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蒙 

古 

襲 

来 

一 

 

蒙
古
の
襲
来
は
、
文
永
四
年
の
九
月
の
国
書
が
、
翌
五
年
の
正
月
一
日
に
、
九
州
の
太
宰
府
に
到
着
し
た
こ
と
に
こ
と 

が
始
ま
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
最
近
蒙
古
襲
来
の
こ
と
に
関
し
て
、
い
ま
私
の
手
許
に
あ
る
も
の
で
も
「
蒙
古
襲
来
」
昭
和
四
十
年
中 

 
 
 

央
公
論
社
著
者
黒
田
俊
雄
、
「
蒙
古
襲
来
の
研
究
」
昭
和
三
十
三
年
吉
川
弘
文
館
著
者
相
田
二
郎
、
「
蒙
古
襲
来
」 

 
 

昭
和
三
十
九
年
桃
源
社
著
者
山
口
修
、
古
い
も
の
だ
が
大
冊
で
二
巻
も
の
の
「
元
寇
の
新
研
究
」
昭
和
六
年
東
洋 

 
 
 

文
庫
著
者
池
内
宏
、
こ
れ
ら
の
書
物
は
、
一
よ
う
に
文
永
五
年
の
蒙
古
の
国
書
を
無
礼
な
り
と
し
て
お
る
。 

 

こ
れ
は
、
元
禄
年
間
に
出
た
、
浅
井
了
意
作
と
言
わ
れ
る
、
北
条
九
代
記
も
「
今
蒙
古
の
状
書
に
も
、
ま
た
こ 

 
 
 

れ
無
礼
の
文
章
あ
り
、
返
状
に
及
ば
ざ
る
誠
に

現
こ
と
わ
り

と
ぞ
聞
え
け
る
」
と
蒙
古
の
国
書
を
批
評
し
て
無
礼
な
り
と 

 
 
 

は
、
戦
前
の
我
々
の
常
識
だ
っ
た
が
、
こ
こ
に
戦
後
の
本
に
な
る
と
あ
な
が
ち
、
そ
う
と
は
き
め
き
れ
な
い
の
が 
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あ
ら
わ
れ
た
。 

 
そ
れ
は
、
昭
和
四
十
年
、
富
山
房
、
著
者
、
文
学
博
士
大
戸
頃
重
基
の
「
日
蓮
の
思
想
と
鎌
倉
仏
教
」
の
中
の
、 

 
 

第
四
章
蒙
古
襲
来
と
日
蓮
の
予
言
で
、 

「
牒
状
の
文
面
は
そ
れ
ほ
ど
不
穏
な
も
の
で
な
く
、
自
制
の
意
も
書
面
に
溢
れ
、
シ
ナ
で
は
、
前
例
の
な
い
こ
と 

 
 
 

だ
と
い
わ
れ
る
。
こ
と
に
牒
状
が
「
不ふ

宣せ
ん

」
と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
の
は
、
臣
と
し
な
い
意
味
で
あ
る
。 

 
 
 

フ
ビ
ラ
イ
は
日
本
と
の
円
満
な
朝
貢
を
希
望
し
て
い
た
だ
け
と
も
考
え
ら
れ
た
。
フ
ビ
ラ
イ
の
欲
し
た
の
は
、
朝 

 
 
 

貢
で
さ
え
も
な
く
、
名
を
天
下
に
高
め
る
た
め
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
フ
ビ
ラ
イ
は
た
だ
形
式
的
な 

 
 
 

服
従
だ
け
を
日
本
に
要
求
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
」
こ
れ
は
、
昭
和
三
十
四
年
に
読
売
新
聞
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
、 

 
 

「
日
本
の
歴
史
」
鎌
倉
武
士
の
二
五
八
ペ
ー
ジ
に
、
そ
の
体
裁
に
つ
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
は
、
中
国
と
し
て
は
前
例 

 
 
 

の
な
い
ほ
ど
、
て
い
ち
ょ
う
な
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
、
書
き
出
し
に
「
大
蒙
古
国
皇
帝
、
書
を
日
本
国
王
に
奉 

 
 

ず
」
と
あ
り
、
と
り
わ
け
、
結
び
を
「
不
宣
」
と
し
て
あ
る
の
は
、
臣
と
し
な
い
意
味
だ
と
い
わ
れ
た
。
フ
ビ
ラ 

 
 
 

イ
が
、
い
か
に
、
日
本
の
円
満
を
の
ぞ
ん
で
い
た
か
が
察
し
ら
れ
る
。 

 

こ
れ
を
比
較
す
る
と
前
の
文
章
は
こ
の
文
章
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
か
ら
驚
ろ
く
。
前
書
は
非
常
に
よ
く
参
考
書 

 
 
 

を
あ
げ
て
、
読
者
に
対
し
て
親
切
だ
が
、
こ
の
部
分
は
、
参
考
書
を
明
示
し
て
な
い
。
「
不
宣
」
の
文
字
の
解
釈 

 
 
 

を
よ
ん
で
、
お
や
お
や
そ
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
意
を
つ
く
さ
ず
ぐ
ら
い
の
意
味
だ
と
解
釈
し
て
い
た
己
れ 

 
 
 

の
無
学
を
恥
じ
た
が
、
だ
が
、
ど
う
も
変
だ
と
、
諸
橋
の
漢
和
大
辞
典
を
引
い
て
み
た
ら
「
不
宣
＝
友
人
間
の
書 
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簡
の
末
尾
に
記
す
語
、
十
分
の
べ
つ
く
し
て
い
な
い
、
不
宣
備
を
み
よ
と
あ
る
。
不
宣
備
＝
書
翰
文
用
語
、
十
分 

 
 
 

の
意
を
つ
く
さ
な
い
こ
と
」
と
あ
っ
た
。 

 

書
を
悉
く
信
ず
れ
ば
書
な
き
に
し
か
ず
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
ど
う
も
驚
ろ
い
た
こ
と
だ
。
し
か
も
、
「
日 

 
 
 

蓮
の
思
想
と
鎌
倉
仏
教
」
と
い
う
書
物
は
、
昭
和
三
十
九
年
二
月
に
、
東
京
教
育
大
学
文
学
部
に
提
出
し
た
、
学 

 
 
 

位
論
文
と
い
う
の
だ
か
ら
び
っ
く
り
し
た
の
で
あ
る
。
平
凡
社
の
世
界
大
百
科
全
書
で
も
、
元
冦
の
項
目
に
「
そ 

 
 
 

の
使
が
蒙
古
、
高
麗
の
両
国
書
を
た
づ
さ
え
て
、
は
じ
め
て
、
北
九
州
に
き
た
の
は
、
文
永
五
年
の
こ
と
で
あ 

 
 
 

る
。
す
で
に
こ
れ
よ
り
さ
き
一
二
二
七
年
（
安
貞
一
年
）
と
六
三
年
（
弘
長
三
年
）
に
、
日
本
の
武
士
の
来
冦
の
禁 

 
 

止
を
求
め
る
高
麗
の
使
が
き
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
フ
ビ
ラ
イ
・
カ
ン
の
日
本
征
戦
の
一
つ
の
理
由
に 

 
 
 

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
服
属
を
要
求
し
た
こ
の
国
書
の
到
着
」
と
は
っ
き
り
書
い
て
お
る
。
こ 

 
 
 

れ
が
常
識
だ
と
思
う
が
、
戦
後
の
博
士
の
意
見
と
は
、
斯
く
の
如
き
も
の
か
と
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は 

 
 
 

蒙
古
の
記
録
（
経
世
大
典
）
に
も
末
尾
に
不
宣
と
言
っ
た
の
は
臣
と
し
な
い
の
意
を
示
し
た
も
の
と
明
記
し
て
あ 

 
 
 

る
と
こ
ろ
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
う
か
つ
で
文
永
四
年
の
国
書
を
よ
く
読
み
ま
た
そ
の
次
に
来
た
国
書 

 
 
 

を
読
め
ば
そ
ん
な
の
ん
き
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
筈
だ
。
後
日
こ
の
書
に
対
し
て
批
判
す
る
こ
と
が
あ
る 

 
 
 

と
思
う
の
で
、
こ
れ
は
こ
の
辺
で
や
め
て
お
き
た
い
。 

 

山
口
修
著
の
蒙
古
襲
来
は
面
白
い
こ
と
が
の
せ
て
あ
っ
た
の
で
、
一
寸
引
用
さ
せ
て
貰
う
（
同
書
二
五
ペ
ー
ジ
） 

 

「
蒙
古
人
は
遊
牧
民
で
あ
る
。
財
産
と
し
て
家
畜
を
考
え
、
土
地
と
し
て
は
草
原
を
考
え
る
。
馬
も
羊
も
養
え
ぬ 
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耕
地
は
い
か
に
広
い
も
の
で
あ
っ
て
も
大
き
な
価
値
は
認
め
ら
れ
な
い
。
家
畜
の
た
め
の
牧
草
を
求
め
て
季
節
ご 

 
 
 

と
に
移
動
す
る
生
活
が
本
体
で
あ
る
か
ら
、
田
や
畑
の
収
穫
を
待
っ
て
定
着
す
る
生
活
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し 

 
 
 
 

た
が
っ
て
、
蒙
古
人
に
と
っ
て
、
中
国
の
沃
野
に
は
魅
力
を
感
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
。
す
べ
て
を
焼
き
払
っ
て
、
牧 

 
 
 

地
に
化
し
て
し
ま
お
う
と
考
え
た
も
の
す
ら
あ
っ
た
。
蒙
古
帝
国
の
王
族
た
ち
、
ま
た
貴
族
と
な
っ
た
将
軍
た
ち 

 
 

は
、
中
国
に
領
地
を
与
え
ら
れ
て
も
、
そ
こ
の
支
配
は
代
官
に
ま
か
せ
、
ひ
た
す
ら
農
民
か
ら
税
を
ま
き
あ
げ
る 

 
 
 

こ
と
し
か
考
え
な
か
っ
た
。
重
税
の
た
め
に
生
活
の
出
来
な
く
な
っ
た
農
民
は
土
地
を
す
て
て
流
亡
す
る
。
農
地 

 
 
 

は
荒
廃
す
る
。
蒙
古
人
か
ら
み
れ
ば
、
自
分
の
支
配
が
悪
い
た
め
で
は
な
く
、
中
国
人
、
と
い
う
よ
り
農
耕
の
民 

 
 
 

が
頼
り
に
な
ら
ぬ
者
な
る
故
と
し
か
考
え
な
か
っ
た
」 

「
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
が
華
北
に
侵
入
し
た
と
き
「
人
民
を
全
部
追
い
だ
し
て
広
い
草
原
に
し
た
ら
、
さ
ぞ
よ
い
草
地 

 
 
 

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
語
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
か
れ
ら
は
征
服
民
を
住
ま
せ
て
お
け
ば
、
毎
年
ひ
と
り
で
に 

 
 
 

収
穫
が
手
も
と
に
入
っ
て
く
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
征
服
に
よ
っ
て
、
略
奪
す
る
か
、
せ
い
ぜ
い 

 
 
 

財
宝
を
貢
物

み
つ
ぎ
も
の

と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
し
か
考
え
ず
、
手
工
業
者
だ
け
は
品
物
を
つ
く
ら
せ
る
為
に
本
国
に
つ
れ 

 
 
 

て
い
っ
た
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
蒙
古
襲
来
」
日
本
の
歴
史
二
〇
ペ
ー
ジ 

こ
れ
ら
を
読
む
と
、
蒙
古
国
の
成
立
に
つ
い
て
は
前
述
に
く
わ
し
い
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
（
註
一
）
蒙 

 
 
 

古
軍
が
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
、
欧
州
に
ま
で
遠
征
し
た
そ
の
意
図
は
た
だ
掠
奪
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
な
づ
け
る
。 
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蒙
古
軍
の
得
意
と
す
る
軽
装
騎
兵
戦
術
が
こ
れ
を
可
能
に
さ
せ
た
の
で
る
。
欧
州
に
ま
で
国
家
の
領
土
を
求
め
よ 

 
 
 

う
と
は
し
な
か
っ
た
。 

 

ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
一
代
の
間
に
国
を
亡
ぼ
す
こ
と
四
十
、
朽
木
を
ぬ
く
が
ご
と
く
人
間
を
殺
す
こ
と
数
百
万
と
い 

 
 
 

わ
れ
、
黒
海
か
ら
イ
ン
ダ
ス
海
に
い
た
る
数
千
里
の
地
は
前
後
五
年
間
ふ
み
あ
ら
さ
れ
、
そ
の
旧
態
に
回
復
す
る 

 
 
 

に
は
、
優
に
五
百
年
に
わ
た
る
大
努
力
を
要
す
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
詳
述
し
た
所
で
あ
る
か
ら
こ
こ
で
は
略
す
。 

 
 

 
 

 

さ
て
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
（
王
中
の
王
の
意
）
の
第
五
代
目
が
、
フ
ビ
ラ
イ
で
、
北
京
に
都
を
定
め
て
国
を
元
と
称 

 
 
 

し
た
。
日
本
の
年
号
だ
と
、
文
応
元
年
の
三
月
で
あ
る
。
大
聖
人
は
こ
の
年
の
七
月
十
六
日
に
立
正
安
国
論
を
献 

 
 
 

上
さ
れ
た
の
も
不
思
議
で
あ
る
。
こ
の
フ
ビ
ラ
イ
を
元
の
世
祖
と
称
し
、
こ
れ
が
日
本
国
に
国
書
を
発
し
た
人
で 

 
 
 

あ
る
。
フ
ビ
ラ
イ
の
時
代
に
な
る
と
、
人
間
の
生
活
に
は
遊
牧
生
活
と
は
別
の
生
活
の
あ
る
こ
と
を
知
り
、
従
っ 

 
 
 

て
別
の
政
治
の
方
法
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
言
え
ば
植
民
政
策
を
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
領
土 

 
 
 

と
い
う
よ
り
、
支
配
下
に
お
い
て
、
朝
貢
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
元
の
威
力
を
天
下
に
誇
る
と
い
う
こ
と 

 
 
 

で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
フ
ビ
ラ
イ
が
支
配
し
た
領
域
は
蒙
古
の
本
土
お
よ
び
中
国
の
外
、
中
央
ブ
ジ
ア
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東 

 
 
 

部
オ
ゴ
タ
イ
国
（
車
国
の
新
疆
省
の
北
部
）
チ
ャ
ガ
タ
イ
国
（
ソ
漣
領
の
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
か
ら
カ
ザ
ー
ク
共
和 
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国
東
半
）
キ
プ
チ
ャ
ク
国
（
カ
ザ
ー
ク
共
和
国
の
西
半
か
ら
、
ロ
シ
ア
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
地
域
）
ル
イ
国
（
イ
ラ
ン 

 
 
 

を
中
心
に
西
南
ア
ジ
ア
）
こ
れ
ら
の
国
は
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
子
孫
を
い
た
だ
い
た
蒙
古
人
の
国
家
で
あ
る
。
蒙 

 
 
 

古
国
の
外
に
四
つ
の
国
家
に
分
れ
て
い
て
も
、
領
域
の
全
体
を
統
轄
す
る
の
は
フ
ビ
ラ
イ
で
あ
り
、
帝
国
の
領
内 

 
 
 

の
す
べ
て
の
者
が
服
従
す
べ
き
人
は
フ
ビ
ラ
イ
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
実
に
世
界
歴
史
上
で
空
前
絶
後

い
ま
ま
で
な
い
こ
と

（
大
学 

 
 
 

生
の
入
社
試
験
で
、
こ
れ
は
午
前
中
に
飯
を
喰
は
な
い
の
で
午
後
ぶ
っ
た
お
れ
た
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
答
案
が 

 
 
 

あ
っ
た
そ
う
だ
か
ら
、
あ
え
て
ル
ビ
を
つ
け
た
）
の
領
域
で
あ
っ
た
。 

 

フ
ビ
ラ
イ
の
中
国
に
お
け
る
勢
力
は
、
二
代
目
の
オ
ゴ
タ
イ
が
金
国
一
二
三
四
年
（
文
歴
四
年
聖
寿
十
三
）
に 

 
 
 

亡
ぼ
し
た
が
、
ま
だ
揚
子
江
を
越
え
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
宋
（
南
宋
）
国
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ 

 
 

る
。 

 

フ
ビ
ラ
イ
は
王
位
に
つ
く
以
前
の
一
二
五
八
年
（
正
嘉
二
年
聖
寿
三
十
七
）
に
宋
国
を
攻
撃
し
た
の
だ
が
、
そ
の 

 
 

征
戦
の
最
中
に
四
代
目
の
王
た
る
ム
ン
グ
が
死
亡
し
た
の
で
、
一
度
は
揚
子
江
を
越
え
た
軍
勢
で
あ
っ
た
が
、
戦 

 
 
 

を
や
め
て
燕
京
の
（
今
の
北
京
）
に
ひ
き
か
え
し
て
、
や
が
て
え
ら
ば
れ
て
、
王
位
に
つ
き
、
世
祖
と
号
し
国
号 

 
 
 

を
元
と
し
年
号
も
中
統
と
改
め
た
。 

 

フ
ビ
ラ
イ
は
こ
こ
で
南
宋
を
亡
ぼ
す
な
ら
ば
、
本
当
の
ア
ジ
ア
の
主
人
た
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
た
め
に
は 

 
 
 

す
で
に
朝
鮮
半
島
を
征
服
し
、
チ
ベ
ッ
ト
も
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
も
征
服
し
て
し
た
の
で
、
南
宋
は
い
わ
ば
袋
の
鼠 

 
 
 

と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。 
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と
こ
ろ
が
南
宋
が
亡
ぶ
迄
に
は
二
十
年
も
か
か
っ
て
い
る
の
だ
が
ど
う
い
う
訳
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
フ
ビ
ラ 

 
 
 

イ
が
南
宋
以
上
の
敵
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
四
代
目
の
ム
ン
グ
は
前
述
の
通
り
金
を
亡
ぼ
し
た
人
で
あ
る 

 
 

が
、
蒙
古
の
風
習
で
は
末
子
が
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
る
の
で
、
自
分
が
出
陣
し
た
時
に
蒙
古
の
都
カ
ラ
コ 

 
 
 

ル
ム
（
モ
ン
ゴ
ー
ル
人
民
共
和
国
外
蒙
古
の
オ
ル
ホ
ン
川
右
岸
エ
ル
デ
ニ
ジ
ャ
オ
に
そ
の
遺
跡
が
あ
る
）
に
、
末 

 
 
 

弟
の
ア
リ
ク
ブ
カ
を
留
守
居
役
に
し
て
、
父
祖
の
遺
産
の
管
理
を
ま
か
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
征
戦
の
途 

 
 
 

中
で
死
亡
し
た
の
で
、
ム
ン
グ
の
後
を
つ
い
で
フ
ビ
ラ
イ
が
王
位
に
つ
い
た
が
、
末
弟
の
ア
リ
ク
ブ
カ
に
し
て
み 

 
 
 

れ
ば
だ
ま
っ
て
お
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
当
時
の
カ
ラ
コ
ル
ム
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
世
界
的
大
帝
国
の 

 
 
 

首
都
で
あ
り
、
遠
く
イ
ス
ラ
ム
世
界
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら
も
往
来
し
た
。
一
二
五
三
年
（
延
長
五
年
）
に 

 
 
 

カ
ラ
コ
ル
ム
に
き
た
フ
ラ
ン
ス
王
の
使
節
僧
ル
ブ
ル
ッ
ク
が
詳
細
な
記
述
を
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
諸
宗 

 
 
 

教
の
寺
院
が
た
ち
な
ら
ぶ
中
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
寺
院
二
、
ネ
ス
ト
リ
ユ
ウ
ス
派
キ
リ
ス
ト
教
寺
院
一
と
あ
る
か
ら 

 
 
 

驚
く
べ
き
宮
殿
で
あ
っ
た
。
こ
こ
の
留
守
居
役
を
あ
ず
か
っ
て
い
た
、
ア
リ
ク
ブ
カ
だ
か
ら
お
い
そ
れ
と
フ
ビ
ラ 

 
 
 

イ
の
命
令
を
き
く
筈
が
な
い
。
彼
は
い
ろ
い
ろ
と
フ
ビ
ラ
イ
を
て
こ
ず
ら
せ
る
こ
と
五
か
年
間
つ
い
に
中
統
五
年 

 
 
 

の
七
月
に
ア
リ
ク
ブ
カ
は
兄
で
あ
る
フ
ビ
ラ
イ
に
降
参
し
た
の
で
あ
る
。 

 

フ
ビ
ラ
イ
は
、
反
乱
が
平
定
し
た
の
で
、
こ
れ
を
祝
っ
て
、
大
赦
を
布
告
し
、
年
号
亀
至
冗
元
年
と
新
し
く
し 

 
 

た
。
こ
れ
は
日
本
の
文
永
元
年
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
ア
リ
ク
ブ
カ
を
亡
ぼ
し
た
か
ら
フ
ビ
ラ
イ
は
安
泰
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
か
っ
た
。
ジ
ン 
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ギ
ス
カ
ン
の
二
代
目
を
つ
い
だ
オ
ゴ
タ
イ
家
か
ら
出
た
グ
ユ
ク
と
い
う
の
が
王
位
を
つ
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
心 

 
 
 

に
く
く
思
っ
て
お
っ
た
の
が
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
末
子
で
あ
る
ツ
ル
イ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
グ
ユ
ク
が
死
ぬ 

 
 
 

と
、
末
子
相
続
の
正
当
性
を
主
張
し
て
、
ツ
ル
イ
の
子
ム
ン
ゲ
が
第
四
代
の
王
と
な
っ
た
。
五
代
目
は
ム
ン
ゲ
の 

 
 
 

次
の
弟
で
あ
る
フ
ビ
ラ
イ
が
王
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
ム
ン
ゲ
の
末
子
で
あ
る
、
ア
リ
ク
ブ
カ
と
フ
ビ
ラ
イ
と
の
間 

 
 
 

に
五
か
年
も
の
争
が
お
き
た
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
フ
ビ
ラ
イ
と
ア
リ
ク
ブ
カ
と
が
争
っ
て
お
る
間
に
、
二 

 
 
 

代
目
、
三
代
目
と
王
を
つ
い
だ
オ
ゴ
タ
イ
家
の
ハ
イ
ズ
と
い
う
の
が
勢
力
を
養
っ
て
、
フ
ビ
ラ
イ
に
対
抗
し
よ
う 

 
 
 

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

だ
か
ら
、
フ
ビ
ラ
イ
が
中
統
の
年
号
を
廃
し
て
至
元
と
い
う
年
号
を
採
用
し
た
時
に
、
イ
ル
国
、
チ
ャ
ガ
タ
イ 

 
 

国
、
キ
プ
チ
ャ
国
も
、
フ
ビ
ラ
イ
の
大
王
た
る
こ
と
を
承
認
し
朝
貢
を
約
束
し
た
が
、
オ
ゴ
タ
イ
国
だ
け
は
反
抗 

 
 
 

の
態
度
を
と
り
、
朝
貢
を
せ
ぬ
と
断
言
し
た
。
フ
ビ
ラ
イ
は
即
位
を
し
年
号
を
か
え
て
も
直
ち
に
南
宋
を
う
つ
こ 

 
 
 

と
が
出
来
ず
、
至
元
三
年
（
文
永
四
年
）
に
は
ト
ル
キ
ス
タ
ン
に
兵
を
す
す
め
て
、
オ
ゴ
タ
イ
国
の
ハ
イ
ズ
を
討 

 
 
 

っ
た
が
、
こ
の
戦
争
に
は
フ
ビ
ラ
イ
が
負
け
た
の
で
あ
る
。 

 

ハ
イ
ズ
は
こ
の
後
チ
ャ
ガ
タ
イ
国
を
勢
力
下
に
お
き
、
キ
プ
チ
ャ
ク
国
と
同
盟
し
た
。
や
が
て
イ
ル
国
も
そ
の 

 
 
 

勢
力
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ハ
イ
ズ
の
反
乱
は
そ
の
後
二
十
年
も
つ
づ
き
最
後
に
は
ハ
イ
ズ
の
軍
が
蒙
古
迄 

 
 
 

も
せ
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
憂
を
か
か
え
な
が
ら
も
、
何
故
、
フ
ビ
ラ
イ
は
、
日
本
を 

 
 
 

せ
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 
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（
註
一
）  

富
士
巻
の
㈡
の
一
七
六
ペ
ー
ジ 

二 

現
在
世
界
の
焦
点
と
な
っ
て
お
る
ベ
ト
ナ
ム
は
、
大
聖
人
の
時
代
に
は
、
安
南
と
称
し
て
い
た
が
文
永
年
間
に 

 
 

は
、
す
で
に
元
の
支
配
下
に
は
い
っ
て
い
た
。
従
っ
て
南
宋
は
元
に
包
囲
さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
の
南
宋
を 

 
 
 

亡
ぼ
す
た
め
に
、
フ
ビ
ラ
イ
は
日
本
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
宋
国
は
南
に
移
っ
て
か
ら
は
（
元
に 

 
 
 

よ
り
揚
子
江
以
南
に
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ
て
か
ら
の
後
）
財
政
上
の
理
由
か
ら
、
貿
易
を
重
要
視
し
て
、
南
遷 

 
 
 

後
の
国
庫
の
収
入
の
減
少
を
こ
れ
に
よ
っ
て
補
お
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
相
手
に
な
っ
た
の
が
日
本
で 

 
 
 

あ
っ
た
。 

 

宋
国
か
ら
の
輸
入
品
は
、
紙
、
硯
、
墨
、
書
籍
、
青
磁
、
白
磁
、
唐
の
織
物
類
、
ま
た
修
法
儀
式
に
つ
か
う
香 

 
 
 

類
そ
し
て
宋
銭
、
大
聖
人
の
二
十
一
歳
の
時
即
ち
仁
治
三
年
に
は
、
西
園
寺
公
経
の
船
が
、
宋
か
ら
銭
十
万
貫
を 

 
 
 

も
ち
か
え
っ
た
と
い
う
。
銅
貨
な
ら
ば
一
億
枚
を
輸
入
し
た
こ
と
に
な
る
。 

 

日
本
か
ら
輸
出
し
た
も
の
は
、
金
が
筆
頭
で
、
つ
ぎ
に
真
珠
、
水
銀
、
硫
黄
、
松
、
桧
、
杉
な
ぞ
の
木
材
、
刀 

 
 

剣
、
弓
矢
、
甲
冑
な
ぞ
で
あ
っ
た
。 
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当
時
乗
組
員
百
人
に
達
す
る
日
本
船
が
、
毎
年
四
、
五
十
隻
も
往
復
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
驚
く
。 

航
路
は
主
に
、
上
海
に
近
い
、
明み

ん

州
（
ニ
ン
ポ
ー
）
を
出
航
す
る
。
こ
れ
は
遣
唐
使
船
の
時
代
か
ら
の
港
で
、 

 
 
 

東
支
那
海
を
横
断
し
て
、
直
接
九
州
の
博
多
、
今
津
、
平
戸
な
ぞ
に
つ
く
、
こ
の
航
路
だ
と
普
通
で
五
昼
夜
、
う 

 
 
 

ま
く
い
け
ば
三
昼
夜
だ
か
ら
、
我
々
が
思
っ
た
よ
り
早
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
態
で
、
南
宋
と
貿
易
を
し
て
い
た
当
時
の
日
本
が
、
南
宋
を
包
囲
し
て
こ
れ
を
亡
ぼ
そ
う
と
す 

 
 

る
、
元
か
ら
み
れ
ば
シ
ャ
ク
に
さ
わ
る
の
は
当
然
な
こ
と
で
、
そ
の
日
本
が
何
度
使
を
や
っ
て
も
、
断
乎
こ
と
わ 

 
 
 

る
の
だ
か
ら
、
元
の
日
本
遠
征
と
な
っ
た
こ
と
は
当
然
で
、
日
本
を
亡
し
て
、
南
宋
を
孤
立
さ
せ
、
そ
し
て
滅
亡 

 
 
 

に
み
ち
び
こ
う
と
い
う
の
が
、
フ
ビ
ラ
イ
の
作
戦
で
あ
っ
た
。 

 

南
宋
は
元
の
領
土
内
に
は
い
っ
た
と
前
述
し
た
が
、
こ
れ
は
元
の
フ
ビ
ラ
イ
の
全
き
臣
下
と
な
っ
た
朝
鮮
（
当 

 
 
 

時
の
高
麗
）
と
は
大
変
事
情
が
こ
と
な
っ
て
い
た
。 

 

そ
れ
は
当
時
の
安
南
は
元
に
貢
物
を
さ
さ
け
る
程
度
の
服
従
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
い
う
の
は
、
当
時
の
安
南 

 
 
 

は
国
勢
が
最
も
盛
ん
な
時
で
、
一
二
五
七
年
（
正
嘉
元
年
）
の
元
の
襲
来
を
く
い
と
め
、
其
後
も
二
回
に
渡
っ
て 

 
 
 

元
が
攻
め
た
が
、
こ
れ
も
く
い
と
め
て
失
敗
さ
せ
て
お
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

安
南
が
こ
の
よ
う
な
事
情
で
あ
っ
た
の
で
、
朝
鮮
を
極
度
に
利
用
し
て
、
日
本
を
征
服
し
、
そ
し
て
南
宋
を
討 

 
 
 

ち
た
い
の
が
、
フ
ビ
ラ
イ
の
目
的
で
あ
っ
た
。 

 

全
く
の
臣
下
の
礼
を
元
に
と
っ
た
朝
鮮
は
、
ど
れ
程
、
元
に
利
用
さ
れ
た
か
、
実
に
語
る
も
涙
と
い
っ
た
て
い 
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で
あ
る
。 

 
文
永
十
一
年
の
正
月
、
元
は
高
麗
に
た
い
し
て
日
本
遠
征
の
た
め
に
造
船
を
命
じ
、
高
麗
は
十
五
日
か
ら
着
工 

 
 
 

し
た
。 

「
造
船
所
に
は
、
木
材
が
豊
富
で
船
の
進
水
に
便
な
辺
山
及
び
天
冠
山
（
朝
鮮
半
島
の
南
端
）
の
海
辺
の
山
が
選 

 
 
 

定
さ
れ
た
。
役
夫
と
し
て
は
工
匠
お
よ
び
、
人
夫
三
万
五
千
名
（
一
説
三
万
五
百
名
）
が
徴
集
さ
れ
、
そ
の
三
か 

 
 
 

月
の
糧
食
三
万
四
千
三
百
十
二
石
余
も
ま
た
高
麗
の
負
担
で
あ
っ
た
。
建
造
の
船
数
は
大
船
三
百
、
軽
疾
舟
三 

 
 
 

百
、
給
水
用
の
小
舟
三
百
、
計
九
百
艘
。
船
の
型
は
南
中
国
様
式
で
は
工
費
が
か
さ
み
、
期
日
に
間
に
合
わ
な
い 

 
 
 

の
で
、
高
麗
様
式
の
簡
略
な
も
の
と
指
定
さ
れ
た
」
（
註
一
） 

 

高
麗
様
式
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
民
を
強
制
し
て
突
貫
工
事
で
つ
く
ら
せ
た
船
で
あ
っ
た
こ
と
が
、 

 
 
 

元
軍
の
敗
因
だ
と
、
こ
の
著
者
は
し
て
い
る
が
、
卓
見
と
い
う
べ
き
だ
と
思
う
。 

 

こ
れ
は
高
麗
政
府
が
任
命
し
た
金
万
慶
将
軍
の
伝
記
に
、 

「
造
船
を
蛮ば

ん

様
（
南
支
那
風
の
意
）
に
よ
れ
ば
工
費
多
く
し
て
期
に
及
ば
ず
（
略
）
本
国
（
高
麗
）
の
船
の
様
式 

 
 
 

を
用
い
て
建
造
す
」
よ
り
推
理
し
た
結
論
と
思
う
。 

 

船
の
大
き
さ
大
船
と
い
う
の
は
日
本
の
千
石
船
に
相
当
す
る
大
き
さ
で
あ
っ
た
。 

 

さ
て
日
本
を
討
つ
べ
き
兵
員
は
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。 

 

フ
ビ
ラ
イ
は
日
本
遠
征
を
期
し
て
す
で
に
文
永
七
年
の
閏
の
十
一
月
、
朝
鮮
半
島
の
南
端
金
州
に
屯と

ん

田
を
設
置 
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し
、
日
本
征
討
の
軍
隊
を
農
耕
に
従
事
さ
せ
な
が
ら
駐
屯
さ
せ
た
。
次
の
年
の
文
永
八
年
の
三
月
に
な
る
と
、
こ 

 
 
 

の
屯
田
は
忻き

ん

都と

と
い
う
屯
田
経
略
使
が
蒙
古
よ
り
き
て
屯
田
は
、
開
城
、
平
壌
、
等
の
十
か
所
に
お
か
れ
、
そ
の 

 
 
 

兵
数
は
六
千
と
い
わ
れ
た
。 

 

高
麗
は
こ
れ
に
対
し
て
、
耕
地
を
提
供
す
る
の
は
勿
論
だ
が
、
農
牛
三
千
頭
、
農
具
、
種
子
、
糧
秼
の
全
部
、 

 
 
 

屯
田
兵
六
千
の
食
糧
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
全
羅
道
の
農
民
は
草
の
実
や
、
木
の
葉
を
た
べ 

 
 
 

て
露
命
を
つ
な
ぐ
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。 

 

文
永
十
一
年
の
三
月
に
、
高
麗
に
屯
田
兵
長
の
将
軍
忻
都
洪
茶
丘
に
、
日
本
征
伐
の
命
を
下
し
て
、
七
月
を
出 

 
 
 

征
の
月
と
定
め
た
。
五
月
に
は
元
の
日
本
征
伐
の
兵
一
万
五
千
が
高
麗
に
到
着
し
、
六
月
十
六
日
、
高
麗
は
九
百 

 
 
 

隻
の
工
事
を
終
了
し
て
、
出
航
進
発
港
の
合が

っ

浦ぽ

（
朝
鮮
南
海
の
要
港
で
今
の
馬
山
浦
）
に
廻
送
を
終
っ
た
と
元
に 

 
 
 

奏
上
し
た
。 

 

準
備
が
完
了
し
た
の
に
、
日
本
遠
征
が
十
月
迄
の
び
た
の
は
、
六
月
十
八
日
に
、
高
麗
の
国
王
が
な
く
な
っ
た 

 
 
 

か
ら
で
あ
る
。 

 

高
麗
国
王
の
あ
と
つ
ぎ
は
、
人
質
の
形
で
元
の
大
都
（
現
在
の
北
京
）
に
あ
っ
て
、
フ
ビ
ラ
イ
の
娘
ク
ツ
ル
ガ 

 
 
 

ミ
ン
の
降
家
を
こ
の
年
の
五
月
に
受
け
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
父
が
死
ん
だ
の
で
新
し
い
高
麗
王
、
諶し

ん

は
八
月
に 

 
 
 

高
麗
に
帰
り
即
位
し
た
。
こ
の
た
め
に
七
月
征
東
を
定
め
ら
れ
た
の
が
お
く
れ
て
十
月
三
日
に
、
合
浦
を
出
発
し 

 
 

た
。 
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総
司
令
官
は
忻
都
（
モ
ン
ゴ
ル
人
）
副
は
洪
茶
丘
（
高
麗
人
だ
が
、
祖
父
の
代
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
朝
に
仕
え
て
い 

 
 

た
）
リ
ュ
ウ
フ
ク
コ
ウ
（
こ
れ
は
中
国
山
東
省
の
人
）
都
督
使
に
金
方
慶
（
高
麗
人
）
で
軍
勢
の
総
数
は
、
高
麗 

 
 
 

史
に
よ
る
と
「
蒙
漢
軍
二
万
五
千
我
軍
八
千
、
船
員
お
よ
び
船
中
の
雑
役
夫
漕
手
は
高
麗
が
負
担
し
そ
の
数
六
千 

 
 
 

七
百
」
と
あ
る
。
但
し
元
兵
の
実
数
、
蒙
漢
軍
二
万
五
千
は
多
き
に
失
す
る
。
洪
茶
丘
伝
の
総
数
二
万
が
本
当
だ 

 
 
 

と
い
う
説
も
あ
る
。
文
永
十
一
年
十
月
三
日
、
元
軍
は
朝
鮮
を
出
発
し
た
。 

 
 

 

蒙
古
襲
来
に
つ
い
て
の
確
実
な
文
献
と
し
て
は
、
八
幡
愚
童
訓
、
日
蓮
註
画
讃
、
竹
崎
季
長
蒙
古
襲
来
絵
詞
と 

 
 
 

な
っ
て
お
る
。
今
鎌
倉
妙
法
寺
開
基
日
澄
（
一
五
一
〇
年
寂
）
の
著
に
よ
る
、
註
画
讃
を
引
用
し
て
元
軍
の
壱
岐 

 
 
 

対
島
九
州
へ
の
襲
来
を
の
べ
よ
う
。 

「
文
永
十
一
年
十
月
五
日
午
前
五
時
に
対
島
の
国
府
の
八
幡
宮
の
仮
殿
か
ら
火
焔
が
出
た
の
で
、
対
島
の
人
々
は 

 
 
 

八
幡
宮
が
焼
け
う
せ
た
か
と
思
っ
た
が
そ
れ
は
幻
で
め
っ
た
。
こ
れ
は
何
事
か
が
起
こ
る
と
思
っ
て
い
た
処
が
、 

 
 
 

そ
の
日
の
午
後
四
時
頃
に
対
馬
の
西
の
佐
寸

さ

す

の
浦
に
異
国
の
兵
船
四
百
五
十
艘
、
三
万
余
人
を
乗
せ
て
よ
せ
き 

 
 
 
 

た
っ
た
。
六
日
の
朝
八
時
に
合
戦
し
て
、
守
護
代
資
国
等
及
び
そ
の
子
息
も
悉
く
討
死
を
し
た
。
十
四
日
に
は
壱 

 
 
 

岐
の
島
に
押
し
よ
せ
守
護
代
、
平
内
左
衛
門
景
隆
城
廓
を
構
え
防
ぎ
戦
っ
た
が
、
蒙
古
軍
の
乱
入
に
よ
り
景
隆
は 

 
 
 

自
殺
し
て
は
て
た
。
二
嶋
の
百
姓
等
は
、
男
は
殺
し
或
い
は
捕
ら
わ
れ
た
。
女
は
一
か
所
に
あ
つ
め
て
、
手
を
と 
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お
し
て
船
ば
た
に
結
び
つ
け
、
一
人
と
し
て
害あ

や

め
ら
れ
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
つ
い
で
肥
前
の
国
の
松
浦
党
数 

 
 
 

百
人
も
う
た
れ
い
け
ど
ら
れ
、
百
姓
の
男
女
は
壱
岐
対
馬
と
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
た
。
つ
い
で
十
九
日
午
前
八
時 

 
 
 

に
筑
前
の
博
多
、
箱
崎
、
今
津
、
佐
原
に
よ
せ
き
た
る
」
（
取
意
）
と
あ
る
。 

 

元
軍
の
主
力
た
る
二
万
の
軍
勢
は
、
太
宰
府
攻
撃
を
目
的
と
し
て
、
堂
々
と
博
多
、
箱
崎
を
占
領
す
べ
く
二
十 

 
 
 

日
の
日
博
多
百も

も

道じ

原ば
る

に
上
陸
を
開
始
し
、
一
部
は
今
津
の
方
面
に
も
上
陸
し
た
。
こ
れ
ら
は
忻
都
、
洪
茶
丘
の
指 

 
 
 

揮
す
る
軍
勢
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
高
麗
人
、
金
方
慶
の
指
揮
す
る
五
千
の
高
麗
軍
は
百
道
原
に
上
陸
す
る
と
、
そ
れ
よ
り
鹿そ

原ば
る 

 
 
 

に
至
り
、
軍
を
二
つ
に
分
け
て
、
鳥
飼
と
別
府
の
松
原
に
進
撃
し
た
。 

 

蒙
古
高
麗
の
軍
勢
は
午
前
十
時
よ
り
、
夕
方
ま
で
戦
い
を
つ
づ
け
た
。 

 

さ
て
こ
れ
に
対
し
て
日
本
軍
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
蒙
古
が
対
馬
を
襲
っ
た
こ
と
は
十
月
十
七
日
に
京
都
に
達 

 
 

し
、
直
ち
に
鎌
倉
に
伝
え
ら
れ
た
。 

 

九
州
で
は
蒙
古
の
襲
来
が
つ
げ
ら
れ
る
と
、
太
宰
府
守
護
所
は
、
配
下
の
武
将
に
命
令
を
下
し
た
。
総
大
将
と 

 
 
 

し
て
は
、
筑
前
、
豊
前
、
肥
前
、
壱
岐
、
対
馬
の
守
護
職
を
か
ね
た
少
弐
経
資

つ
ね
す
け

当
時
二
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
副
は 

 
 
 

豊
後
の
守
護
職
の
大
友
頼
綜
で
あ
り
、
前
線
に
は
経
資
の
弟
景
資

か
げ
す
け

が
採
配
を
ふ
る
っ
た
。 

 

八
幡
愚
童
訓
に
よ
る
と
九
州
の
軍
勢
は
、 

「
少
弐
、
大
友
、
紀
伊
の
一
類
、
白
木
ヘ
ツ
キ
松
浦
党
、
菊
地
、
原
田
、
小
玉
党
以
下
神
社
、
仏
寺
の
司
ま
で
我 



 

211 蒙 古 襲 来 
 

も
我
も
と
ち
立
っ
て
大
将
ば
か
り
（
？
）
十
万
二
千
余
騎
、
都
合
何
万
騎
と
言
う
数
を
知
ら
ず
、
馬
の
気
天
に
あ 

 
 
 

が
り
て
風
を
な
し
、
蹄
足
地
に
ひ
び
い
て
雷
を
な
す
、
日
本
兵
共
は
、
高
麗
唐
人
を
あ
な
ど
っ
て
、
面
々
分
捕
を 

 
 
 

考
え
る
と
、
日
本
兵
は
多
く
敵
兵
は
す
く
な
い
。
ど
う
し
て
一
人
当
て
に
分
捕
り
し
よ
う
か
、
敵
兵
十
人
に
味
方 

 
 
 

一
人
こ
そ
よ
い
と
こ
ろ
な
の
に
、
味
方
は
多
く
て
敵
兵
一
人
あ
て
に
な
ら
ぬ
こ
と
こ
そ
残
念
至
極
」
（
取
意
） 

 
 
 
 

な
ぞ
と
記
さ
れ
て
お
っ
て
、
合
戦
前
の
勢
は
ま
こ
と
に
天
に
ち
う
す
る
の
て
い
で
あ
っ
た
が
、
愈
々
合
戦
が
始
ま 

 
 
 

る
と
、
こ
れ
が
惨
敗
を
き
っ
し
た
の
だ
か
ら
日
本
兵
の
残
念
さ
が
わ
か
る
。 

 

（
註
一
）  

「
蒙
古
襲
来
」
黒
田
俊
雄 

中
央
公
論
社 

三 

 

紀
元
前
四
～
六
世
紀
に
成
立
し
た
世
界
最
古
の
兵
法
書
で
あ
る
孫
子
の
第
七
軍
争
篇
古
来
の
軍
法
に
、 

「
多
数
の
兵
士
を
統
率
す
る
に
は
口
で
言
う
て
き
こ
え
な
い
か
ら
合
図
の
鳴
物
を
つ
か
い
、
見
て
も
よ
く
見
え 

 
 
 
 

な
い
か
ら
目
印
の
旗
を
用
う
る
。
合
図
の
鐘
や
太
鼓
、
目
印
の
旗
と
い
う
も
の
は
大
衆
の
耳
目
を
一
つ
に
す
る
た 

 
 
 

め
の
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
衆
が
統
一
さ
れ
る
結
果
、
勇
気
の
あ
る
者
で
も
ひ
と
り
で
抜
け
駈
け
は
で
き 

 
 
 

ず
、
臆
病
者
で
も
、
勝
手
に
逃
げ
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
が
大
勢
の
人
間
を
管
理
す
る
秘
訣
で
あ
る
。
こ 
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れ
は
敵
に
対
し
て
も
活
用
で
き
る
。
す
な
わ
ち
夜
戦
に
は
大
い
に
か
が
り
び
を
た
き
鼓
を
う
ち
、
昼
戦
に
は
旗
を 

 
 
 

多
く
た
て
る
。
こ
う
す
れ
ば
実
際
以
上
に
味
方
は
多
く
見
え
、
敵
の
耳
目
を
ま
ど
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
う
す
れ
ば 

 
 
 

敵
の
士
気
を
く
じ
き
、
と
く
に
敵
将
の
心
理
を
か
く
ら
ん
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
士
気
と
い
う
も
の
に
も
原
則
が 

 
 
 

あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
の
気
分
は
朝
は
精
気
が
み
ち
み
ち
て
お
り
、
昼
は
つ
か
れ
、
夕
方
は
帰
っ
て
や
す
み
た
い 

 
 
 

も
の
で
あ
る
。
戦
さ
上
手
は
、
状
況
に
応
じ
て
士
気
の
変
化
を
み
定
め
、
精
気
の
み
ち
た
敵
は
さ
け
、
つ
か
れ
た 

 
 
 

り
士
気
の
お
と
ろ
え
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
撃
つ
の
で
あ
る
。
味
方
の
内
部
を
治
め
て
お
い
て
敵
の
乱
れ
に
乗 

 
 

じ
、
味
方
は
静
か
に
準
備
し
て
お
い
て
敵
が
騒
々
し
く
や
っ
て
く
る
の
を
ま
つ
」
（
註
一
） 

 

二
千
年
近
く
七
集
団
的
戦
闘
に
な
れ
た
大
陸
の
軍
勢
に
対
し
て
、
源
平
盛
衰
記
を
一
寸
み
て
も
、 

「
相
模
国
の
住
人
鎌
倉
権
五
郎
景
政
が
末
葉
梶
原
平
三
景
時
な
り
、
彼
の
景
政
は
奥
州
合
戦
の
時
、
右
の
眼
を
射 

 
 
 

ら
れ
な
が
ら
其
の
矢
を
ぬ
か
ず
し
当
の
矢
を
射
矢
を
い
か
へ
し
て
敵
を
討
ち
、
名
を
後
代
に
留
め
し
末
葉
な
れ 

 
 
 

ば
、
一
人
当
千
の

兵
つ
わ
も
の

ぞ
、
我
れ
と
思
は
ん
大
将
も
侍
も
く
め
や
く
め
や
と
名
乗
り
を
あ
げ
て
攻
め
入
り
た
り
」 

 
 
 

（
註
二
） 

 

こ
の
方
式
で
、
蒙
古
勢
に
た
ち
む
か
っ
た
の
だ
か
ら
蒙
古
勢
が
、
ど
っ
と
声
を
あ
げ
て
笑
っ
た
と
い
う
の
も
う 

 
 
 

な
ず
け
る
。 

 

日
本
流
の
合
戦
の
問
始
に
は
、
両
方
か
ら

鏑
か
ぶ
ら

矢
を
い
っ
て
、
矢
合
せ
の
合
図
を
交
わ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。 

 
 
 

鏑
矢
と
は
矢
の
先
き
に
、
木
ま
た
は
骨
製
の
球
形
を
つ
け
て
、
そ
れ
に
小
さ
な
孔
を
あ
け
て
、
飛
行
の
さ
い
に
音 
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響
を
起
こ
す
も
の
を
い
う
。 

 
蒙
古
軍
を
前
に
し
て
、
総
指
揮
官
の
少
弐
三
郎
左
衛
門
景
資
の
子
十
三
歳
の
資
時
が
鏑
矢
を
射
て
、
合
戦
開
始 

 
 
 

の
合
図
と
し
た
が
、
奇
妙
な
音
を
発
す
る
矢
が
空
高
く
と
ぶ
と
、
蒙
古
軍
は
一
度
に
ど
っ
と
笑
っ
た
。 

「
矢
合
せ
の
為
と
て
、
鏑
矢
を
射
出
し
た
り
に
、
蒙
古
一
度
に
ど
っ
と
笑
い
、
大
鼓
を
た
た
き
ど
ら
を
打
っ
て
、 

 
 
 

時
を
つ
く
っ
て
お
び
た
だ
し
さ
に
、
日
本
の
馬
共
は
驚
ろ
い
て
は
ね
狂
う
の
で
、
馬
を
あ
つ
か
う
こ
と
だ
け
が
や 

 
 
 

っ
と
で
、
敵
に
向
う
こ
と
を
忘
れ
た
」
（
註
三
） 

 

蒙
古
軍
の
笑
い
な
ど
を
気
に
せ
ず
、
狂
う
馬
を
制
し
て
日
本
側
か
ら
は
一
騎
が
す
す
み
出
て
、 

「
や
あ
や
あ
遠
か
ら
ん
も
の
は
音
に
も
き
け
、
近
か
く
ば
よ
っ
て
眼
に
も
み
よ
、
我
こ
そ
は
清
和
源
氏
の
末
孫
に 

 
 
 

し
て…

…

」
と
や
り
お
る
中
に
、
大
勢
ど
や
ど
や
と
出
て
き
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
と
り
か
こ
ん
で
、
よ
っ
て
た 

 
 
 

か
っ
て
、
こ
の
誇
り
高
き
勇
士
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
最
初
の
一
騎
だ
け
で
は
な
く
、
い
た
る
処
の
戦
線 

 
 
 

で
こ
ん
な
こ
と
が
起
り
、
こ
れ
で
は
武
士
の
合
戦
で
は
な
い
と
、
く
や
し
が
っ
て
も
仕
方
が
な
い
。
集
団
的
戦
術 

 
 
 

に
な
れ
な
い
か
な
し
さ
、
功
名
の
し
る
し
は
敵
の
首
を
と
ろ
う
な
ぞ
と
い
う
個
人
的
名
誉
が
念
頭
に
一
杯
で
は
、 

 
 
 

こ
の
蒙
古
軍
を
相
手
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
上
に
武
器
が
違
っ
て
い
た
。
蒙
古
軍
の
矢
の
射
程
が
断
然
長
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
矢
に
は
毒
が
ぬ
っ
て 

 
 
 

あ
っ
た
の
で
、
浅
し
傷
で
も
ひ
ど
い
苦
痛
を
あ
た
え
た
。
そ
の
上
に
蒙
古
軍
に
は
鉄
砲
さ
え
あ
っ
た
。
鉄
砲
の
起 

 
 
 

源
は
、
蒙
古
軍
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
遠
征
し
た
時
に
つ
か
っ
た
の
が
、
起
源
と
百
科
辞
典
に
も
出
て
お
る
。 
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「
こ
れ
は
か
な
り
大
き
な
鉄
丸
に
火
薬
を
つ
め
た
も
の
ら
し
く
、
火
繩
に
点
火
し
て
飛
ば
す
と
空
中
で
ご
う
音
と 

 
 
 

閃
光
を
発
し
て
爆
発
し
、
人
馬
の
耳
目
を
く
ら
ま
し
た
。
手
で
な
け
る
の
で
は
な
く
金
属
製
の
筒
か
ら
発
射
し
た 

 
 
 

一
種
の
大
砲
だ
と
い
う
説
も
あ
る
」
（
註
三
） 

 

火
薬
の
威
力
を
始
め
て
、
蒙
古
軍
に
よ
っ
て
知
っ
た
日
本
人
の
軍
勢
は
驚
い
た
に
違
い
な
い
。 

 

こ
れ
を
読
ん
で
、
日
本
軍
を
笑
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
二
十
年
前
に
は
、
Ｂ
二
十
九
に
は
た
き
と
竹
や
り
で
応 

 
 
 

戦
出
来
る
と
思
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
私
も
支
那
大
陸
に
や
ら
れ
て
、
毎
日
訓
練
を
う
け
て
お
っ
た
が
、
ど
ん
な 

 
 
 

こ
と
を
や
ら
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
二
人
の
兵
隊
が
荷
車
を
一
台
ひ
い
て
や
っ
て
く
る
、
す
る
と
火
焔
び
ん
と
想 

 
 
 

定
し
た
サ
イ
ダ
ー
の
あ
き
び
ん
を
片
手
に
も
っ
た
一
人
の
兵
隊
が
荷
車
が
て
ご
ろ
の
距
離
に
き
た
時
に
、
「
ヤ
ッ
」 

 
 

と
か
け
声
も
い
さ
ま
し
く
荷
車
の
下
に
か
け
こ
む
の
で
あ
る
。
荷
車
は
タ
ン
ク
の
想
定
で
あ
る
。
タ
ン
ク
を
破
壊 

 
 
 

す
る
方
法
の
も
っ
と
も
確
実
な
戦
法
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
兵
隊
は
火
焔
瓶
を
も
っ
て
戦
車
に
ひ
か
れ
る
。
そ 

 
 
 

し
て
火
焔
瓶
の
爆
発
と
共
に
一
命
を
す
て
る
。
一
人
の
兵
士
の
命
で
一
台
の
戦
車
を
破
壊
す
る
方
法
で
あ
る
。
真 

 
 
 

面
目
に
こ
の
訓
練
を
や
っ
て
い
た
。
そ
し
て
つ
け
加
え
て
お
く
が
、
本
物
の
戦
車
は
一
度
も
み
た
こ
と
が
な
か
っ 

 
 
 

た
の
だ
か
ら
皮
肉
で
あ
る
。 

 

戦
争
と
い
う
も
の
は
武
器
が
す
ぐ
れ
て
お
る
方
が
、
勝
つ
の
は
、
昔
も
今
も
心
変
り
が
な
い
。 
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以
上
の
よ
う
な
不
利
の
状
態
で
あ
っ
で
も
、
日
本
軍
は
よ
く
戦
っ
た
。 

 
八
幡
愚
童
訓
に
よ
る
と
、
松
浦
党
多
く
打
た
れ
ぬ
と
名
前
を
あ
げ
て
お
る
。
原
田
の
一
族
に
は
深
田
に
蒙
古
軍 

 
 
 

に
追
い
こ
ま
れ
て
敗
戦
し
た
。
日
田
青あ

し

屋い

が
乗
っ
た
馬
は
元
気
な
馬
だ
っ
た
の
で
、
自
然
に
敵
の
陣
に
入
っ
て
し 

 
 
 

ま
っ
た
。
主
人
が
敵
陣
に
は
い
っ
た
の
で
、
家
来
も
、
つ
づ
い
て
敵
陣
に
は
い
り
、
ひ
し
ひ
し
と
ま
き
こ
ま
れ
て 

 
 
 

殆
ど
が
打
ち
死
を
し
て
し
ま
っ
た
。
馬
だ
け
が
帰
っ
て
き
た
の
で
青
屋
の
戦
死
が
分
っ
た
。
こ
の
青
屋
の
馬
が
帰 

 
 
 

っ
て
き
た
の
は
幸
運
で
あ
っ
た
。
何
故

な

ぜ

な
れ
ば
牛
馬
を
美
食
と
す
る
蒙
古
軍
は
、
射
殺
ろ
し
た
馬
を
く
っ
て
し
ま 

 
 
 

う
の
で
、
日
本
軍
を
驚
か
せ
た
の
で
あ
る
。
山
田
の
家
来
五
人
が
赤
坂
を
逃
げ
て
る
と
こ
ろ
に
蒙
古
勢
三
人
が
追 

 
 
 

い
か
け
て
き
た
。
一
町
程
も
追
い
か
け
て
き
た
が
、
追
い
つ
か
な
い
の
で
、
ロ
惜
し
ま
ぎ
れ
に
蒙
古
勢
が
、
尻
を 

 
 
 

か
ら
げ
て
日
本
軍
に
向
っ
て
、
踊
っ
て
か
ら
か
っ
た
。
こ
れ
を
み
た
山
田
の
家
来
は
、
あ
の
奴
等
に
追
い
か
け
ら 

 
 
 

れ
て
残
念
だ
、
あ
れ
を
遠
矢
に
か
け
る
も
の
は
い
な
い
か
と
い
う
と
、
一
人
の
兵
が
、
引
き
う
け
て
、
「
南
無
八 

 
 
 

幡
大
菩
薩
、
願
わ
く
ば
こ
の
矢
を
敵
に
当
て
さ
せ
給
え
」
と
念
願
し
て
矢
を
射
た
と
こ
ろ
が
、
あ
や
ま
た
ず
敵
を 

 
 
 

射
殺
ろ
し
た
の
だ
。
日
本
人
は
ど
っ
と
笑
い
声
を
出
し
て
、
は
や
し
た
て
た
が
、
蒙
古
勢
は
返
答
も
な
く
、
負
傷 

 
 
 

者
を
せ
お
っ
て
逃
げ
て
い
っ
た
。 

 

然
し
な
が
ら
、
蒙
古
勢
は
次
第
に
強
く
な
っ
て
せ
め
て
き
て
赤
坂
の
松
原
の
中
に
陣
を
し
い
た
。
日
本
軍
勢 

 
 
 

は
、
ひ
き
さ
が
っ
て
し
ま
っ
て
戦
う
も
の
と
て
い
な
か
っ
た
。 

 

以
上
八
幡
愚
童
訓
か
ら
引
用
し
た
も
の
だ
が
、
不
振
の
日
本
軍
の
中
に
い
て
、
竹
崎
五
郎
季す

え

長な
が

と
そ
の
手
勢
五 
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騎
は
、
こ
の
文
永
の
ま
け
戦
の
中
で
高
名
を
た
て
た
一
人
で
あ
っ
た
。 

 
十
月
二
十
日
の
朝
、
竹
崎
季
長
は
箱
崎
方
面
の
陣
地
に
配
下
と
し
て
い
た
が
、
元
軍
が
博
多
の
方
面
に
上
陸
し 

 
 
 

て
そ
の
先
鋒
は
赤
坂
に
対
し
た
の
で
そ
の
方
面
の
戦
闘
に
従
っ
た
。 

 

こ
の
時
の
竹
崎
季
長
が
戦
っ
た
こ
と
を
絵
師
に
命
じ
て
絵
巻
に
か
か
せ
神
社
に
奉
納
し
た
。
こ
れ
が
、
八
幡
愚 

 
 
 

童
訓
と
並
び
称
さ
れ
る
。
当
時
の
文
献
「
蒙
古
襲
来
絵
詞
」
で
あ
る
。 

 

博
多
か
ら
、
住
居
神
社
の
鳥
居
の
前
を
す
ぎ
て
、
赤
坂
に
向
か
う
途
中
で
、
菊
地
武
房
と
い
う
武
士
が
太
刀
と 

 
 
 

薙
刀
に
首
を
二
つ
さ
し
、
勇
ま
し
い
姿
で
帰
陣
す
る
姿
に
接
し
た
の
で
、
天
晴
れ
の
勇
士
よ
、
自
分
も
そ
れ
に
負 

 
 
 

け
る
も
の
か
と
竹
崎
季
長
は
勇
気
百
倍
す
る
の
だ
っ
た
。 

 

但
し
季
長
は
自
分
の
軍
功
の
み
を
あ
せ
る
の
に
急
だ
っ
た
。
こ
の
文
永
の
役
で
は
誰
し
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
は 

 
 
 

勿
論
だ
が
、
弘
安
の
役
で
は
多
少
こ
と
な
っ
て
、
集
団
的
な
戦
術
を
日
本
軍
も
と
っ
て
、
大
い
に
元
軍
を
な
や
ま 

 
 
 

せ
た
が
、
こ
れ
は
後
日
に
ゆ
ず
る
。 

 

従
っ
て
竹
崎
季
長
は
、
一
門
の
長
た
る
総
領
の
指
揮
に
も
従
わ
ず
、
合
戦
に
さ
い
し
て
は
家
来
は
五
人
と
い
う 

 
 
 

の
だ
か
ら
珍
し
い
。
そ
の
代
り
季
長
の
戦
い
は
、
一
人
の
勇
者
が
、
如
何
に
集
団
的
戦
闘
に
戦
か
っ
た
か
と
い
う 

 
 
 

最
後
の
日
本
武
士
の
見
本
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。 

 

元
軍
は
鹿そ

原は
る

に
陣
を
と
り
、
大
将
は
高
い
所
に
お
っ
て
、
攻
撃
の
時
に
は
銅ど

鑼ら

鐘が
ね

を
た
た
い
て
わ
め
き
た
て
、 

 
 
 

逃
げ
る
時
に
は
太
鼓
を
た
た
く
と
い
う
。
中
に
は
死
ん
だ
人
間
の
腹
を
あ
け
て
、
肝
を
取
っ
て
の
む
、
蒙
古
軍
に 
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は
日
本
軍
も
お
ど
ろ
い
た
ら
し
い
。
も
と
よ
り
牛
馬
を
う
ま
い
も
の
と
す
る
軍
勢
だ
か
ら
、
驚
く
方
が
お
ろ
か
だ 

 
 

と
、
八
幡
愚
童
訓
は
書
い
て
お
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
戦
い
の
中
に
か
け
こ
ん
だ
竹
崎
季
長
こ
そ
哀
れ
で
あ
っ
た
。
家
来
が
誰
か
先
き
が
け
し
た
と
証
言 

 
 
 

す
る
人
を
た
て
て
か
ら
、
合
戦
し
て
は
と
い
さ
め
た
が
、 

「
弓

き
ゅ
う

箭󠄀せ
ん

の
道
は
先
を
以
っ
て
賞
と
す
、
た
だ
駆
け
い
れ
駆
け
い
れ
」 

 

五
人
の
家
来
に
号
令
し
て
、
元
軍
の
真
只
中
に
か
け
い
っ
た
が
、
家
来
は
忽
ち
負
傷
し
、
自
分
の
馬
は
い
ら
れ 

 
 

て
、
は
ね
廻
わ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
幸
に
し
て
肥
前
の
白
石
六
郎
の
家
来
が
、
大
勢
か
け
つ
け
て
く
れ
た
の 

 
 
 

で
、
か
ら
く
も
一
命
は
助
か
っ
た
。 

 

何
故
こ
の
竹
崎
季
長
は
、
蒙
古
軍
勢
の
、
銅
鑼
や
太
鼓
で
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
騒
ぎ
を
す
る
軍
勢
の
中
に
、
た
だ
一 

 
 
 

騎
と
も
い
う
べ
き
格
好
で
と
び
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
季
長
は
従
来
の
戦
闘
方
法
が
先
入
感
と
な
っ
て 

 
 
 

い
て
、
急
に
戦
術
に
対
す
る
頭
の
切
り
か
え
が
出
来
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

軍
功
の
種
類
に
は
四
種
類
あ
っ
た
。 

㈠ 

先
が
け
。
他
人
よ
り
さ
き
に
、
敵
陣
に
打
ち
い
る
こ
と
で
、
名
誉
一
番
で
あ
る
。
先
述
の
竹
崎
は
こ
れ
を 

 
 
 

目
的
と
し
て
い
た
。 

㈡ 

手
負
。
自
分
の
う
け
た
傷
の
こ
と
。
討
死
、
分
捕
よ
り
軍
功
は
軽
い
が
、
戦
功
の
一
つ
で
、
竹
崎
季
長
は 

 
 
 

自
分
の
手
負
い
を
大
将
景
資
に
注
進
し
て
お
る
。 
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㈢ 

分
捕
。
こ
れ
は
敵
の
首
を
分
捕
る
こ
と
で
尋
常
の
勝
負
で
生
け
ど
っ
た
首
の
こ
と
。
死
ん
だ
敵
の
首
を
死 

 
 
 

骸
か
ら
と
る
の
は
、
拾
い
首
と
い
っ
て
武
士
の
恥
辱
と
し
た
。 

 

㈣ 
討
死
。
重
大
な
戦
功
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
中
で
、
分
捕
り
と
討
死
が
最
も
重
要
な
軍
功
で
あ
っ
た
。 

 

（
註
一
）  

「
孫
子
」
訳
者
村
山
孚󠄃 

（
註
二
）  

源
平
盛
衰
記 

（
註
三
）  

蒙
古
襲
来 

中
央
公
論
社 

四 

八
幡
愚
童
訓
は
竹
崎
季
長
の
戦
功
の
外
に
、
菊
地
次
郎
の
い
く
さ
ぶ
り
を
か
か
げ
て
お
る
。 

蒙
古
の
軍
勢
は
、
赤
坂
の
松
原
に
陣
を
し
い
て
し
ま
っ
た
が
、
日
本
軍
は
、
い
く
さ
の
や
り
方
が
違
う
の
で
、
茫 

 
 
 

然
と
し
て
こ
れ
を
み
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
残
念
至
極
也
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
菊
地
次
郎
は
、
百
騎 

 
 

ば
か
り
を
二
つ
に
分
け
て
、
押
し
よ
せ
て
、
散
々
に
奮
斗
し
た
。
家
子
郎
党
は
、
多
数
う
た
れ
て
し
ま
っ
た
が
、 

 
 
 

菊
地
次
郎
だ
け
は
ど
う
し
た
こ
と
か
、
死
人
の
中
よ
り
馳
け
出
し
て
、
敵
の
頸
を
沢
山
と
っ
て
帰
っ
て
き
て
功
名 
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を
あ
げ
た
。 

 
こ
の
時
、
菊
地
次
郎
は
、
も
し
褒
賞
に
あ
ず
か
っ
た
ら
、
一
番
最
初
に
頂
い
た
も
の
を
八
幡
神
宮
に
奉
納
し
よ 

 
 
 

う
と
決
心
し
た
。
後
鎌
倉
に
上
っ
て
甲
冑
を
賜
っ
て
、
自
分
の
面
目
を
伝
え
る
た
め
、
子
孫
に
残
し
た
い
と
思
っ 

 
 
 

た
が
、
神
恩
の
深
き
を
思
っ
て
甲
冑
を
八
幡
神
宮
に
献
納
し
た
。 

 

こ
の
外
少
弐
入
道
の
子
息
、
三
郎
佐
衛
門
尉
景
資
と
平
四
郎
入
道
、
手
光
太
郎
左
衛
門
等
が
奮
戦
し
た
が
、
い 

 
 
 

く
さ
の
仕
方
が
違
う
の
で
、
て
ん
で
間
題
に
な
ら
ず
、
蒙
古
勢
は
赤
坂
か
ら
、
鹿そ

原は
る

、
百も

も

道じ

原ば
る

を
占
領
し
て
し
ま 

 
 
 

っ
た
。 

 

可
哀
想
な
の
は
、
異
国
合
戦
な
ぞ
、
何
事
な
ら
ん
と
、
の
ん
き
に
か
ま
え
て
い
て
、
避
難
し
な
か
っ
た
非
戦
闘 

 
 
 

員
で
あ
っ
た
。
八
幡
愚
童
訓
に
よ
る
と
「
家
々
に
打
入
っ
て
、
数
万
人
の
妻
子
共
を
奪
い
取
り
け
る
」
と
あ
る
。 

 

こ
の
日
の
合
戦
は
午
前
十
一
時
頃
よ
り
始
ま
っ
て
日
の
く
れ
方
迄
つ
づ
い
た
が
、
日
本
軍
は
夕
方
に
な
る
と
、 

 
 
 

水
木
城
に
仕
方
な
く
兵
を
あ
つ
め
た
。
八
幡
愚
童
訓
は
こ
の
と
こ
ろ
を
「
武
力
及
び
難
け
れ
ば
、
水
木
城
に
ひ
き 

 
 
 

こ
も
り
さ
さ
え
て
み
ん
と
、
に
げ
支
度
を
こ
そ
構
え
け
れ
、
之
を
聞
き
、
我
れ
先
き
に
と
お
ち
し
か
ど
、
独
り
も 

 
 
 

戦
う
者
な
し
」
と
書
い
て
お
る
。 

 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
戦
況
の
中
に
あ
っ
て
、
前
述
の
少
弐
三
郎
左
衛
門
景
資
は
、
思
わ
ぬ
戦
功
を
た
て
た
。
「
蒙 

 
 

古
の
大
将
軍
と
思
し
き
、
長
七
尺
ば
か
り
の
大
男
、
ひ
げ
は
へ
そ
の
下
ま
で
生
い
下
が
り
、
赤
い
鎧
に
、
葦
毛
の 

 
 
 

馬
に
の
っ
て
、
十
四
、
五
騎
を
う
ち
つ
れ
、
兵
率
八
、
七
十
人
を
伴
に
し
た
の
が
戦
場
に
出
て
き
た
。
そ
の
時
少 
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弐
三
郎
の
旗
の
上
を
鳩
が
と
び
廻
っ
た
の
で
、
こ
れ
こ
そ
、
八
幡
大
菩
薩
の
御
陰
な
り
と
た
の
み
ま
い
ら
せ
た
少 

 
 
 

弐
三
郎
は
、
馬
乗
り
弓
の
上
手
の
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
名
馬
に
の
る
と
一
鞭
を
く
れ
て
は
せ
ま
い
っ
て
、
よ
く
ひ 

 
 
 

い
て
矢
を
放
つ
と
、
先
頭
の
大
男
の
真
中
に
あ
た
り
、
馬
か
ら
逆
さ
に
な
っ
て
落
ち
た
。
あ
わ
て
て
従
者
の
郎
党 

 
 
 

共
が
大
男
を
抱
え
て
紛
れ
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
大
将
の
乗
っ
て
い
た
馬
だ
げ
が
、
日
本
軍
の
方
へ
か
け
て
き
た 

 
 
 

の
で
こ
れ
を
捕
え
た
が
、
葦
毛
の
馬
で
金
作
り
の
鞍
を
お
い
て
あ
っ
た
。
後
で
こ
れ
を
調
査
し
た
ら
（
蒙
古
の
捕 

 
 
 

虜
よ
り
き
い
た
の
で
あ
ろ
う
）
蒙
古
の
「
一
方
の
大
将
流
将
公
の
馬
」
で
あ
っ
た
。 

 

流
将
公
と
は
、
蒙
古
本
軍
の
左
副
元
師
、
劉
復
亨
の
こ
と
で
、
敵
方
の
記
録
に
も
、
劉
復
亨
は
流
れ
矢
に
あ
た 

 
 

り
、
先
き
に
船
に
登
る
と
し
る
さ
れ
た
と
言
う
か
ら
、
こ
れ
は
少
弐
三
郎
の
大
手
柄
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
こ
の
手
柄
が
戦
局
を
左
右
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
蒙
古
軍
は
博
多
の
街
を
占
領
し
、
さ
ら
に
箱 

 
 
 

崎
方
面
へ
も
進
撃
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

箱
崎
で
は
八
幡
宮
を
守
る
人
々
は
御
神
体
を
敵
に
汚
が
さ
れ
た
な
ら
ば
一
大
事
と
思
っ
て
い
た
が
、
た
の
み
に 

 
 
 

し
て
い
た
軍
兵
共
が
、
水
木
城
を
さ
し
て
、
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
朱
塗
の
唐
櫃
に
、
御
神
体
を
移 

 
 
 

し
、
涙
も
ろ
と
も
宮
を
出
た
。
何
分
に
も
火
急
な
こ
と
な
の
で
、
輿こ

し

に
も
御
神
体
を
の
せ
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ 

 
 

た
。
東
南
の
山
手
の
宇
美

う

み

の
宮
へ
と
い
そ
い
で
逃
が
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
、
皆
な
逃
げ
た
後
で
誰
れ
も
お
ら
ず
、 

 
 
 

仕
方
が
な
く
、
御
神
体
を
守
る
人
々
は
さ
ら
に
山
の
上
の
極
楽
寺
へ
と
避
難
を
し
た
。 

 

極
楽
寺
の
山
の
上
か
ら
下
を
み
る
と
、
箱
崎
、
博
多
の
街
は
猛
火
に
包
ま
れ
て
赤
々
と
燃
え
、
浜
の
波
頭
の 
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み
白
々
と
み
え
た
。
や
が
て
そ
の
う
ち
に
雨
が
ふ
り
だ
し
て
、
山
の
峰
や
谷
に
か
く
れ
て
お
る
人
々
の
涙
を
そ
そ 

 
 
 

る
の
で
あ
っ
た
。 

 

さ
て
日
本
軍
が
一
時
引
き
上
げ
穴
水
本
の
城
と
い
う
の
は
、 

「
水
木
城
と
申
す
は
前
深
田
に
て
路
一
つ
あ
り
、
後
は
野
原
広
く
続
い
て
水
木
多
豊
な
り
。
馬
蹄
飼
場
よ
く
兵
糧 

 
 
 

倉
庫
あ
り
、
左
右
の
山
あ
い
三
十
余
町
を
と
う
し
て
、
高
く
き
び
し
く
き
ず
い
て
あ
っ
た
。
木
戸
口
に
は
磐
石
門 

 
 
 

を
た
て
て
い
た
。
今
は
そ
の
礎
石
ば
か
り
残
っ
て
お
る
。
南
は
山
近
く
梁
川
が
流
れ
て
お
る
。
北
の
山
の
ふ
も
と 

 
 
 

に
は
、
深
く
広
く
堀
を
ほ
っ
て
、
二
、
三
里
廻
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
左
か
ら
、
異
賊
を
防
が
ん
た
め
の
大
城
郭
で 

 
 
 

あ
っ
た
。
此
の
よ
う
な
ゆ
ゆ
し
き
城
で
あ
っ
て
も
、
博
多
、
箱
崎
を
う
ち
す
て
て
落
ち
入
っ
た
の
で
、
末
は
い
か 

 
 
 

に
な
り
ゆ
く
か
と
、
泣
き
ま
ど
い
、
悲
し
ま
ざ
る
ぞ
な
か
り
け
り
」
と
八
幡
愚
童
訓
は
示
し
て
お
る
。 

「
さ
る
程
に
夜
も
あ
け
れ
ば
、
二
十
一
日
の
朝
の
海
の
面
を
み
や
る
に
蒙
古
の
船
一
艘
も
な
く
、
皆
々
馳
せ
帰
り 

 
 
 

け
り
」
と
八
幡
愚
童
訓
で
は
、
こ
の
箇
処
で
神
風
が
吹
い
た
と
か
、
台
風
が
ふ
い
た
と
か
の
記
述
は
な
い
。 

 

然
し
高
麗
史
に
よ
る
と
「
夜
大
風
雨
に
あ
い
、
戦
艦
岩
崖
に
ふ
れ
多
く
敗
る
、
金
金
佚
（
高
麗
の
将
軍
）
溺
死 

 
 

す
」
と
あ
る
か
ら
台
風
は
事
実
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
然
か
も
、
蒙
古
軍
の
戦
歿
ま
た
は
行
方
不
明
は
一
万
三
千 

 
 
 

五
百
人
に
上
っ
て
、
全
軍
の
約
半
数
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。
昨
日
の
勢
に
も
に
ず
、
蒙
古
軍
の
敗
戦
だ
っ
た
こ 

 
 
 

と
は
次
ぎ
の
八
幡
愚
童
訓
の
記
述
に
よ
っ
て
も
証
明
が
出
来
る
。 

「
今
日
は
九
州
全
体
の
人
々
は
、
皆
滅
亡
と
昨
夜
か
ら
な
げ
き
つ
つ
朝
を
迎
え
た
の
に
、
蒙
古
の
軍
船
が
み
な
帰 
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っ
て
し
ま
っ
た
の
は
不
思
議
な
こ
と
よ
と
、
泣
き
笑
い
の
色
を
顔
に
出
て
や
っ
と
、
人
心
地
が
つ
い
た
。
所
が
蒙 

 
 
 

古
勢
の
に
げ
お
く
れ
た
兵
船
一
艘
が
志
賀
嶋
を
さ
し
て
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
誰
も
お
そ
れ
て
、
日
本
軍
か 

 
 
 

ら
は
手
だ
し
を
し
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
船
の
蒙
古
軍
は
そ
の
中
に
手
を
合
せ
て
、
日
本
軍
を
拝
み
始
め
た 

 
 
 

が
、
原
因
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
た
め
ら
っ
て
お
る
と
、
日
本
軍
が
助
け
舟
も
よ
こ
さ
な
い
の
は
、
降
参
も
許
さ 

 
 
 

ぬ
気
持
だ
と
思
っ
た
ら
し
く
、
か
れ
こ
れ
す
る
中
に
大
将
と
思
し
き
将
軍
は
入
水
し
て
相
果
て
て
し
ま
っ
た
。
残 

 
 
 

っ
た
蒙
古
軍
は
水
を
渡
っ
て
き
て
、
弓
箭󠄀
を
な
げ
す
て
、
兜
を
ぬ
い
で
降
参
の
意
を
し
め
し
た
。
そ
の
時
に
な
っ 

 
 

て
、
始
め
て
蒙
古
軍
の
意
志
が
わ
か
っ
た
日
本
軍
は
、
我
も
我
も
と
お
し
よ
せ
て
、
高
名
顔
に
、
蒙
古
軍
を
生
捕 

 
 
 

り
に
し
た
が
、
残
っ
た
兵
は
、
浜
辺
に
な
ら
べ
て
二
百
二
十
人
ば
か
り
を
斬
っ
て
し
ま
っ
た
」 

 

こ
の
頃
に
な
る
と
、
蒙
古
が
退
散
し
た
と
、
此
処
彼
処
よ
り
人
々
が
博
多
箱
崎
の
焼
け
跡
に
集
ま
り
は
じ
め 

 
 
 

た
。
む
ろ
ん
箱
崎
八
幡
宮
は
敵
の
手
で
全
焼
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
親
は
子
を
た
ず
ね
、
夫
は
婦
を
も
と
め
た
。 

 
 
 

家
は
焼
け
、
資
財
は
盗
み
と
ら
れ
て
路
頭
に
た
た
ず
む
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
折
り
し
も
、
焼
跡
の
灰
が
、
無
情
な 

 
 
 

浜
風
に
ふ
き
あ
げ
ら
れ
て
空
を
お
お
い
、
目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
有
様
で
あ
っ
た
。
只
々
茫
然
と
し
て
思
う
の
は
、
一 

 
 
 

夜
で
も
っ
て
、
か
ほ
ど
変
り
は
て
る
も
の
か
、
う
め
い
て
み
て
い
る
と
、
昨
夜
難
を
の
が
れ
た
人
々
が
、
街
に
か 

 
 
 

え
っ
て
き
た
の
か
、
家
も
跡
か
た
も
な
く
な
り
、
噫
々
あ
さ
ま
し
い
と
、
同
じ
思
い
の
人
々
が
沢
山
い
て
、
武
力 

 
 
 

つ
き
て
、
か
か
る
大
敗
北
で
は
、
国
家
の
ゆ
く
す
え
が
思
い
や
ら
れ
る
と
た
だ
な
げ
く
の
み
で
あ
っ
た
。 

 

後
世
、
恐
ろ
し
い
も
の
の
こ
と
を
、
「
む
く
り
、
こ
く
り
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
む
く
り
は
蒙
古
の 
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こ
と
、
こ
く
り
は
高
麗
の
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
る
。
即
ち
、  

「
九
州
風
俗
記
と
い
う
物
に
、
此
の
国
の
俗
、
物
の
お
そ
ろ
し
き
事
を
（
む
く
り
、
こ
く
り
）
と
言
う
。
古
老
伝 

 
 
 

え
て
曰
く
、
文
永
の
む
か
し
高
麗
人
の
案
内
に
て
、
蒙
古
の
賊
が
襲
い
し
来
し
時
、
北
九
州
は
皆
の
り
と
ら
れ 

 
 
 
 

乱
暴
狼
籍
限
り
な
く
、
人
家
は
草
木
ま
で
も
残
さ
じ
と
て
、
民
屋
を
焼
き
は
ら
い
、
逃
げ
ま
ど
う
妻
子
春
属 

 
 
 
 
 

一
人
も
の
こ
さ
ず
、
山
谷
に
か
く
れ
た
る
者
ま
で
さ
ぐ
り
も
と
め
て
、
と
り
つ
く
し
に
け
り
。
近
き
頃
ま
で
、
其 

 
 
 

処
此
の
山
間
、
谷
底
、
洞
穴
の
う
ち
な
ど
に
其
の
時
の
跡
あ
り
。
昔
よ
り
こ
の
か
た
今
に
至
る
ま
で
、
此
の
国
の 

 
 
 

女
児
ど
も
は
（
む
く
り
、
こ
く
り
）
と
言
っ
て
恐
れ
け
り
」 

 

然
か
も
こ
の
「
む
く
り
、
こ
く
り
」
の
言
葉
は
、
九
州
だ
け
で
は
な
く
、
全
国
的
に
伝
わ
っ
た
。 

「
蒙
古
人
、
高
麗
人
、
筑
紫
に
進
入
し
て
多
く
人
を
殺
す
。
村
民
、
野
夫
、
妻
子
を
た
づ
さ
え
て
、
に
げ
て
深
山 

 
 
 

に
入
る
、
九
州
の
騒
動
の
こ
と
、
京
師
関
東
に
達
し
、
庶
民
大
い
に
お
そ
る
、
時
の
人
此
の
乱
を
以
て
蒙
古
国
を 

 
 
 

爾
し
て
、
俚
俗
と
よ
ん
で
、
む
く
り
、
こ
く
り
と
て
曰
へ
り
」 

 

（
註
一
）  

ム
ク
リ
コ
ク
リ
、
㈠
む
く
り
は
家
古
、
こ
く
り
は
高
麗
の
義
、
後
宇
多
天
皇
の
御
代
に
我
国
に
襲
来 

 

し
た
よ
り
い
う
と
。
㈡
恐
ろ
し
い
物
に
た
と
え
る
、
昔
小
児
の
啼
く
を
止
め
さ
す
時
に
お
ど
し
て
か
く 

 

言
う
、
こ
れ
は
平
凡
社
刊
の
大
辞
典
二
三―

二
四
に
の
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
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