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源
隆
国
編
と
伝
え
ら
れ
る
宇
治
大
納
言
物
語
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
と

し
て
、
説
話
文
学
展
開
史
上
の
機
構
や
、
宇
治
大
納
言
物
語
の
、
そ
こ
で
果

し
た
役
割
り
な
ど
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
考
察
が
加
え
ら
れ
て
き
て

い
る
。
宇
治
大
納
言
物
語
は
、
周
知
の
と
お
り
、
諸
書
の
な
か
に
化
石
化
し
て

と
ど
め
ら
れ
て
い
る
断
片
か
ら
し
て
、
説
話
文
学
の
流
れ
の
な
か
で
重
要
な
位

置
を
し
め
て
い
た
と
み
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
だ
け
に
、
い
わ
ゆ
る
説
話
文
学
の

時
代
を
あ
と
づ
け
る
う
え
で
、
こ
れ
は
ま
ず
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

主
要
な
課
題
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

 
た
だ
、
従
来
と
ら
れ
て
い
る
こ
う
し
た
角
度
か
ら
の
考
察
は
、
も
と
も
と
、

宇
治
大
納
言
物
語
そ
の
も
の
の
素
姓
を
洗
い
出
す
こ
と
を
め
ぎ
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
い
わ
ば
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
資
料
と
し
て
と
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
発

想
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
う
て
、
た
と
え
ば
そ
の
性
格
や
立
場
や

と
い
っ
た
も
ん
だ
い
一
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
説
話
文
学
の
流
れ
を
あ

と
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
け
っ
し
て
座
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
意
味
を
も

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
、
そ
う
し
た
も
ん
だ
い
は
、
．
と
う
ぜ
ん

の
帰
結
と
し
て
、
死
角
に
入
っ
た
ま
ま
、
ほ
と
ん
ど
顧
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
今

日
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

 
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
恣
意
的
な
推
論
に
堕
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
な
が
ら
も
、

宇
治
大
納
言
物
語
の
一
側
面
に
つ
い
て
、
あ
え
て
ひ
と
つ
の
推
論
を
試
み
る
こ

と
に
し
た
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

1

 
宇
治
大
納
言
物
語
は
、
い
ま
い
う
よ
う
に
、
諸
書
の
な
か
に
化
石
化
し
て
と
ど

め
ら
れ
て
い
る
断
片
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
そ
の
内
容
の
一
端
を
今
日
に
伝
え

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
散
秩
作
品
で
あ
る
。
し
か
も
、
七
大
寺
巡
礼
私
記
な
ど
の

諸
書
に
引
用
さ
れ
た
り
、
註
記
と
し
て
付
さ
れ
た
り
し
て
い
る
十
二
点
十
一
種

の
断
片
で
さ
え
、
正
確
に
い
え
ば
、
，
宇
治
大
納
言
物
語
に
、
逸
話
あ
る
い
は
指

話
が
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
を
有
す
る
資
料
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、

こ
の
す
べ
て
が
、
隆
国
編
の
宇
治
大
納
言
物
語
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
は
か
ぎ

ら
な
い
。
宇
治
拾
遺
の
序
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
派
生
し
た

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
血
統
没
後
、
複
数
の
亜
流
宇

治
大
納
言
物
語
と
称
さ
れ
た
作
品
が
世
に
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
と
こ
ろ
が

ら
す
る
と
、
こ
の
な
か
に
も
、
隆
京
樽
の
作
品
に
似
て
非
な
る
、
亜
流
宇
治
大

納
言
物
語
に
も
と
つ
く
も
の
が
．
ふ
く
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
る

（65）
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し
、
こ
と
に
よ
る
と
、
全
部
が
そ
う
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た

．
が
っ
て
本
来
な
ら
、
ま
ず
こ
の
断
片
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
吟
味
し
、
立
国
編
の
作

品
に
よ
っ
て
い
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
選
別
し
て
か
か
る
必
要
が

あ
る
わ
け
で
あ
る
。
、
が
、
現
段
階
で
は
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。

 
た
だ
、
た
と
え
そ
う
し
た
不
確
定
要
素
が
あ
り
、
こ
の
な
か
に
隆
国
画
の
宇

治
大
納
言
物
語
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ど
う
か
の
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
も
の
が

ま
じ
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
皇
国
編
の
作
品
が
、
そ
こ

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
題
材
を
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
角
度
か
ら
と
り
あ
げ

て
い
た
と
し
て
も
不
都
合
の
な
い
作
品
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
か
ら
、
宇
治
大
納
言
物
語
の
性
格
な
り

立
場
な
り
に
つ
い
て
の
、
ひ
と
つ
の
傾
向
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

 
さ
て
、
こ
う
し
た
観
点
に
た
っ
て
、
十
二
点
十
一
種
の
断
片
を
ひ
と
わ
た
り

見
渡
す
と
、
そ
こ
に
は
、
僧
の
験
に
関
す
る
は
な
し
が
四
種
あ
り
、
し
か
庵
そ

の
う
ち
の
三
種
に
余
慶
が
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
興
味

ぶ
か
い
、
題
材
上
の
、
特
徴
的
な
か
た
む
き
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
僧
の

験
に
関
す
る
轍
な
し
と
は
、

ω
園
城
寺
伝
記
巻
六
に
、
〈
宇
治
大
納
言
物
語
日
V
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
て
い

 
る
、
空
也
の
曲
っ
た
ひ
じ
を
、
余
慶
が
祈
り
な
お
し
た
は
な
し
、

ω
真
言
詩
巻
五
の
、
陽
生
と
円
賀
と
が
験
く
ら
べ
を
し
た
は
な
し
の
後
に
、

 
〈
宇
治
大
納
言
物
語
ト
庶
物
二
〉
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
、
尋
禅
と
余
慶
と

 
の
同
趣
の
験
く
ら
べ
の
は
な
し
、

㈲
〈
是
ハ
宇
治
ノ
大
納
言
物
語
二
見
ヘ
タ
リ
〉
と
奥
書
に
註
し
て
い
る
曼
軽
罰

・
本
是
害
坊
絵
詞
の
、
余
慶
・
尋
禅
・
慈
恵
ら
に
験
く
ら
べ
を
い
ど
ん
だ
震
旦

 
の
天
狗
が
、
か
え
っ
て
さ
ん
ざ
ん
な
め
に
あ
わ
さ
れ
た
と
い
う
は
な
し
、

ω
異
本
紫
明
抄
若
紫
巻
に
、
〈
宇
治
大
納
言
物
語
V
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
て
い

 
る
、
閑
院
太
政
大
臣
の
わ
ら
わ
病
を
、
持
経
者
陰
口
が
祈
り
な
お
し
た
は

 
な
し
、

の
四
種
で
あ
り
、
ω
・
ω
・
㈲
の
三
種
に
余
慶
が
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。

・
こ
れ
は
い
っ
た
い
、
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
現
象
の
、
そ
れ
も
と
り
わ
け
余
慶
の
か
か
わ
り
を
も
つ
は
な
し
が
三
種
み

ら
れ
る
点
は
、
宇
治
大
納
言
物
語
が
、
余
慶
の
周
辺
に
関
心
を
寄
せ
る
作
品
で

あ
っ
た
こ
と
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
た
つ
作
品
だ
と
考
え
ら
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

て
い
た
こ
と
を
、
ば
く
ぜ
ん
と
な
が
ら
も
さ
し
示
し
て
い
る
と
い
え
は
し
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

2

 
宇
治
大
納
言
物
語
が
、
余
慶
に
近
し
い
立
場
に
立
つ
作
品
で
は
な
か
っ
た
か

と
の
推
測
は
、
内
容
の
う
え
か
ら
も
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
典
型
的

な
例
と
し
て
、
右
に
ω
と
し
て
例
示
し
た
園
城
寺
伝
記
の
ば
あ
い
を
、
い
ま
一

度
と
り
あ
げ
よ
う
。

 
昔
空
也
聖
人
。
参
二
一
条
太
政
大
臣
之
亭
一
。
居
二
方
入
所
【
。
余
慶
僧
正
ト
参

 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
ジ
タ
ル
ヲ
レ

 
会
。
僧
正
問
云
。
御
亡
為
レ
折
之
紅
霞
及
。
其
子
細
如
何
。
聖
人
遅
日
。
従
レ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
マ
シ
玉
へ

 
床
面
レ
地
折
レ
左
。
直
覧
ノ
如
ク
望
 
在
二
加
持
一
云
々
。
僧
正
日
。
貴
聖
人
也
。

 
為
二
皇
子
一
之
上
。
非
二
凡
人
之
賎
一
。
我
護
身
加
持
欲
レ
奉
レ
直
二
其
腎
一
奈
何
。

 
聖
人
大
喜
三
二
寄
僧
正
之
辺
。
其
時
殿
中
上
下
群
集
見
レ
之
。
僧
正
半
時
バ
ヵ
リ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
ヘ
ロ
ミ
テ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ツ
シ
ン

 
加
持
。
片
時
之
後
⑩
亡
妻
 
試
 
延
レ
腎
。
則
如
レ
右
屈
伸
無
レ
煩
。
聖
人
自
レ

 
 
 
 
 
 
バ
カ
リ

 
眼
流
二
目
連
子
許
乏
画
一
。
起
座
三
度
礼
二
拝
之
【
。
聖
人
有
二
弟
子
中
第
一
弟

 
子
［
。
以
二
反
古
一
聖
上
二
与
僧
正
【
文
。
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こ
れ
が
、
園
城
寺
伝
記
巻
六
に
、
〈
宇
治
大
納
言
物
語
日
〉
と
し
て
か
か
げ

ら
れ
て
い
る
は
な
し
の
全
文
で
あ
る
。
一
見
し
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
．
要
す
・

る
に
こ
れ
は
、
一
条
太
政
大
臣
邸
で
空
也
と
来
あ
わ
せ
た
余
慶
が
、
幼
少
の
こ

ろ
折
っ
て
屈
伸
の
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
空
也
の
左
ひ
じ
を
、
半
時
ば
か
り
の
加

持
に
よ
っ
て
常
態
に
も
ど
し
、
い
た
く
感
謝
さ
れ
た
と
い
う
は
な
し
で
あ
る
。

こ
の
は
な
し
の
鳥
居
は
、
打
聞
集
、
宇
治
拾
遺
、
寺
門
伝
記
纂
録
、
元
亨
言
書

な
ど
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
部
分
的
に
は
、
た
と
え
ば
、
ひ
じ
を
折
っ
た
い

き
さ
つ
が
、
母
に
投
げ
と
ば
さ
れ
た
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る

な
ど
、
所
収
の
文
献
に
よ
っ
て
多
少
の
相
違
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
大
筋
に
違

い
は
な
い
。
文
脈
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ど
こ
ま
で
も
こ
れ
は
、

余
慶
の
有
験
を
讃
嘆
す
る
は
な
し
な
の
で
あ
る
。

 
説
話
が
、
異
常
な
で
き
ご
と
に
対
す
る
お
ど
ろ
き
の
文
学
で
あ
り
、
こ
の
は

な
し
も
元
来
、
そ
う
し
た
興
味
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

一
般
的
に
い
っ
て
、
は
な
し
が
は
な
し
と
し
て
ひ
と
つ
の
作
品
に
収
録
さ
れ
る

ば
あ
い
に
は
、
そ
の
は
な
し
の
と
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
ら
の
性
格
と
と
も

に
、
だ
れ
に
関
す
る
は
な
し
で
あ
る
か
と
い
う
点
も
、
採
否
を
決
す
る
重
要
な

要
素
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
当
面
の
も
ん
だ
い
に
即
し
て
い
え
ば
、

宇
治
大
納
言
物
語
が
こ
の
は
な
し
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
は
な
し
と
し
て
の
お

も
し
ろ
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
が
余
慶
に
関
す
る
は
な
し
で
あ
り
、
し

か
も
彼
の
有
験
を
讃
嘆
す
る
は
な
し
で
あ
る
こ
と
と
、
け
っ
し
て
無
関
係
で
は

 
 
 
 
 
ド

あ
る
ま
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
宇
治
大
納
言
物
語
が
余

慶
を
忌
避
す
る
立
場
に
た
つ
作
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
は
な
し
は
、
た
と
え

は
な
し
と
し
て
お
も
し
ろ
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
ず
と
り
あ
げ
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

宇
治
大
納
言
物
語
の
一
側
面
 
一
山
門
寺
門
の
確
執
と
の
園
連
か
ら
一

 
な
お
、
園
城
寺
伝
記
は
、
文
献
を
引
用
す
る
に
際
し
て
、
な
る
べ
く
忠
実
に

そ
れ
を
引
用
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み

に
、
巻
藁
に
引
用
し
て
い
る
後
拾
遺
往
生
伝
も
、
巻
四
に
引
用
し
て
い
る
扶
桑

略
記
も
、
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
と
、
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
し

て
い
る
。
こ
の
事
実
を
、
長
承
三
年
（
一
＝
二
四
）
以
前
に
成
立
し
た
打
聞
集

に
、
こ
れ
と
き
わ
め
て
類
似
度
の
高
い
は
な
し
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
考

え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
れ
の
資
料
的
価
値
は
、
か
な
り
高
い
と
い
っ
・
て
よ
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
か
り
に
園
城
寺
伝
記
の
引
用
し
て
い
る
こ
の
宇
治
大
納
言
物
語

が
、
隆
国
学
の
作
品
で
は
な
い
に
し
て
も
、
隆
国
の
存
命
年
代
と
打
聞
集
の
成

立
年
代
と
の
近
さ
か
ら
し
て
、
す
で
に
こ
の
は
な
し
は
、
隆
国
命
の
そ
れ
の
散

在
す
る
以
前
に
、
世
に
行
な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

3

 
周
知
の
よ
う
に
余
慶
は
機
智
証
流
の
旗
が
し
ら
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
山
門
寺

門
の
確
執
の
渦
中
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

，
山
門
寺
門
の
確
執
は
、
天
長
十
年
（
八
三
二
）
、
第
一
世
の
天
台
座
主
義
真

が
死
に
際
し
て
、
弟
子
の
食
菌
に
後
を
継
が
せ
る
べ
く
、
院
内
の
雑
事
を
と
り

し
き
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
こ
と
に
対
し
、
雪
害
直
系
の
弟
子
た
ち
が
反
発
し
て

上
奏
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
端
を
発
し
た
。
こ
の
と
き
は
、
勅
使
が
た
っ
て
私

に
座
主
を
号
し
た
円
修
の
職
を
停
止
し
た
た
め
、
ひ
と
ま
ず
事
は
落
着
し
た
。

円
修
は
山
を
お
り
て
大
和
の
室
生
寺
に
移
り
住
み
、
翌
承
和
元
年
（
八
三
四
）
、

最
澄
の
高
弟
円
澄
が
、
第
二
世
の
天
台
座
主
の
座
に
つ
い
た
。

C67）



 
以
来
、
活
溌
系
と
義
真
系
と
の
両
派
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
円
仁
（
慈
覚
）
、
円
珍

（
血
書
）
と
い
う
強
力
な
指
導
者
を
え
Y
表
面
的
に
は
、
い
ち
お
う
平
静
を
保

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
在
位
三
十
三
年
の
長
き
に
わ
た
っ
た
第
五
満
座
主
旨
珍

以
後
、
第
九
世
の
長
意
を
は
さ
ん
で
、
第
十
三
世
の
尊
意
に
い
た
る
ま
で
の
前

後
七
十
余
年
間
、
義
真
な
い
し
智
証
流
が
天
台
座
主
の
座
に
つ
い
て
い
る
一

方
、
第
十
四
世
義
海
以
後
、
か
わ
っ
て
慈
下
流
が
座
主
の
座
を
独
占
し
て
い
る

の
は
、
お
そ
ら
く
両
派
の
勢
力
関
係
の
強
弱
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間

に
は
、
か
な
』
り
の
あ
つ
れ
き
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
義
真
の
後
任
人
事

を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
た
両
派
の
不
和
は
、
解
消
す
る
ど
こ
ろ
か
、
時
と
と
も
に

着
実
に
根
を
お
ろ
し
、
か
え
っ
て
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
っ
た

こ
と
を
、
こ
の
事
実
は
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

 
こ
う
し
た
背
景
を
も
つ
両
派
の
対
立
が
、
・
い
っ
き
に
表
面
化
し
た
の
は
、
天

元
四
年
（
九
八
一
）
、
園
城
寺
の
長
吏
で
あ
っ
た
余
慶
が
、
第
十
世
の
法
性
寺

座
主
に
任
命
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
慈
覚
派
は
、
初
代
以
来
自
派
か
ら
出
て
い

る
法
性
寺
座
主
に
、
書
証
流
の
余
慶
が
任
じ
ら
れ
た
こ
と
を
不
満
に
思
い
、
そ

の
む
ね
を
訴
え
た
が
、
朝
廷
が
こ
れ
を
聞
き
入
れ
な
か
っ
た
た
め
、
二
十
二
名

の
僧
綱
阿
閣
梨
が
、
百
六
十
著
名
の
衆
徒
を
ひ
き
つ
れ
て
関
白
邸
に
お
し
か

け
β
乱
暴
を
は
た
ら
く
と
い
う
実
力
行
使
の
挙
に
出
た
。
円
融
帝
は
こ
れ
を
聞

い
て
激
怒
し
、
，
彼
ら
の
職
を
封
じ
た
。
険
悪
な
気
配
の
み
な
ぎ
る
な
か
で
、
余

慶
は
山
を
お
り
た
。
し
か
し
慈
覚
派
は
お
さ
ま
ら
ず
、
長
鳥
門
徒
の
一
部
が
住

し
て
い
た
千
手
院
に
焼
き
打
ち
を
か
け
る
な
ど
し
て
、
攻
撃
の
手
を
ゆ
る
め
な

か
っ
た
。

 
天
元
四
年
の
暮
れ
か
ら
、
翌
年
一
月
に
か
け
て
の
こ
の
騒
ぎ
は
、
余
慶
が
法

性
寺
座
主
し
り
ぞ
く
一
方
、
か
さ
ね
て
の
朝
廷
の
い
さ
め
に
、
時
の
天
台
座
主

良
源
が
釈
明
し
た
こ
と
で
、
い
ち
お
う
お
さ
ま
っ
た
。
轟
轟
派
は
、
名
層
捨
て

て
実
を
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
一
件
は
、
全
盛
を
ほ
こ
る
慈
覚
派

の
自
負
心
を
い
た
く
刺
戟
し
た
に
違
い
な
い
。
彼
ら
に
ど
っ
て
余
慶
は
、
許
す

べ
か
ら
ぎ
る
人
物
と
し
て
目
に
う
つ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
八
年
後
の
永
柞
元
年
（
九
八
九
）
、
両
派
の
対
立
は
ふ
た
た
び
表
面
化
し

た
。
こ
の
年
の
九
月
、
余
慶
が
第
二
十
世
の
天
台
座
主
に
任
命
さ
れ
た
ご
と
が

そ
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
し
て
も
、
余
慶
で
あ
る
。
・
法
性
寺
座
主
に
で

さ
え
、
査
証
派
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
余
慶
の
就
任
を
こ
ぼ
ん
だ
慈

覚
派
が
、
天
台
座
主
へ
の
彼
の
起
用
を
容
認
す
ち
は
ず
が
な
い
。
慈
覚
派
は
、

勅
使
の
登
山
を
実
力
に
よ
っ
て
阻
止
す
る
作
戦
を
と
与
、
二
度
に
わ
た
う
て

乙
れ
を
は
ば
ん
だ
。
三
度
め
の
勅
使
藤
原
有
国
が
よ
う
や
く
に
し
て
山
に
登
り

え
た
の
は
、
余
慶
の
座
主
発
令
後
、
 
一
か
月
た
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か

し
な
お
も
、
落
掌
派
は
こ
れ
を
承
服
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
寺
務
は
と
ど
こ
お

り
、
混
乱
し
た
。
そ
の
結
果
余
慶
は
、
座
主
と
し
て
の
実
質
的
な
職
務
を
な
に

ひ
と
つ
な
し
え
な
い
ま
ま
、
三
か
月
後
の
十
二
月
に
、
辞
任
せ
ぎ
る
を
え
な
く

な
っ
た
。
在
位
三
か
月
は
、
そ
れ
ま
で
に
例
の
な
い
短
期
間
で
あ
る
。

 
以
後
、
智
証
派
の
報
復
や
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
す
る
慈
覚
派
の
反
撃
な
ど
が

く
り
か
え
さ
れ
、
武
力
に
よ
る
対
立
抗
争
が
一
段
と
激
し
さ
を
増
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
天
台
座
主
も
、
余
慶
が
し
り
ぞ
い
て
五
十
八
年
後
に
、
智
証
派
か

ら
島
隠
が
第
二
‘
十
九
世
と
し
て
起
用
さ
れ
る
ま
で
、
発
覚
派
が
独
占
し
た
。
ひ
．

さ
び
さ
に
出
た
智
証
派
の
明
尊
も
、
し
か
し
三
日
で
し
り
ぞ
か
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
し
、
第
三
十
一
世
源
泉
、
第
三
十
四
世
覚
円
、
第
三
十
九
世
増
誉
、
第
四

十
四
世
行
尊
、
第
四
十
七
世
覚
猷
、
第
五
十
世
覚
忠
と
、
散
発
的
に
任
じ
ら
れ

た
智
証
派
か
ら
の
座
主
も
、
行
尊
の
六
日
を
最
高
に
、
二
、
三
日
で
す
べ
て
座
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主
の
座
を
し
り
ぞ
い
て
い
る
。
そ
の
つ
ど
、
恩
義
派
の
激
し
い
抵
抗
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
慈
覚
派
か
ら
出
た
座
主
が
、
没
時
ま
で
そ
の
職
に
あ
る
こ
と
を

た
て
ま
え
と
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
対
立
の
根
の
深
さ
と
激
し
さ
と

は
、
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

 
つ
ま
り
余
慶
は
、
世
紀
を
越
え
て
末
な
が
く
尾
を
引
い
た
山
門
寺
門
の
確
執

の
、
要
に
位
置
し
た
人
物
で
あ
り
、
引
き
金
の
役
を
果
し
た
人
物
な
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
慈
覚
派
と
そ
の
同
調
者
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
忌
避
す

べ
き
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
ろ
う
と
み
ら
れ
る
し
、
逆
に
、
不
遇
を
か
こ
つ

智
証
派
と
そ
の
同
調
者
に
と
っ
て
は
、
反
慈
覚
派
的
意
識
の
象
徴
的
存
在
と
し

て
、
讃
美
す
べ
き
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
，
つ
た
ろ
う
と
み
ら
れ
る
。
彼
は
、
そ
う

い
う
立
場
に
あ
る
の
で
あ
る
。

 
と
す
る
な
ら
ば
、
宇
治
大
納
言
物
語
が
余
慶
の
周
辺
に
関
心
を
寄
せ
、
彼
に

近
し
い
立
場
に
た
つ
作
品
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
右
の
推
測
は
、
宇
治
大
納
言

物
語
が
、
智
証
派
に
関
心
を
寄
せ
、
智
証
派
に
親
し
み
を
感
じ
る
立
場
に
た
つ

作
品
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
推
測
に
お
き
か
え
る
こ
と
が
で
き
は
し
な
い
か
。

4

 
宇
治
大
納
言
物
語
が
寺
門
系
に
近
し
い
立
場
に
た
つ
作
品
で
は
な
か
っ
た
か

と
の
推
測
は
、
た
と
え
ば
、
七
大
寺
巡
礼
私
記
所
引
の
宇
治
大
納
言
物
語
の
ば

あ
い
か
ら
も
い
え
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
現
在
知
ら
れ
て
い
る
宇
治
大
納
言
物
語
の
断
片
の
う
ち
で
、
所
収
文
献
の
成

立
年
次
が
も
っ
と
も
古
く
、
そ
の
意
味
で
、
い
ち
お
う
信
慧
性
が
高
い
と
い
っ

て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
七
大
寺
巡
礼
私
記
は
、
〈
宇
治
大
納
言
物
語
同
之
V
と

宇
治
大
納
言
物
語
の
一
側
面
 
一
山
門
寺
門
の
確
執
と
の
関
連
か
ら
一

し
て
、
興
福
寺
の
再
建
時
に
み
ら
れ
た
三
つ
の
勝
事
を
記
し
て
い
る
。
第
一

は
、
興
福
寺
再
建
の
地
が
亀
の
甲
状
の
丘
陵
地
で
あ
っ
た
た
め
、
壁
土
を
こ
ね

る
水
に
不
便
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
如
と
し
て
、
す
ぐ
近
く
か
ら
水
が
わ
き
出

た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
供
養
の
日
、
曇
っ
て
い
て
星
が
見
え
な
か
っ
た
た

め
、
・
・
仏
の
渡
来
す
る
刻
限
を
は
か
り
か
ね
て
い
る
と
、
つ
か
の
間
だ
け
、
堂
の

上
の
雲
が
切
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
第
三
は
、
天
蓋
を
つ
る
す
梁
を
あ
げ
忘
れ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

困
惑
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
誤
っ
て
あ
げ
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
梁
が
、
予
定

し
て
い
た
個
所
と
寸
分
違
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
た
め
、
事
な
き
を
え
た
乙
と

で
あ
る
。

 
こ
の
う
ち
、
当
面
も
ん
だ
い
に
な
る
の
は
、
第
二
の
勝
事
で
あ
る
。

 
七
大
寺
巡
礼
私
記
所
引
の
宇
治
大
納
言
物
語
も
、
こ
れ
の
翼
長
で
あ
る
古
本

説
話
集
第
四
十
七
話
も
、
供
養
の
日
の
奇
瑞
を
語
る
こ
と
に
ね
ら
い
が
お
か
れ

て
い
て
う
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
な
に
も
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
記
録
類
に
よ
れ

ば
、
供
養
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
永
承
三
年
（
一
〇
四
八
）
、
三
月
二
日

の
こ
と
で
あ
う
た
。
供
養
は
、
関
白
左
大
臣
以
下
の
公
卿
列
席
の
も
と
、
南
都

北
嶺
の
僧
五
百
が
参
集
し
て
盛
大
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
当
日
参
会
し
た
公
卿
の

な
か
に
、
隆
国
も
い
た
。
そ
の
他
の
公
卿
の
名
も
、
僧
の
名
や
役
割
り
も
、
す

べ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
日
の
導
師
を
つ
と
め
た
の
は
、
じ
つ
は
、
五
か
月
後
の
八

月
に
第
二
十
九
世
の
天
台
座
主
に
任
ぜ
ら
れ
、
三
日
で
し
り
ぞ
く
こ
と
に
な
る

明
尊
な
の
で
あ
る
。
明
尊
が
当
日
の
導
師
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
つ
だ
こ
と
の

理
由
の
ひ
と
つ
に
は
、
あ
る
い
は
、
二
十
八
世
座
主
の
教
育
が
前
年
の
六
月
に
没

し
て
い
て
、
空
席
の
ま
ま
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
も
し
れ
な
い
。
だ

が
、
け
っ
し
て
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
興
福
寺
の
造
営
が
、
頼
通
の
熱
心

（69）



な
支
援
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
と
う
ぜ
ん
そ
こ
に
は
、

頼
通
の
意
向
が
強
く
は
た
ら
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 
七
大
寺
巡
礼
私
記
所
引
の
宇
治
大
納
言
物
語
は
、
右
に
い
う
よ
う
に
〈
宇
治

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

大
納
言
物
語
同
之
〉
な
の
で
あ
っ
て
、
〈
日
V
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ

に
み
ら
れ
る
記
事
と
宇
治
大
納
言
物
語
の
当
該
話
と
が
、
ま
っ
た
く
同
じ
と
い

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
古
本
説
話
集
に
ほ
と
ん

ど
同
じ
か
た
ち
の
は
な
し
が
収
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
す
れ
ば
、
違
い
が

あ
る
に
し
て
も
、
さ
し
て
大
幅
な
違
い
で
は
な
か
っ
た
・
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
第
二
の
勝
事
に
関
し
て
、
明
尊
の
名
は
か
か
げ
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
し
か
り
に
明
尊
の
名
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た

か
り
に
、
当
日
の
奇
瑞
が
は
な
し
と
し
て
興
味
ぶ
か
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
明
尊
が
は
れ
が
ま
し
い
導
師
を
つ
と
め
た
供
養
に
関
す
る
は
な
し
で
あ
っ

て
み
れ
ば
、
余
慶
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
、
慈
覚
門
徒
と
そ
の
同
調
者
に
と

っ
て
、
採
用
す
る
に
堪
え
な
い
は
な
し
で
あ
っ
た
と
い
え
は
し
な
い
か
。

 
明
尊
は
、
長
暦
二
年
（
一
〇
三
八
）
九
月
、
第
二
十
七
世
天
台
座
主
慶
命
が

没
し
た
後
、
次
代
の
座
主
を
望
ん
で
山
門
側
の
激
し
い
反
発
を
買
い
、
ひ
と
騒

ぎ
起
し
て
い
る
。
そ
れ
の
み
か
、
こ
の
と
き
任
じ
ら
れ
た
教
導
が
没
し
た
永
承

二
年
（
一
〇
四
七
）
六
月
、
ふ
た
た
び
座
主
望
ん
で
、
山
門
側
と
の
あ
い
だ
に

緊
張
関
係
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
。
こ
の
と
き
は
結
局
、
明
尊
の
願
い
が
か
な
う

わ
け
で
あ
る
が
、
任
命
さ
れ
る
ま
で
に
一
年
二
か
月
を
要
し
て
い
る
。
興
福
寺

の
再
建
供
養
は
、
こ
の
任
命
待
ち
の
問
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
な
お
、
宣
命
は
ふ
つ
う
、
勅
使
が
た
っ
て
山
上
で
下
す
の
で
あ
る
が
、
明
尊

の
ば
あ
い
に
は
左
佼
で
お
こ
な
わ
れ
、
大
内
記
菅
原
定
義
と
と
も
に
、
隆
国
が

執
行
し
た
。
と
き
に
隆
国
は
、
参
議
、
権
申
納
言
で
あ
っ
た
。
勅
使
の
任
に
あ

た
る
の
は
、
左
右
近
衛
少
将
、
ま
れ
に
は
右
大
弁
が
任
じ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る

が
、
ふ
つ
う
少
納
言
で
あ
っ
て
、
参
議
、
権
中
納
言
の
例
は
、
前
に
右
後
に
も

な
い
。
隆
国
は
も
ち
ろ
ん
、
公
務
と
し
て
そ
の
場
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ

う
し
た
事
実
は
、
時
の
情
勢
が
急
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
あ

る
い
は
彼
が
自
ら
買
っ
て
出
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
、
明
尊
、
民
国
の

つ
な
が
り
を
ほ
の
み
せ
て
い
る
よ
う
で
興
味
ぶ
か
い
。

 
今
昔
巻
十
二
に
あ
る
類
纂
は
、
七
大
寺
巡
礼
私
記
平
準
宇
治
大
納
言
物
語
、

あ
る
い
は
古
本
説
話
に
み
る
よ
う
な
は
な
し
を
も
と
と
し
て
、
不
足
分
を
記
録

類
で
お
ぎ
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

5

 
園
城
寺
伝
記
所
引
の
宇
治
大
納
言
物
語
に
、
余
慶
の
引
き
立
て
役
と
し
て
登

場
し
て
い
る
空
也
が
、
山
門
寺
門
の
確
執
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と

っ
た
か
は
さ
だ
か
で
な
い
。
教
団
の
中
枢
か
ら
離
れ
、
市
井
で
熱
心
に
布
教
活

動
を
し
て
い
た
ら
し
い
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
彼
は
、
俗
臭
の
強
い
両
派
の
確

執
に
、
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
ば
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
彼
は
融
手
の
流
れ
を
く
む
人
物
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
人
脈
か
ら
す
れ
ば
、
智
覚
派
に
つ
な
が
る
人
物
で
あ
る
。

 
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
は
な
し
が
、
両
派
の
確
執
を
な
ま
の
か
た
ち
で
伝

え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
な
り
た
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

 
さ
き
に
ω
と
し
て
か
か
げ
た
真
言
伝
単
引
の
宇
治
大
納
言
物
語
は
、
園
城
寺
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伝
記
所
引
の
宇
治
大
納
言
物
語
の
ば
あ
い
と
違
っ
て
、
由
門
寺
門
の
確
執
を
、

よ
り
端
的
に
反
映
レ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

 
或
宇
治
大
納
言
物
語
ト
云
物
二
。
慈
恵
僧
正
・
前
ニ
テ
。
尋
禅
余
慶
両
僧
正
・

 
独
古
ケ
ア
ヒ
テ
。
験
ク
ラ
ヘ
ノ
事
有
ト
カ
ケ
リ
。
旧
事
二
相
似
タ
リ
。
独
古

 
ノ
験
ク
ラ
へ
。
サ
ノ
ミ
侍
ラ
ン
コ
ト
。
イ
カ
・
。
異
説
ヲ
尋
ヘ
シ
。

と
の
註
は
、
陽
生
と
円
賀
と
が
、
関
白
に
求
め
ら
れ
て
、
碁
盤
の
上
で
独
鈷
に

蹴
あ
い
を
さ
せ
る
験
く
ら
べ
の
は
な
し
の
後
に
付
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
尋
禅
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
慈
覚
流
で
、
第
十
九
世
の
天
台
座
主
に
な
っ

た
人
物
で
あ
る
。
彼
の
五
年
の
在
任
期
間
は
、
法
性
寺
座
主
を
追
わ
れ
た
余
慶

が
、
つ
か
の
間
の
天
台
座
主
に
任
ぜ
ら
れ
る
ま
で
の
間
に
位
置
し
、
余
慶
は
、

彼
の
後
を
襲
っ
て
第
二
十
世
の
天
台
座
主
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
、

そ
れ
ぞ
れ
相
手
に
対
し
て
、
個
人
的
に
は
ど
の
よ
う
な
感
情
を
い
だ
い
て
い
た

に
せ
よ
、
対
峙
す
る
関
係
に
あ
る
両
派
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
以
上
、
独
鈷

の
蹴
あ
い
の
験
く
ら
べ
、
に
し
の
ぎ
を
け
ず
っ
た
と
い
う
は
な
し
が
、
両
派
の
葛

藤
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
ま
い
。
幽

 
も
ん
だ
い
は
、
こ
の
は
な
し
で
、
尋
禅
、
余
慶
の
ど
っ
ち
が
勝
っ
た
こ
と
に

な
っ
て
い
た
か
だ
が
、
惜
し
む
ら
く
は
、
．
あ
ま
り
に
も
か
ん
た
ん
な
記
事
で
あ

る
た
め
、
い
ず
れ
と
も
決
し
が
た
い
。
〈
旧
事
二
相
似
タ
リ
V
と
い
う
陽
生
と
円

賀
の
ば
あ
い
に
お
い
て
は
、
陽
生
が
勝
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
陽
生
は
、

余
慶
に
次
ぐ
第
二
十
一
世
の
天
台
座
主
に
な
」
つ
た
人
物
で
、
も
ち
ろ
ん
慈
覚

流
。
円
賀
は
、
阿
娑
縛
抄
伝
法
灌
頂
日
記
に
よ
れ
ば
、
尊
意
よ
り
印
信
を
授
か

っ
て
い
る
か
ら
、
智
証
系
の
人
物
と
い
え
よ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
尋
禅
、
余
慶

の
ば
あ
い
に
も
、
慈
覚
流
の
尋
禅
が
勝
っ
た
は
な
し
だ
っ
た
と
も
い
え
そ
う
で

あ
る
。
が
、
，
元
亨
釈
書
の
円
賀
の
項
に
み
ら
れ
る
類
話
で
は
、
逆
に
、
円
賀
が

宇
治
大
納
言
物
語
の
一
側
面
 
-
山
門
寺
門
の
確
執
と
の
関
連
か
ら
一

勝
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

6

 
宇
治
大
納
言
物
語
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
挙
国
の
編
で
あ
る
な
ら
ば
、
頼

通
、
隆
国
と
園
城
寺
と
の
関
係
か
ら
、
そ
れ
が
寺
門
系
に
近
し
い
立
場
に
た
つ

作
品
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
す
る
こ
と
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
可
能
で
あ
る
。
か

つ
て
永
井
義
憲
氏
は
、
今
昔
の
編
者
が
隆
．
国
で
あ
る
と
の
立
場
に
た
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
推
定
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
今
昔
の
編
者
に
隆
国
を
擬
す
る
か
ぎ

り
、
そ
の
説
に
は
賛
成
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
氏
へ
の
反
論
を
呈
し
た
際
ふ
れ

て
お
い
た
よ
う
に
、
宇
治
大
納
言
物
語
の
断
片
か
ら
は
、
以
上
の
よ
う
な
し
だ

い
で
、
そ
れ
が
寺
門
系
に
近
し
い
立
場
に
た
つ
作
品
で
あ
っ
た
ろ
う
、
と
考
え

ら
れ
る
ふ
し
が
み
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
な
お
、
選
集
抄
に
み
ら
れ
る
園
城
寺
伝
記
泉
南
宇
治
大
納
言
物
語
の
類
話

が
、
余
慶
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
同
じ
智
二
流
の
行
尊
と
し
て
い
る
の
は
、

行
尊
が
第
四
十
四
世
の
天
台
座
主
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
両
者
が
似

か
よ
っ
た
立
場
に
あ
る
た
め
に
生
じ
た
混
同
で
あ
ろ
う
。
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