ
帰
っ
て
蓮
の
穴
に
籠

っ
た
と
い
う
。

『法
苑
珠
林
』
に
は
右
の
引
用
に
続
い
て
こ
の
説
話
が
記
さ
れ
、

『経
律

異
相
』
に
も
阿
修
羅
が
蓮
の
茎
の

「孔
中
」
に
入
っ
た
と
記
す
。
も

っ
と

も
、

『法
苑
珠
林
』
巻
六
十
四
で
は
車
に
乗

っ
て
逃
げ
る
天
帝
が
、
林
の

も
と
に
金
翅
鳥
の
巣
を
見
つ
け
、

「外
時
帝
釈
恐
車
馬
過
践
殺
鳥
子
。
告

御
者
言
。
可
廻
車
還
勿
殺
鳥
子
」
と
、
蟻
で
は
な
く
鳥
の
子
を
避
け
た
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

『松
浦
宮
物
語
』
で
、
天
帝
が
阿
修
羅
を
減
ぼ
す
た
め
天
衆
と
天
童
が

地
上
に
遣
わ
し
た
と
い
う
の
は
、
多
く
の
仏
典
に
見
ら
れ
る
両
者
の
戦
い

（
『法
苑
珠
林
』
巻
五

「戦
闘
部
第
七
」
他
）
を
背
景
に
し
て
の
構
想
で

あ
ろ
う
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
お
い
て
も
、
イ
ン
ド
ラ
神

（帝
釈
天
）
を
は
じ
め

と
し
て
天
神
た
ち
と
阿
修
羅
と
の
絶
え
間
の
な
い
戦
い
は
よ
く
知
ら
れ
た

説
話
で
、
ド
ゥ
フ
シ
ャ
ン
タ
王
が
神
々
の
求
め
に
よ
っ
て
阿
修
羅
の
征
討

に
赴
く

『
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
ー
』
の
詩
劇
も
残
さ
れ
る
。
こ
れ
な
ど
弁
少
将

の
任
務
に
近
い
も
の
が
あ
る
が
、
仏
典
以
外
に
ど
れ
ほ
ど
阿
修
羅
説
話
が

日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
指
摘
だ
け
に
と

ど
め
て
お
く
。

文
皇
帝
は
阿
修
羅
の
危
難
を
恐
れ
、
玄
美
三
蔵
を
使
い
と
し
て
天
帝
に



た
び
た
び
安
全
を
求
め
て
訴
え
て
い
た
よ
う
で
、
天
帝
と
し
て
も
放
置
し

て
お
く
わ
け
に
は
い
か
ず
、
願
い
を
聞
き
入
れ
て
遣
わ
し
た
の
が
天
衆
と

天
童
で
あ

っ
た
。
た
だ
奇
妙
に
思
わ
れ
る
の
は
、
虚
構
の
作
品
で
あ
り
な

が
ら
、
こ
こ
に
い
た

っ
て
突
如
固
有
名
詞
の
人
物
を
登
場
さ
せ
る
必
要
が

あ

っ
た
の
か
、
天
帝
と
阿
修
羅
と
を
繋
ぐ
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
か
、

と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
有
効
な
資
料
は
見
い
だ
し
て
い

な
い
が
、

『法
苑
珠
林
』
巻
五
に

「玄
美
法
師
云
。
貞
観
十
二
年
。
芙
在

中
印
度
摩
迦
陀
国
那
爛
陀
寺
云
々
」
と
、
玄
実
が
イ
ン
ド
に
滞
在
中

一
人

の
俗
人
か
ら

「
聞
彼
山
内
有
阿
修
羅
窟
。
別
有
宮
殿
」
と
、
阿
修
羅
の
窟

の
所
在
を
耳
に
し
た
と
い
う
。
阿
修
羅
の
住
む
場
所
は
須
弥
山
の
北
の
海

に
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
に
も
諸
説
が
あ
り
、
海
の
穴
に
住
ん
だ
と
か
、

地
上
の
山
中
、
ま
た

「
西
国
志
云
。
中
印
度
在
謄
波
国
。
西
南
山
．石
澗
中
。

有
修
羅
窟
。
有
人
因
遊
山
修
道
遇
逢
此
窟
。
人
遂
入
中
見
有
修
羅
宮
殿
処
」

（
『法
苑
珠
林
』
巻
五
）
と
、
イ
ン
ド
の
山
中
に
あ

っ
た
と
も
い
う
。
人

が
た
ま
た
ま
山
で
発
見
し
、
中
に
入
っ
て
み
た
と
こ
ろ
そ
れ
が
阿
修
羅
の

宮
殿
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
こ
れ
を
玄
芙
三
蔵
が
聞
い
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
窟
と
い
う
の
は
、

『今
昔
物
語
集
』
に
見
え
た
、
阿
修
羅
の

逃
げ
帰
っ
た
穴
と
も
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
今
の
と
こ
ろ
こ
こ
ま
で
だ

が
、
何
と
か
玄
美
と
阿
修
羅
を
繋
ぐ
糸
が
あ
っ
た
と
は
言
え
そ
う
で
、
こ

の
よ
う
な
説
話
が
鎌
倉
期
に
伝
え
ら
れ
、
作
者
は
皇
帝
の
仲
介
役
と
し
て

登
場
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
私
は
、
仏
典
か

ら
直
接
の
影
響
と
は
考
え
て
い
な
く
、
そ
う
い
っ
た
文
献
を
引
用
し
た
り
、

典
拠
と
し
た
説
話
な
り
雑
説
が
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
玄
実
三
蔵
が
登

場
す
る
か
ら
に
は
当
然

『
西
遊
記
』
が
念
頭
に
あ

っ
た
は
ず
で
、
そ
こ
か

ら
孫
梧
空
の
分
身
も
連
想
さ
れ
る
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
は
な
い
か
と

思
う
。四

　
弁
少
将
の
運
命

「俊
蔭
十
六
歳
に
な
る
年
、
も
ろ
こ
し
船
い
だ
し
た
て
ら
る
。
こ
た
み

は
こ
と
に
才
か
し
こ
き
人
を
選
び
て
大
使

・
副
使
と
召
す
に
、
俊
蔭
召
さ

れ
ぬ
。
父
、
母
悲
じ
む
こ
と
、
さ
ら
に
た
と
ふ
べ
き
か
た
な
し
」
と

『宇

津
保
物
語
』
の
俊
蔭
巻
は
語
り
始
め
ら
れ
る
が
、
十
六
歳
の
弁
少
将
も

「
明
け
む
年
、
も
ろ
こ
し
船
い
だ
し
た
て
ら
る
べ
き
遣
唐
副
使
に
な
し
た

ま
ふ
べ
き
宣
旨
あ
り
。
大
将
も
皇
女
も
い
み
じ
き
こ
と
に
お
ぼ
せ
ど
、
す

べ
て
す
ぐ
れ
た
る
を
選
ば
る
る
わ
ざ
な
れ
ば
、
と
ど
め
む
ち
か
ら
な
し
」

（
栗
）
と
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
同
じ
状
況
を
設
定
す
る
。
露

骨
す
ぎ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
引
用
だ
け
に
、
誰
し
も
弁
少
将
の

姿
に
俊
蔭
を
重
ね
て
読
む
は
ず
で
、
し
か
も
俊
蔭
の
阿
修
羅
と
の
出
会
い
、

天
人
か
ら
の
琴
の
秘
曲
相
伝
と
い
っ
た
重
要
な
事
件
に
し
て
も
、
阿
修
羅

化
身
の
宇
文
会
の
出
現
、
華
陽
公
主
の
琴
の
伝
授
と
い
っ
た
物
語
の
展
開

に
、
読
む
者
は
疑
い
よ
う
の
な
い
一
致
を
見
い
だ
し
、
弁
少
将
の
帰
国
後

の
運
命
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
を
予
想
し
た
で
あ
ろ
う
。

俊
蔭
に
し
て
も
弁
少
将
に
し
て
も
不
本
意
な
が
ら
日
本
を
離
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
は
い
え
、
た
だ
弁
少
将
は
帝
の
意
志
に
よ
る
派
遣
ど
い
う
体



裁
を
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
唐
に
渡
ら
ざ
る
を
得
な
い
宿
命
を
負

っ
て

こ
の
世
に
生
を
享
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
衆
の
唐
后
が
告
自
し

た
よ
う
に
、
阿
修
羅
を
滅
ぼ
す
役
割
と
し
て
天
上
世
界
か
ら
下
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
本
来
な
ら
ば
直
接
宇
文
会
の
住
む
唐
に
生
ま
れ
て
も
よ
か
っ
た

は
ず
な
の
だ
が
、

「
」
の
国
に
い
さ
さ
か
の
縁
あ
る
人
な
く
、
ま
た
弓
矢

を
預
る
べ
き
所
」
も
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
の
住
吉
明
神
に
託
し
た
の
だ

と
い
う
。
阿
修
羅
を
滅
ぼ
す
だ
け
な
ら
ば
天
衆
の
存
在
な
ど
必
要
な
く
、

遺
唐
使
に
よ
っ
て
大
陸
に
渡
り
、
反
乱
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
も
彼
は
帝

や
皇
子
を
守
り
、
宇
文
会
の
討
伐
に
よ
っ
て
天
帝
の
命
を
遂
行
す
る
、
と

い
っ
た
内
容
に
し
て
も
よ
か
っ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
あ
ま

り
に
も
味
気
な
い
物
語
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
阿
修
羅
退
治
の
た
め
に

切
利
天
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
天
衆
で
あ
る
唐
后
と
の
秘
め
ら
れ
た
恋
、
そ
れ

は
藤
壺
と
光
源
氏
と
の
許
さ
れ
な
い
恋
、

「浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け

る
唐
后
と
中
納
言
と
の
同
じ
く
秘
め
ら
れ
た
関
係
、
作
品
に
底
流
す
る
巫

山
の
女
へ
の
恋
慕
な
ど
を
モ
チ
ー
フ
に
し
、
優
艶
な
雰
囲
気
を
か
も
し
だ

す
こ
と
に
し
た
。
い
わ
ば
彼
女
は
、
阿
修
羅
を
減
ぼ
す
た
め
に
弁
少
将
を

日
本
か
ら
呼
び
寄
せ
る
役
割
と
し
て
地
上
に
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
、

許
さ
れ
な
い
恋
の
逢
瀬
を
重
ね
た
の
は
、
人
間
に
生
ま
れ
た
が
た
め
の
過

ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

唐
后
は
、
弁
少
将
と
の
別
れ
に
際
し
て

「許
さ
れ
し
、
時
の
間
の
い
と

ま
な
れ
ば
、
こ
の
世
を
を
さ
め
む
こ
と
、
い
く
ば
く
の
月
日
に
あ
ら
ず
、

四
十
年
に
す
ぐ
ま
じ
き
を
、
か
へ
ら
む
道
も
疑
ふ
所
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に

惜
し
む
べ
き
世
の
別
れ
な
ら
ね
ど
」

（
δ
Ｃ

と
、
天
帝
か
ら
許
さ
れ
て

地
上
で
の
生
活
を
す
る
の
は

「
時
の
間
」
だ
と
し
、
人
間
世
界
で
は
四
十

年
を
満
た
な
い
の
だ
と
い
う
。
唐
后
は
現
在
二
十
三
歳
、
あ
と
十
七
年
の

命
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
間
に
彼
女
は
幼
帝
を
守
っ
て
の

「
国
を

お
こ
す
」
と
い
う
任
務
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
彼
女
の
こ

と
ば
は
さ
ら
に
続
き
、

そ
こ
に
は
、
蓬
末
の
仙
宮
の
中
に
、
世
々
に
結
べ
る
契
り
深
く
て
、

こ
の
世
の
命
も
ま
た
久
し
か
る
べ
き
故
あ
れ
ば
、
今
は
天
衆
に
帰
り

が
た
く
や
。

「琴
の
声
に
か
か
づ
ら
ひ
て
、
下
界
に
と
ま
る
べ
ぎ
故

あ
り
」
と
こ
そ
、
か
た
へ
の
人
も
い
ふ
な
り
し
か
。

と
、
天
童
で
あ
る
弁
少
将
は
人
間
と
し
て
の
命
が
長
く
、
す
ぐ
に
は
切
利

天
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
さ
ら
に
彼
は
琴
に
か
か
ず
ら
わ
っ
て

地
上
に
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
が
あ
る
の
だ
と
説
き
明
か
す
。

彼
女
と
し
て
は
、
天
童
で
あ
る
弁
少
将
と
と
も
に
天
上
世
界
に
帰
り
た
い

思
い
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
天
帝
か
ら
与
え
ら
れ
た
運
命
だ
け
に
、
そ
れ
は

か
な
わ
ぬ
こ
と
と
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

唐
后
が
仄
聞
し
た
、
阿
修
羅
を
減
ぼ
す
だ
け
で
は
な
く
、
天
童
に
付
与

さ
れ
た
も
う

一
つ
の
運
命
と
は

「
琴
の
声
に
か
か
づ
ら
」
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
し
ば
ら
く

「
下
界
に
と
ま
る
べ
き
故
」
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に

『宇
津
保
物
語
』

俊
蔭
巻
で
の
俊
蔭
に
よ
る
阿
修
羅
と
の
出
会
い
と
秘
琴
の
伝
授
と
い
う
二

つ
の
事
件
に
依
拠
し
て
お
り
、
し
か
も
前
者
に
は
唐
后
が
、
後
者
に
は
華

陽
公
主
を
振
り
分
け
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
楼
の
も

と
で
遭
遇
し
た
陶
翁
か
ら

「
君
は
、
人
の
国
に
琴
の
声
を
伝
へ
ひ
ろ
む
べ



き
契
り
に
よ
り
て
、
父
母
を
離
れ
て
我
が
国
に
渡
れ
り
」

（元
）
と
、
弁

少
将
は
唐
を
訪
れ
た
真
意
が
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
唐
后
が
打
ち
明
け
た

「
琴
の
声
に
か
か
づ
ら
」
う
こ
と
な
の
だ
が
、
た
だ
こ
こ
で
は
か
な
り
具

体
的
に

「
人
の
国
に
琴
の
声
」
を
伝
え
広
め
る

「契
り
」
が
あ

っ
て
渡
唐

し
た
の
だ
と
明
言
す
る
。
弁
少
将
は
、
本
人
の
自
覚
し
な
い
前
世
か
ら
の

運
命
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
役
割
が
初
め
か
ら
任
務
と
し
て
存
在
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

弁
少
将
は
八
月
十
三
日
の
月
明
り
の
夜
、
琴
の
音
に
引
か
れ
て
楼
を
訪

れ
、
翁
か
ら
不
思
議
な
予
言
を
聞
く
こ
と
に
な
る
。

「
そ
の
名
を
問
ひ
、

そ
の
声
を
聞
か
ざ
り
し
と
き
よ
り
、
今
宵
こ
こ
に
し
て
君
に
会
は
む
と
い

へ
る
こ
と
を
知
れ
り
き
」
と
、
弁
少
将
は
自
ら
の
意
志
に
よ
り
琴
の
音
に

誘
わ
れ
て
訪
れ
た
と
思
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
す
で
に
運
命
の
糸
に
よ
っ

て
操
ら
れ
た
行
動
に
し
か
す
ぎ
な
く
、
陶
翁
と
の
出
会
い
は
不
可
避
で
あ

り
、
そ
こ
で
彼
は
日
本
に
琴
の
音
を
伝
え
る
役
割
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
、

重
大
な
予
言
が
告
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
老
翁
は

「
琴
を
た
づ
さ
は
れ
る

こ
と
、
七
十
三
年
」
と
し
、
華
陽
公
主
は
二
十
歳
、

「我
に
及
ば
ぬ
こ
と

六
十
三
年
」
と
す
る
こ
と
ば
か
ら
す
る
と
、
現
在
八
十
三
歳
、
十
歳
の
年

か
ら
琴
を
弾
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
弁
少
将
は
老
翁

を
見
て

「
年
八
十
ば
か
り
」
と
表
現
し
、
み
ず
か
ら
も

「我
こ
の
世
に
命

を
う
け
た
る
こ
と
八
十
年
」
と
す
る
の
で
、
年
齢
に
矛
盾
が
あ
り
は
す
る

が
、
と
も
か
く
八
十
年
余
こ
の
世
に
生
き
て
き
、
今
で
は
年
老
い
て
楼
の

月
を
な
が
め
な
が
ら
す
で
に
四
年
を
過
ご
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
老
翁

は
、
自
分
の
琴
を
弁
少
将
に
譲
り
渡
し
、
日
本
に
も
た
ら
す
琴
の
音
の
方

は
皇
帝
の
妹
で
あ
る
華
陽
公
主
か
ら
相
伝
す
る
よ
う
に
申
し
渡
す
の
で
あ

２
つ
。天

稚
御
子
は
阿
修
羅
の
切
っ
た
木
か
ら
三
十
の
琴
を
作
っ
て
俊
蔭
に
与

え
る
が
、
彼
は
花
園
で
七
人
の
天
人
と
出
会
い
、

「
天
の
掟
あ
り
て
、
天

の
下
に
族
を
立
つ
べ
き
人
」
と
の
予
言
を
受
け
、
こ
こ
か
ら
西
の
地
に
赴

き
、

「
そ
こ
に
我
が
子
七
人
と
ま
り
き
。
そ
の
人
は
、
極
楽
浄
土
の
楽
に

こ
と
を
ひ
き
あ
は
せ
て
遊
ぶ
人
な
り
。
そ
こ
に
渡
り
て
、
そ
の
人
の
手
を

弾
き
と
り
て
、
日
本
国
へ
は
帰
り
た
ま
へ
」
と
告
げ
ら
れ
る
。
俊
蔭
は
西

を
め
ざ
し
、
険
し
い
七
つ
の
山
で
は
仙
人
に
助
け
ら
れ
、
さ
ら
に
た
ど
り

歩
い
て
七
つ
の
山
で
天
女
の
七
人
の
子
と
会
い
、
秘
曲
の
伝
授
と
な
る
の

で
あ
る
。
そ
の
楽
の
音
が
仏
の
世
界
に
ま
で
響
き
、
派
遣
さ
れ
た
文
殊
に

訴
え
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

「我
は
昔
、
兜
率
天
の
内
院
の
衆
生
な
り
。

い
さ
さ
か
な
る
犯
し
あ
り
て
、
切
利
天
の
天
女
を
母
と
し
て
こ
の
世
界
に

生
ま
れ
て
、
七
人
の
と
も
同
じ
所
に
住
ま
ず
、
ま
た
あ
ひ
見
る
こ
と
か
た

し
」
と
い
う
。
こ
れ
を
聞
い
た
仏
は
、

「
」
の
山
の
七
人
、
残
れ
る
業
を

滅
ぼ
し
て
、
天
上
に
帰
る
べ
し
。
日
本
衆
生
こ
の
因
縁
に
、
生
々
世
´
に

仏
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
、
法
を
聞
く
べ
し
。
ま
た
こ
の
山
の
族
七
人
に
あ

た
る
人
を
、
三
代
の
む
ま
ご
に
得
べ
し
」
と
、
天
人
の
罪
は
許
さ
れ
て
天

上
世
界
へ
帰
る
こ
と
を
認
め
、
七
人
の
う
ち
の
一
人
は
日
本
に
お
い
て
俊

蔭
か
ら
三
代
目
の
孫
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

陶
翁
が
琴
の
伝
授
に
関
し
て
華
陽
公
主
を
紹
介
し
た
の
は
、
天
女
が
俊

蔭
に
子
の
天
人
を
教
え
た
の
が
背
景
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
許
さ
れ
て

天
上
に
帰
る
の
は
、
公
主
が
琴
の
音
を
弁
少
将
に
す
べ
て
授
け
た
後
に
死



ぬ
こ
と
に
通
じ
、
天
人
の
一
人
が
俊
蔭
の
孫
と
し
て
日
本
に
生
を
享
け
る

と
い
う
の
は
、
や
が
て
公
主
が
長
谷
寺
で
再
誕
し
、
二
人
の
間
に
琴
を
伝

え
て
い
く
子
孫
の
出
現
す
る
話
へ
と
展
開
し
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
す
で

に
幾
度
か
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
枠
組
み
と
し
て
は

『宇
津
保

物
語
』
の
俊
蔭
巻
が
存
し
て
お
り
、
そ
れ
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
用
い
る
方
法

に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
華
陽
公
主
と
弁
少
将
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

別
に
考
察
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
が
、
彼
女
の
死
は

『浜
松
中
納
言
物
語
』

に
お
け
る
唐
后
が
切
利
天
に
一
旦
昇
っ
て
後
、
ふ
た
た
び
吉
野
姫
君
の
腹

に
転
生
す
る
よ
う
に
、
人
間
と
し
て
は
死
と
い
う
現
象
で
は
あ

っ
て
も
、

同
じ
く
切
利
天
に
帰

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

公
主
は

「
い
は
け
な
く
て
こ
の
山
に
物
忌
し
た
ま
ひ
け
る
秋
の
月
の
夜
、

仙
人
く
だ
り
て
こ
の
琴
を
教
へ
け
る
に
よ
り
て
、
八
月
九
月
の
月
の
さ
か

り
に
は
、
か
な
ら
ず
か
の
山
に
こ
も
り
て
、
こ
の
音
を
な
ら
し
た
ま
ふ
」

（轟
）
と
、
彼
女
は
幼
い
こ
ろ
物
忌
に
よ
っ
て
商
山
を
訪
れ
た
秋
の
夜
、

天
上
世
界
か
ら
仙
人
が
下
っ
て
琴
を
教
え
た
た
め
、
そ
の
後
は
毎
年
八
月

九
月
に
は
山
を
訪
れ
て
弾
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
も
時
折
仙

人
は
こ
の
山
に
降
り
て
琴
を
教
え
て
い
た
よ
う
で
、

「
」
の
所
を
し
め
て
、

こ
の
し
ら
べ
を
な
ら
ふ
こ
と
七
年
に
な
り
ぬ
」
と
す
る
の
で
、
彼
女
は
十

四
歳
か
ら
仙
人
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
七
年
を
経
て
今
は
二
十
歳
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り

『夜
の
寝
覚
』
の
中
君
に
天
人
が
天
下

っ
て
琵
琶
を
教
え
た
の
に
通
じ
る
が
、
た
だ
陶
翁
の
こ
と
ば
に
よ
る
と
、

「女
の
身
な
れ
ど
、
前
の
世
に
琴
を
な
ら
ひ
て
、
し
ば
し
こ
の
世
に
や
ど

り
た
ま
ふ
ゆ
ゑ
に
」

（き
）
と
、
す
で
に
彼
女
は

「
前
の
世
」
に
お
い
て

琴
を
習
っ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
人
間
世
界
に
は
し
ば
ら
く
と
ど
ま
っ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
の
琴
の
技
量
は

前
の
世
か
ら
継
続
し
て
お
り
、
現
世
に
お
い
て
は
仙
人
か
ら
の
伝
授
に
よ

っ
て
ま
す
ま
す
上
達
し
た
わ
け
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
陶
翁
も

「
深
く
こ
の
琴

の
心
を
し
れ
る
こ
と
、
今
の
世
に
と
り
て
は
華
陽
公
主
と
き
こ
ゆ
る
女
御

子
に
は
及
び
た
て
ま
つ
ら
ず
」
と
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
賞
賛
し
、

「
君
は

こ
の
み
こ
の
手
よ
り
、
琴
の
音
を
ば
伝
ふ
べ
き
人
な
り
」
と
命
じ
た
の
で

あ
る
。
限
ら
れ
た
時
間
だ
け
こ
の
世
に

「
や
ど
り
た
ま
ふ
」
と
は
、
彼
女

は
天
上
世
界
か
ら
い
わ
ば
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
い
え
そ
う
で
、
そ
の
目
的

と
は
弁
少
将
に
琴
の
音
を
伝
授
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
は
ず
で
、
こ
の
仕
組

み
は
俊
蔭
が
教
え
を
受
け
た
天
人
と
重
な
っ
て
く
る
。

華
陽
公
主
が
天
人
で
あ
る
と
す
る
と
、
前
世
で
彼
女
が
琴
を
習
っ
て
い

た
事
実
を
知

っ
て
い
る
陶
翁
も
天
上
世
界
の
天
人
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ

れ
だ
け
に

「
我
が
国
お
ほ
き
に
乱
る
べ
き
に
よ
り
て
、
ま
た
あ
ひ
見
む
こ

と
か
た
し
」

（三
）
と
阿
修
羅
が
地
上
に
降
つ
て
宇
文
会
に
変
身
し
て
い

る
事
実
を
つ
か
み
、
そ
の
野
心
を
察
知
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
陶
翁
の

地
上
に
お
け
る
役
割
は
、
弁
少
将
に
渡
唐
し
た
運
命
の
意
味
を
伝
え
、
琴

の
音
を
受
け
る
華
陽
公
主
を
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
が
終
わ
れ
ば

ふ
た
た
び
天
上
に
帰
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
世
で

「ま

た
あ
ひ
見
む
こ
と
」
は
困
難
と
し
、

「
」よ
ひ
の
対
面
を
契
り
と
し
て
、

後
の
世
に
必
ず
ふ
た
た
び
あ
ひ
見
る
こ
と
あ
ら
む
と
す
。
ま
た
こ
の
こ
と

を
忘
れ
た
ま
ふ
な
」
と
、
弁
少
将
と
の
天
上
世
界
で
の
再
会
を
表
明
す
る

の
で
あ
る
。
私
は
、
天
上
で
公
主
に
琴
を
教
え
た
の
は
実
は
陶
翁
で
は
な



か
っ
た
か
、
彼
女
は
何
か
の
罪
を
得
て
し
ば
ら
く
地
上
に
生
ま
れ
た
た
め
、

そ
の
後
見
と
し
て
こ
の
世
に
天
下
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
た
い
の

だ
が
、
問
題
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
こ
こ
で
の
詳
述
は
避
け
る
。
華
陽
公

主
が
天
人
だ
と
す
る
と
、
兄
の
文
皇
帝
も
天
人
だ
っ
た
に
違
い
な
く
、
だ

か
ら
こ
そ
阿
修
羅
の
脅
威
に
困
惑
し
、
し
ば
し
ば
天
帝
に
そ
の
討
伐
を
訴

え
て
い
た
の
で
あ
り
、
弁
少
将
が
天
上
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
人
物
と
知
っ
て

「汝
、
必
ず
太
子
に
従
ひ
て
、
恐
れ
の
が
る
る
心
な
か
れ
。
命
あ
や
ぶ
み

な
く
し
て
、
必
ず
も
と
の
国
に
帰
る
べ
し
。
思
ふ
ゆ
ゑ
あ
り
て
、
こ
の
こ

と
を
洩
ら
し
つ
」

（元
）
と
、
こ
の
世
で
の
果
た
す
べ
き
役
割
と
運
命
を

伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
た
ど
っ
て
く
る
と
、
天

童
の
弁
少
将
、
天
衆
の
唐
后
、
阿
修
羅
の
宇
文
会
だ
け
で
は
な
く
、
文
皇

帝
、
陶
翁
、
華
陽
公
主
と
、
物
語
の
中
心
と
な
る
人
物
は
す
べ
て
天
上
世

界
か
ら
下
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば

『松
浦
宮
物
語
』
は
神
々
の

世
界
を
地
上
の
人
間
世
界
に
下
し
て
の
物
語
で
あ
り
、
そ
の
争
い
と
恋
愛

諄
、
そ
れ
に
音
楽
伝
承
諄
と
を
結
び
つ
け
た
作
品
と
私
は
考
え
て
い
る
。

注１
　
本
文
の
引
用
は
角
川
文
庫
本
に
よ
り
、
適
宜
吉
田
幸

一
著

『松
浦

宮
物
語
貸
染
奮
　
（
一
九
九
二
年
刊
、
古
典
文
庫
）
を
参
照
し
、
漢

字
、
仮
名
遣
い
は
私
に
改
め
た
。
な
お
、

（　
）
内
の
数
字
は
文
庫

本
の
頁
数
を
示
す
。

２

「向
か
へ
る
方
」
は
、
弓
矢
に
向
っ
て
の
扱
い
方
の
意
で
あ
ろ
う
。

「
弓
矢
の
あ
と
先
」

（角
川
文
庫
）
と
す
る
説
は
と
ら
な
い
。

３
　
草
津
美
智
子

「
藤
原
定
家
と
松
浦
宮
物
語
」

（
「
和
歌
文
学
研
究
」

昭
和
五
四
年

一
一
月
）

４
　

『拾
遺
往
生
伝
』
の
本
文
は
、
日
本
思
想
体
系
本
に
よ
る
。

５
　
本
文
は
前
田
本
の

『宇
津
保
物
語
奎
と費

ホ
斎
』

（昭
和
四
八
年

二
月
刊
、
笠
間
書
院
）
に
よ
り
、
私
に
適
宜
漢
字
に
改
め
、
濁
点
を

付
し
た
。

（
い
い
ｏ
は
る
き
）


