
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
　
三
段
目
致

-
　
二
つ
の
兵
法
習
得
葦
を
巡
っ
て
　
-

は

じ

め

に

『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
　
(
享
保
十
六
年
〔
一
七
三
二
九
月
十
二
日
竹
本
座
初

演
'
作
者
文
耕
堂
･
長
谷
川
千
四
)
　
は
､
ご
-
簡
単
に
言
え
ば
､
牛
若
が
兵
法

を
習
得
し
､
股
肱
の
臣
を
得
る
ま
で
の
物
語
で
あ
る
｡
四
段
目
に
母
常
盤
と
一

条
大
蔵
卿
の
挿
話
が
入
る
が
､
そ
れ
以
外
は
ほ
ぼ
『
義
経
記
』
巻
第
二
･
第
三

に
沿
っ
た
展
開
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
　
(
た
だ
し
､
こ
れ
は
　
『
鬼
一
法

眼
三
略
巻
』
が
『
義
経
記
』
　
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
｡

第
一
節
参
照
)
0

『
義
経
記
』
巻
第
二
か
ら
第
三
の
部
分
に
つ
い
て
は
､
従
来
か
ら
構
成
上
の
重

複
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
　
(
後
述
)
､
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
　
二
二
二
段
目
で
は

そ
の
重
複
を
巧
み
に
利
用
し
て
筋
を
展
開
し
て
い
る
｡
本
稿
は
'
牛
若
の
兵

法
･
家
来
獲
得
を
措
-
『
鬼
1
法
眼
三
略
巻
』
　
の
う
ち
､
兵
法
習
得
ま
で
の
過

程
を
取
-
上
げ
る
三
段
目
を
中
心
に
'
こ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に
義
経
伝
説
を

受
容
し
て
い
る
か
の
検
討
を
お
こ
な
い
､
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
の
､
義
太
夫
節

『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
　
三
段
目
致

伊

　

藤

　

り

　

さ

人
形
浄
瑠
璃
の
戯
曲
と
し
て
の
性
格
の
f
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る

(
-
)

も
の
で
あ
る
｡

二
重
町
期
に
お
け
る
義
経
伝
説

『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
は
､
義
経
伝
説
の
う
ち
､
｢
鞍
馬
天
狗
詩
｣
｢
鬼
一
法
眼

讃
｣
　
(
義
経
が
鬼
一
法
眼
の
所
持
す
る
六
輪
三
略
の
巻
を
盗
み
出
し
て
兵
法
を

習
得
し
､
鬼
1
法
眼
館
を
立
ち
去
る
ま
で
の
1
達
の
物
語
を
､
本
稿
で
は
こ
の

よ
う
に
呼
称
す
る
)
お
よ
び
｢
弁
慶
も
の
が
た
-
｣
(
弁
慶
の
出
生
か
ら
､
牛
若

丸
と
出
会
っ
て
そ
の
家
来
と
な
る
ま
で
を
本
稿
で
は
こ
う
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
が
､

室
町
時
代
物
語
の
｢
弁
慶
物
語
｣
と
区
別
す
る
た
め
､
｢
も
の
が
た
-
｣
は
平
仮

名
で
表
記
す
る
)
　
と
午
若
と
伊
勢
三
郎
義
盛
と
の
出
会
い
t
　
を
主
な
素
材
と
し

て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
伝
承
を
扱
っ
た
文
芸
作
品
で
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
は
　
『
義
経

記
』
で
あ
る
が
､
こ
の
他
に
､
室
町
時
代
物
語
｢
判
官
み
や
こ
は
な
し
｣
｢
み
な

つ
る
｣
｢
天
狗
の
内
裏
｣
｢
弁
慶
物
語
｣
｢
橋
弁
慶
｣
､
謡
曲
｢
湛
海
｣
｢
軽
馬
天

五
五



狗
｣
｢
橋
弁
慶
｣
､
舞
曲
｢
未
来
記
｣
｢
鞍
馬
出
｣
等
に
少
し
ず
つ
形
を
変
え
た
内

容
も
見
ら
れ
､
室
町
時
代
か
ら
多
様
な
伝
承
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

S

�

"

�

"

'

'

こ
う
し
た
状
況
は
､
い
ま
ま
で
拙
稿
で
お
こ
な
っ
て
き
た
源
平
物
に
対
す
る

(
2
)

検
討
が
､
一
応
そ
の
お
お
も
と
を
平
家
物
語
に
置
き
､
必
要
に
応
じ
て
能
･
舞

曲
･
古
浄
瑠
璃
等
の
先
行
芸
能
･
文
芸
作
品
を
補
助
ス
ケ
ー
ル
と
し
て
採
用
す

r
a

る
､
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
を
基
本
的
な
前
提
と
し
て
出
発
で
き
る
の
と
は

異
な
り
､
義
経
物
に
対
す
る
検
討
に
お
い
て
は
､
義
経
が
実
際
に
活
躍
し
て
い

た
時
代
か
ら
遠
-
隔
た
っ
た
室
町
時
代
に
成
立
し
た
『
義
経
記
』
だ
け
を
､

ア
･
プ
リ
オ
リ
に
特
別
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
｡
本
稿
で

取
り
上
げ
る
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
を
見
て
も
'
鞍
馬
天
狗
譜
は
明
確
な
形
で

は
　
『
義
経
記
』
　
に
は
表
れ
な
い
し
､
鬼
一
法
眼
の
住
ま
い
や
娘
の
名
'
五
条
檎

で
の
千
人
切
-
の
実
行
者
な
ど
､
む
し
ろ
『
義
経
記
』
　
に
は
直
接
拠
る
と
こ
ろ

(
4
)

が
少
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
伝
承
の
細
部
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
､

『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
が
素
材
と
し
て
い
る
義
潅
伝
説
は
『
義
経
記
』
の
巻
第
二

か
ら
三
に
ほ
ぼ
集
中
し
て
お
-
'
『
義
経
記
』
の
構
成
が
作
者
の
念
頭
に
あ
っ
た

こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
｡

一
方
で
'
『
義
経
記
』
以
外
の
文
芸
作
品
と
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
と
を
比
較

し
て
も
'
ど
れ
か
特
定
の
一
本
に
す
べ
て
の
直
接
的
な
典
拠
を
求
め
る
こ
と
は

難
し
い
｡
作
者
は
義
経
伝
説
を
素
材
と
し
た
先
行
作
品
か
ら
､
『
義
経
記
』
に
加

え
て
､
当
時
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
だ
っ
た
､
あ
る
い
は
作
者
に
と
っ
て
よ
-
魅
力
的

だ
っ
た
も
の
を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
､
話
の
展
開
や
細
か
い
点
に
異

五
六

同
が
あ
る
に
せ
よ
､
本
稿
の
問
題
意
識
に
関
す
る
限
-
に
お
い
て
､
諸
伝
承
間

に
看
過
で
き
な
い
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
｡

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
､
本
稿
で
は
『
義
経
記
』
を
室
町
期
の
伝
承
の
代

表
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
｡
『
義
経
記
』
が
室
町
期
に
お
け
る
義
経
伝
承
の
一

つ
の
集
大
成
と
見
な
し
得
る
こ
と
､
先
に
触
れ
た
と
お
-
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』

は
　
『
義
経
記
』
か
ら
構
成
面
で
の
着
想
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
､
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
が
利
用
し
て
い
る
伝
説
が
一
通
り
『
義
経

記
』
に
見
ら
れ
る
こ
と
(
鞍
馬
天
狗
詩
を
除
-
)
､
が
理
由
で
あ
る
｡
た
だ
'
先

に
触
れ
た
よ
う
に
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
と
　
『
義
経
記
』
と
の
間
に
は
細
部
に

お
い
て
多
少
の
距
離
が
あ
る
こ
と
も
事
実
な
の
で
､
他
作
品
に
関
す
る
言
及
も

必
要
な
範
囲
で
そ
の
都
度
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る
｡

二
㌧
　
二
つ
の
義
経
兵
法
習
得
伝
説

『
義
経
記
』
に
お
い
て
､
牛
若
の
兵
法
習
得
と
家
来
獲
得
ま
で
の
構
成
が
そ
れ

ぞ
れ
二
通
-
に
重
複
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
先
学
に
よ
る
指
摘
が
あ

:o:る
｡
兵
法
習
得
に
つ
い
て
は
鞍
馬
山
で
の
兵
法
修
行
と
鬼
一
法
眼
帯
､
家
来
獲

得
に
つ
い
て
は
伊
勢
三
郎
と
の
避
退
と
京
五
条
橋
で
の
弁
慶
と
の
出
会
い
で
あ

る
｡こ

う
し
た
構
成
上
の
重
複
が
　
『
義
経
記
』
　
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ

か
は
本
稿
で
の
考
察
の
範
囲
を
超
え
る
問
題
で
あ
る
が
､
『
鬼
一
法
眼
≡
略
巻
』

で
は
､
構
成
上
重
複
す
る
こ
れ
ら
の
伝
承
の
い
ず
れ
か
を
排
除
す
る
の
で
は
な



く
､
い
ず
れ
も
を
取
-
込
ん
だ
上
で
重
複
を
排
除
す
る
よ
う
な
趣
向
を
こ
ら
し

て
い
る
｡

ま
ず
､
家
来
獲
得
の
方
を
見
る
と
､
｢
伊
勢
国
鈴
鹿
山
に
て
山
だ
ち
し
､
妻
子

を
も
育
み
'
我
が
身
も
所
従
も
過
ぎ
け
る
｣
　
(
『
平
家
物
語
』
流
布
本
巻
第
十
一

｢
嗣
信
最
後
｣
)
と
さ
れ
る
伊
勢
三
郎
の
姿
を
､
『
鬼
叫
法
眼
≡
略
巻
』
は
吉
岡
鬼

次
郎
に
置
き
換
え
て
い
る
｡

源
氏
を
再
興
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
盗
賊
と
な
-
､
諸
国
を
さ
ま
よ
っ
て

い
る
鬼
次
郎
は
､
郷
の
前
の
乳
母
飛
鳥
の
宅
へ
押
し
込
み
強
盗
に
入
っ
た
際
に

弟
鬼
三
太
･
許
婚
郷
の
前
(
以
下
､
お
京
)
　
と
出
会
い
'
改
め
て
年
若
と
の
対

面
の
希
望
を
述
べ
る
と
と
も
に
､
源
氏
へ
の
奉
公
を
鬼
三
太
･
お
京
と
確
認
す

る
｡
こ
の
作
品
で
は
鬼
一
･
鬼
次
郎
･
鬼
三
太
が
兄
弟
で
あ
り
t
か
つ
鬼
次
郎

ら
兄
弟
は
飛
鳥
の
父
坂
上
文
藤
次
の
甥
'
鬼
次
郎
の
許
婚
お
京
は
弁
慶
の
姉
､

と
い
う
複
雑
な
血
縁
･
主
従
関
係
が
設
定
さ
れ
て
い
る
｡
鬼
次
郎
･
鬼
三
太
と

(
6
)

い
う
人
物
は
文
耕
堂
ら
の
創
作
で
は
な
い
こ
と
､
郷
の
前
と
い
う
弁
慶
の
姉
の

存
在
や
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
　
に
お
け
る
弁
慶
も
の
が
た
-
は
山
本
角
太
夫
正

is:

本
『
弁
慶
誕
生
記
』
に
よ
る
部
分
が
大
き
い
こ
と
な
ど
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
､
彼
ら
の
関
係
を
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
血
縁
･
主
従
関
係
と
設
定
す
る

の
は
　
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
が
最
初
で
あ
る
｡
彼
ら
を
こ
の
よ
う
な
関
係
に
し

た
こ
と
で
､
伊
勢
三
郎
に
関
す
る
伝
承
が
牛
若
･
弁
慶
･
鬼
一
ら
兄
弟
を
中
心

と
し
た
作
品
の
展
開
に
う
ま
-
敬
-
込
ま
れ
た
だ
け
で
な
-
'
弁
慶
も
の
が
た

り
と
鬼
一
法
眼
帯
と
を
無
理
な
-
接
続
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
｡

次
に
兵
法
習
得
に
関
わ
る
伝
承
に
つ
い
て
は
'
平
家
に
仕
え
る
身
な
が
ら
源

『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
　
三
段
目
致

氏
に
心
を
寄
せ
る
鬼
一
法
眼
が
'
何
と
か
六
韓
三
略
の
道
に
暇
を
つ
け
る
こ
と

な
-
牛
若
に
兵
法
を
伝
授
し
ょ
う
と
し
た
苦
肉
の
策
が
'
｢
娘
に
も
宿
願
有
と

偽
-
｡
毎
夜
　
-
　
-
ら
ま
山
に
わ
け
い
る
｡
其
頃
君
は
ま
だ
十
さ
い
に
た
る
た

ら
ず
の
｡
い
と
け
な
き
御
目
を
-
ら
ま
す
-
ら
ま
山
の
大
天
狗
｡
僧
正
坊
と
な

＼
-
J
-
-
I

の
つ
て
相
手
に
な
-
｡
兵
術
を
授
致
し
｣
と
い
う
手
段
だ
っ
た
と
述
べ
'
鞍
馬

天
狗
と
鬼
1
法
眼
と
を
同
l
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
､
こ
の
二
種
類

の
伝
承
を
合
体
さ
せ
た
｡

鞍
馬
天
狗
と
鬼
一
法
眼
と
を
同
一
人
物
と
す
る
設
定
は
'
構
成
上
役
割
の
重

(
9
)

複
す
る
二
つ
の
伝
承
に
対
す
る
合
理
的
な
説
明
で
は
あ
る
が
､
こ
う
し
た
解
釈

を
し
た
伝
承
は
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
以
前
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
た
だ
し
､

(S)

鬼
一
法
眼
と
鞍
馬
を
結
び
つ
け
た
伝
承
は
こ
の
頃
す
で
に
存
在
し
た
よ
う
で
､

例
え
ば
『
本
朝
武
芸
小
伝
』
(
享
保
元
年
二
七
l
六
〕
刊
)
は
鬼
1
法
眼
･
鞍

馬
･
義
経
の
関
係
に
数
箇
所
で
言
及
し
て
い
る
｡
｢
巻
六
　
刀
術
｣
に
見
ら
れ
る

(S)

関
連
記
事
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
｡

①
　
往
昔
平
清
盛
公
剣
術
を
好
て
妙
を
得
給
ふ
､
鞍
馬
僧
其
技
を
習
ふ
'
後
判

官
義
経
鞍
馬
寺
に
在
り
け
る
時
､
件
の
僧
に
従
て
其
技
術
を
学
び
て
伝
書

を
得
給
ふ
､

②
　
愚
日
､
鞍
馬
僧
堀
川
鬼
一
に
従
て
刀
術
を
学
､
後
判
官
義
経
鞍
馬
寺
に
在

-
し
時
､
其
術
を
習
ふ
と
云
事
は
古
伝
に
見
へ
た
-
､

③
　
或
日
､
吉
岡
者
鬼
l
法
眼
流
而
京
八
流
之
末
也
｣
京
八
流
者
鬼
l
門
人
鞍

馬
僧
八
人
臭
､
謂
二
之
京
八
流
一
也
云
々

五
七



④
　
兵
術
文
稿
日
､
源
義
経
住
二
鞍
馬
寺
l
之
日
､
従
二
鬼
一
之
門
人
鞍
馬
寺
僧
I

而
習
二
剣
術
於
僧
正
谷
↓
是
所
下
以
欲
二
深
密
l
而
神
上
レ
之
也
､
世
人
不
レ
知

而
謂
三
午
若
君
師
二
天
狗
】
也

ま
た
､
『
山
川
名
跡
志
』
　
(
正
徳
元
年
〔
一
七
二
〕
刊
)
　
に
は
｢
○
帰
一
法

眼
壕
　
在
F
T
梶
取
ノ
社
ヲ
為
り
左
｡
到
り
北
｡
半
町
東
方
t
l
l
　
　
是
レ
則
チ
判
官
義
経
若
年

(2)

ノ
時
｡
兵
術
ノ
師
ナ
リ
ト
云
フ
｡
｣
な
ど
と
あ
る
｡
お
そ
ら
-
'
作
者
は
こ
う
し

た
伝
承
か
ら
鬼
一
法
眼
と
鞍
馬
天
狗
と
を
同
一
人
物
に
す
る
と
い
う
着
想
を
得

た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
'
義
経
伝
説
を
作
品
に
取
-
込
む
に
あ
た
っ
て
､
作
者
は
　
『
鬼

一
法
眼
三
略
巻
』
　
の
構
想
に
沿
う
よ
う
に
伝
説
に
脚
色
を
加
え
て
い
る
わ
け
だ

が
､
こ
の
脚
色
の
様
相
に
､
義
太
夫
節
人
形
浄
瑠
璃
の
戯
曲
と
し
て
の
性
格
が

読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
本
稿
で
は
家
来
獲
得
詩
と
兵
法

習
得
講
の
両
方
に
つ
い
て
論
じ
る
余
裕
は
な
い
た
め
､
次
節
以
下
で
は
兵
法
習

得
講
に
焦
点
を
絞
り
､
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
三
段
目
を
中
心
に
'
こ
の
課
題
に

つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
う
｡

三
㌧
　
牛
若
の
　
『
虎
之
巻
』
　
獲
得

『
鬼
丁
法
眼
三
略
巻
』
三
段
目
は
､
口
｢
清
盛
館
｣
､
切
｢
菊
畑
｣
か
ら
｢
奥

庭
｣
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
｡
主
要
な
登
場
人
物
は
牛
若
丸
と
鬼
三
太
､

鬼
一
法
眼
'
皆
鶴
姫
で
あ
る
｡
こ
の
他
に
清
盛
･
湛
海
が
登
場
す
る
が
､
湛
海

五
八

は
チ
ヤ
リ
敵
の
よ
う
な
役
回
り
で
､
三
段
目
に
描
か
れ
る
ド
ラ
マ
に
は
そ
れ
ほ

ど
関
与
し
な
い
｡
清
盛
の
｢
虎
之
巻
を
差
し
出
す
よ
う
鬼
一
法
眼
に
迫
る
｣
と

い
う
行
為
は
三
段
目
に
お
い
て
葛
藤
を
表
面
化
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
が
､

劇
的
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
､
彼
は
｢
世
に
な
し
源
氏
｣
と
対
照
さ
れ

る
｢
平
家
｣
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
-
､
清
盛
が
個
人
と
し
て
三
段
目
で
果
た

す
役
割
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
-
な
い
と
言
え
る
｡

三
段
目
の
ド
ラ
マ
の
背
景
と
な
る
人
間
関
係
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡

牛
若
丸
と
鬼
一
法
眼
の
弟
鬼
三
太
は
､
鬼
一
法
眼
の
所
持
す
る
兵
法
書
虎
之
巻

を
手
に
入
れ
る
た
め
､
奴
虎
蔵
と
知
恵
内
に
姿
を
変
え
､
鬼
一
法
眼
の
屋
敷
に

奉
公
し
て
い
る
｡
鬼
一
法
眼
は
｢
本
は
げ
ん
じ
ふ
だ
い
の
侍
イ
｣
で
あ
っ
た
が
､

現
在
は
平
家
に
仕
え
､
十
年
余
-
一
門
の
兵
法
の
師
範
を
勤
め
て
き
た
｡
住
ま

い
は
｢
今
出
川
｣
　
で
､
･
清
盛
か
ら
そ
の
所
持
す
る
兵
法
書
虎
之
巻
を
差
し
出
す

よ
う
迫
ら
れ
て
い
る
が
(
病
中
の
た
め
､
本
復
次
第
古
例
の
式
法
に
則
っ
て
献

上
す
る
と
言
い
逃
れ
て
い
る
｡
彼
の
娘
皆
鶴
姫
は
奴
虎
蔵
を
慕
っ
て
お
り
､
奥

庭
で
の
知
恵
内
･
虎
蔵
の
会
話
か
ら
､
虎
蔵
が
年
若
で
あ
る
こ
と
を
知
る
｡

本
節
で
は
'
ま
ず
三
段
目
の
テ
ー
マ
の
l
　
つ
で
あ
る
牛
若
の
虎
之
巻
獲
得
に

つ
い
て
検
討
す
る
｡
兵
法
習
得
は
鬼
一
法
眼
譜
の
核
と
な
る
部
分
で
あ
る
が
､

『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
の
そ
の
部
分
は
､
そ
れ
ま
で
の
義
経
伝
説
と
は
か
な
-
樵

相
が
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
｡

そ
れ
ま
で
の
伝
説
･
文
芸
で
は
､
年
若
は
鬼
一
法
眼
に
兵
法
書
の
披
見
を
拒

否
さ
れ
る
と
彼
の
娘
と
情
を
通
じ
､
娘
に
兵
法
書
を
盗
み
出
さ
せ
る
､
と
い
う

展
開
を
取
る
｡
こ
の
場
合
､
物
語
の
関
心
は
､
牛
若
が
い
か
に
六
着
三
略
の
巻



物
を
入
手
す
る
か
'
に
あ
る
｡
一
旦
鬼
一
法
眼
か
ら
兵
法
伝
授
を
拒
ま
れ
た
牛

若
が
六
韓
三
略
の
巻
物
を
掠
取
す
る
た
め
に
取
っ
た
行
動
は
､
娘
を
た
ら
し
こ

ん
で
巻
物
を
盗
ん
で
こ
さ
せ
た
こ
と
で
あ
-
､
そ
の
点
で
､
鬼
一
法
眼
譜
の
中

(2)

で
娘
の
果
た
す
役
割
は
小
さ
-
な
い
｡
兵
法
獲
得
を
め
ぐ
っ
て
夫
を
取
る
か
親

を
取
る
か
の
葛
藤
に
追
い
込
ま
れ
る
の
は
鬼
一
法
眼
の
娘
で
あ
る
｡

一
方
､
『
鬼
1
法
眼
三
略
巻
』
で
は
ど
の
よ
う
な
展
開
に
な
っ
て
い
る
か
｡
ま

ず
'
牛
若
が
直
接
鬼
1
法
眼
に
対
面
し
て
虎
之
巻
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
と

こ
ろ
は
伝
説
に
l
致
す
る
が
'
仮
に
鬼
1
法
眼
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
場
合
で
も
'

｢
我
又
く
ら
ま
山
の
僧
正
坊
に
な
ら
ひ
う
け
し
｡
あ
ふ
ぎ
を
つ
-
さ
ば
手
の
下
タ

に
討
チ
取
は
あ
ん
の
内
｡
｣
､
つ
ま
り
､
頼
ん
で
も
駄
目
な
ら
そ
れ
ま
で
に
習
い
覚

え
た
兵
術
を
駆
使
し
て
自
力
で
奪
い
取
る
つ
も
り
で
お
-
､
自
分
に
心
を
寄
せ

る
皆
鶴
姫
を
利
用
し
よ
う
と
は
考
え
な
い
｡
た
だ
､
最
終
的
に
は
､
現
在
平
家

に
仕
え
る
身
で
あ
-
な
が
ら
源
氏
に
虎
之
巻
を
譲
る
こ
と
は
で
き
な
い
､
と
義

理
を
通
す
鬼
一
法
眼
が
､
方
便
と
し
て
皆
鶴
姫
経
由
で
牛
若
に
虎
之
巻
を
伝
授

す
る
か
ら
､
形
式
的
に
は
　
｢
鬼
一
法
眼
が
兵
法
伝
授
を
拒
否
-
娘
が
巻
物
を
入

手
し
牛
若
に
渡
す
｣
と
い
う
'
伝
説
と
同
じ
ル
ー
ト
で
年
若
の
手
に
兵
法
書
が

渡
る
こ
と
に
な
る
｡

ま
た
､
皆
鶴
姫
は
牛
若
の
虎
之
巻
獲
得
に
あ
た
っ
て
は
夫
か
親
か
の
選
択
を

迫
ら
れ
な
い
と
は
言
え
､
｢
L
は
　
-
　
と
｡
ゆ
き
て
は
帰
-
帰
-
て
も
や
る
か
た

わ
か
ぬ
足
よ
は
車
｣
｢
跡
を
見
す
て
,
出
給
へ
ば
足
も
し
ど
ろ
に
皆
鶴
姫
｡
｣
と
､

段
切
で
死
に
ゆ
-
父
を
残
し
て
牛
若
と
と
も
に
立
ち
去
る
こ
と
を
余
儀
な
-
さ

れ
る
｡
つ
ま
-
､
彼
女
も
伝
説
と
は
形
を
変
え
て
は
い
る
も
の
の
夫
と
親
と
の

『
鬼
一
法
眼
三
峰
巻
』
　
三
段
目
放

間
で
の
葛
藤
に
直
面
し
､
最
終
的
に
は
伝
説
と
同
じ
よ
う
に
巻
物
を
持
っ
て
夫

午
若
を
選
び
取
る
｡

こ
れ
ら
の
こ
と
や
､
三
段
目
に
措
か
れ
る
鬼
一
法
眼
の
人
物
像
(
後
述
)
な

ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
､
作
者
は
'
伝
説
に
見
ら
れ
る
各
要
素
を
巧
み
に
生
か

し
っ
つ
､
伝
説
で
は
ほ
と
ん
ど
措
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
鬼
一
法
眼
と
皆
鶴

姫
と
の
親
子
関
係
を
重
視
す
る
こ
と
で
'
｢
親
子
間
の
情
愛
を
重
視
し
､
そ
こ
に

劇
の
中
心
部
に
あ
る
矛
盾
や
難
題
を
解
決
す
る
力
を
見
出
す
｣
と
い
う
竹
本
座

(3)

に
伝
統
的
な
テ
ー
マ
を
表
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
加
工
し
て
利
用
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

四
'
鬼
一
法
眼
の
人
物
像

続
い
て
'
三
段
目
に
お
け
る
鬼
一
法
眼
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
｡
文

耕
堂
ら
が
鬼
一
法
眼
を
三
段
目
の
ド
ラ
マ
の
主
役
と
す
る
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ

う
な
人
物
像
の
変
更
を
お
こ
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
､
内
山
美
樹
子
氏
に
す
で

(S)

に
指
摘
が
あ
る
｡
少
し
長
く
な
る
が
､
引
用
す
る
｡

牛
若
が
虎
之
巻
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
､
鬼
一
法
眼
の
娘
と
契
る
話
は
'

｢
義
経
記
｣
を
は
じ
め
(
中
略
)
､
浄
る
-
の
『
弁
慶
京
土
産
』
(
近
松
作
か
)
､

『
末
広
十
二
段
』
(
紀
海
音
作
)
､
歌
舞
伎
の
『
御
曹
司
初
寅
詣
』
(
近
松
作
)

等
数
多
く
の
先
行
作
に
脚
色
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
際
に
鬼
一
法
眼
の
性

格
が
､
多
少
の
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
､
だ
い
た
い
平
家
の
聞
こ
え
を

五
九



悼
っ
て
牛
若
を
湛
海
に
殺
さ
せ
よ
う
と
す
る
敵
役
的
人
物
に
措
か
れ
て
き

た
の
に
対
し
､
こ
の
作
で
は
源
氏
の
忠
臣
で
あ
-
な
が
ら
､
一
旦
禄
を
受

け
た
平
家
に
対
し
て
も
不
義
理
を
よ
し
と
せ
ず
､
娘
の
恋
に
も
理
解
を
持

ち
､
そ
れ
ら
す
べ
て
の
矛
盾
を
自
分
の
命
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決

し
ょ
う
と
考
え
る
､
誠
実
で
､
情
愛
の
深
い
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い

る
｡

で
は
､
鬼
一
法
眼
を
こ
う
し
た
人
物
と
設
定
す
る
際
､
作
者
は
そ
れ
ま
で
の

伝
説
に
ど
の
よ
う
な
加
工
を
施
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
う
し
た
観
点
か
ら

『
鬼
l
法
眼
三
略
巻
』
三
段
目
を
読
む
と
き
､
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
鬼
一
法
眼
の

住
ま
い
で
あ
る
｡

彼
は
　
｢
今
出
川
に
名
に
し
お
ふ
｡
吉
岡
鬼
一
法
眼
が
一
ト
か
ま
へ
｡
｣
と
､
今

出
川
に
居
を
構
え
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
鬼
一

法
眼
講
が
彼
の
住
ま
い
を
｢
一
条
堀
川
｣
と
す
る
の
か
ら
見
れ
ば
例
外
的
な
設

定
で
あ
る
｡
確
か
に
､
室
町
時
代
物
語
｢
判
官
み
や
こ
は
な
し
｣
も
鬼
1
法
眼

(｣)

の
宿
所
を
｢
一
で
う
い
ま
で
が
わ
｣
と
す
る
し
､
『
義
経
記
』
で
も
最
初
は
｢
一

(S)

候
掘
河
に
陰
陽
師
法
師
に
鬼
一
法
眼
と
て
｣
と
書
い
て
い
る
も
の
の
､
そ
の
後

の
牛
若
の
名
乗
り
で
は
鬼
一
法
眼
の
住
ま
い
を
　
｢
今
出
河
の
辺
｣
と
言
わ
せ
て

い
る
の
で
､
こ
の
辺
-
は
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
か
と
も
考

え
ら
れ
る
｡
ま
た
､
『
鬼
1
法
眼
≡
略
巻
』
と
の
関
係
が
深
い
古
浄
瑠
璃
『
弁
慶

(3)

京
土
産
』
　
で
も
｢
今
出
川
に
か
-
れ
な
き
鬼
1
法
眼
と
申
軍
法
L
や
｣
と
さ
れ

て
い
る
の
で
､
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
が
彼
の
住
ま
い
を
今
出
川
と
す
る
こ
と
自

六
〇

体
は
目
新
し
い
趣
向
と
は
言
え
な
い
が
､
こ
の
こ
と
が
彼
の
性
格
に
与
え
る
影

響
を
考
え
て
み
よ
う
｡

一
条
堀
川
と
い
う
の
は
､
言
う
ま
で
も
な
-
一
条
戻
橋
の
所
在
地
で
あ
る
｡

こ
こ
は
渡
辺
綱
が
鬼
の
腕
を
切
-
落
と
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
'
安
倍
晴
明

と
の
か
か
わ
-
も
深
い
場
所
で
､
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
十
｢
中
宮
御
さ
ん
の

事
｣
に
は
｢
一
条
も
ど
り
橋
と
云
は
｡
昔
あ
べ
の
晴
明
が
｡
天
文
の
測
源
を
き

は
め
て
｡
十
二
神
将
を
つ
か
ひ
に
け
る
が
｡
共
裏
識
神
の
か
ほ
に
恐
れ
け
れ
ば
｡

か
の
十
二
神
を
橋
の
下
に
呪
L
を
き
て
｡
用
事
の
時
は
召
つ
か
ひ
け
-
｡
｣
と
記

さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
事
は
『
本
朝
神
社
考
』
『
山
州
名
跡

志
』
等
に
も
見
ら
れ
､
周
知
の
説
話
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

こ
の
橋
の
近
-
に
は
晴
明
社
が
あ
-
'
岡
見
正
雄
氏
は
　
｢
か
か
る
場
所
､
晴

明
屋
敷
と
称
す
る
よ
う
な
所
は
､
唱
文
師
と
か
陰
陽
師
と
か
の
住
み
場
所
で

あ
っ
た
｡
(
中
略
)
晴
明
を
祖
と
仰
ぐ
よ
う
な
人
々
が
､
陰
陽
師
が
戻
橋
の
近
く

に
住
み
'
橋
の
下
の
水
神
の
威
力
の
庇
護
､
そ
れ
を
使
い
と
し
て
活
躍
し
た
と

し
た
ら
1
条
堀
川
の
陰
陽
師
鬼
一
法
眼
は
単
に
で
た
ら
め
の
想
像
で
は
な
く
､

(S)

何
か
モ
デ
ル
が
存
し
た
と
い
え
よ
う
｣
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
'
そ
う
し
た

伝
承
が
こ
の
地
に
連
綿
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
､
一
条
堀
川
と
い
う
地

名
は
陰
陽
師
･
陰
陽
道
と
の
つ
な
が
-
を
強
-
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
て
よ
か
ろ
う
｡
『
弁
慶
京
土
産
』
が
な
ぜ
鬼
一
法
眼
の
住
ま
い
を
｢
今
出

川
｣
と
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
､
彼
を
昔
な
が
ら
の
　
｢
陰
陽
師
｣
　
で

は
な
-
｢
軍
法
者
｣
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る
と
､
あ
る
い
は
一
条
堀
川
と

い
う
地
名
に
強
-
染
み
付
い
た
陰
陽
師
の
イ
メ
ー
ジ
を
避
け
た
の
か
も
し
れ
な



r
*
　
o

ー
レ

義
太
夫
節
人
形
浄
瑠
璃
の
　
『
鬼
1
法
眼
三
略
巻
』
　
に
お
い
て
､
こ
の
点
は
よ

-
明
確
に
な
る
｡
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
が
鬼
一
法
眼
の
住
ま
い
を
今
出
川
と
設

定
す
る
の
は
､
先
行
作
の
設
定
を
引
き
継
い
だ
か
ら
と
か
､
素
材
と
し
た
文
芸

作
品
に
今
且
川
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
た
よ
う
な
単
純
な
理
由

で
は
な
-
､
こ
の
設
定
に
は
も
っ
と
積
極
的
な
伝
説
へ
の
関
与
を
見
る
べ
き
で

あ
る
｡
こ
れ
は
､
伝
説
か
ら
大
き
-
乗
離
し
な
い
範
囲
で
彼
か
ら
陰
陽
師
と
し

て
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
､
｢
本
は
げ
ん
じ
ふ
だ
い
の
侍
イ
｣
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
　
(
こ
の
性
格
が
三
段
目
の
悲
劇
を
規
定
す
る
最
大
の
要
因
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
)
　
を
強
-
打
ち
出
す
た
め
の
作
者
の
配
慮
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

よ
､
つ
｡鬼

1
法
眼
の
呪
術
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
夙
に
沢
野
邦
子
氏
が

(8)

論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
三
段
目
に
お
い
て
鬼
一
法
眼
の
呪
術
者

的
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
る
の
は
'
彼
が
天
狗
の
面
を
被
っ
て
現
れ
'
鞍
馬
の

大
天
狗
僧
正
坊
と
し
て
牛
若
に
兵
法
を
伝
授
し
た
過
去
を
打
ち
明
け
る
､
現
在

｢
奥
庭
の
段
｣
と
し
て
上
演
さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
っ
て
'
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ

が
ピ
ー
ク
に
達
す
る
の
が
'
鬼
一
法
眼
が
腹
に
突
っ
込
ん
だ
差
漆
を
引
き
回
し

て
　
｢
ハ
､
ア
か
へ
す
は
7
㌧
｡
木
は
木
火
は
火
水
は
水
｡
た
ゞ
今
か
へ
す
だ
ん

ま
つ
ま
｡
｣
と
述
べ
る
箇
所
で
あ
る
｡
こ
れ
以
降
鬼
一
法
眼
は
｢
一
た
び
天
狗
に

な
っ
た
る
鬼
一
｡
魂
は
め
い
ど
に
お
も
む
-
共
｡
塊
は
ま
だ
う
に
わ
け
入
ッ
て
｡

ふ
た
､
び
誠
の
天
狗
と
成
｡
西
海
四
海
の
合
戦
と
い
ふ
共
｡
か
げ
み
を
は
な
れ

ず
｡
弓
矢
の
力
を
そ
へ
守
る
べ
し
｣
と
､
能
『
鞍
馬
天
狗
』
　
の
詞
章
を
用
い
つ

『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
　
三
段
目
致

つ
､
天
狗
と
し
て
の
姿
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
-
｡

(
2
1
)

時
代
浄
瑠
璃
に
お
け
る
｢
本
説
離
れ
と
本
説
回
帰
｣
の
手
法
や
'
｢
伝
説
の
合

B物E

理
化
｣
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
｡
そ
れ
ま
で
の
鬼
一
法
眼
の
姿
か
ら
す
る
と
多
少
唐
突
と
も
感
じ
ら
れ
る

こ
の
呪
術
的
な
文
句
は
'
三
段
目
切
に
お
い
て
｢
げ
ん
じ
ふ
だ
い
の
侍
イ
｣
と
し

て
登
場
し
た
鬼
一
法
眼
が
､
再
び
　
｢
陰
陽
師
｣
　
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
負
い
､
さ
ら

に
は
鞍
馬
山
の
大
天
狗
と
し
て
の
過
去
を
も
体
現
し
て
､
室
町
時
代
か
ら
語
-

継
が
れ
て
き
た
伝
説
と
､
近
世
広
が
-
つ
つ
あ
っ
た
巷
説
と
の
中
に
回
帰
し
て

い
-
き
っ
か
け
の
呪
文
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
か
｡

五
㌧
先
行
伝
承
と
　
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』

さ
て
､
伝
説
に
お
け
る
鬼
1
法
眼
の
性
格
に
つ
い
て
は
､
島
津
久
基
氏
が

｢
唯
陰
陽
師
で
､
兵
法
の
指
南
家
で
あ
-
､
且
平
家
を
憧
れ
､
寧
ろ
好
意
を
有
す

(H)

る
外
'
源
氏
に
は
無
関
係
で
あ
る
｡
｣
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
通
-
平
家
寄
-
に
措

か
れ
て
い
る
が
､
『
義
経
記
』
に
あ
る
｢
自
然
の
事
あ
ら
ば
､
一
方
の
大
将
に
も

な
り
給
ふ
べ
き
義
経
に
は
中
を
た
が
ひ
奉
-
ぬ
｣
と
い
う
一
文
が
暗
示
し
て
い

る
よ
う
に
'
基
本
的
に
は
あ
る
一
方
の
陣
営
に
属
す
る
の
で
は
な
-
､
状
況
に

応
じ
て
う
ま
-
身
を
処
し
て
い
-
人
物
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
｡

こ
う
し
た
敵
役
的
な
人
物
像
は
　
『
弁
慶
京
土
産
』
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る

が
､
『
鬼
l
法
眼
≡
略
巻
』
　
で
は
､
鬼
一
法
眼
を
そ
れ
ま
で
と
は
む
し
ろ
逆
の
､

源
氏
に
心
を
寄
せ
る
人
物
と
し
て
措
い
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
'
牛
若
を
陰
な

六
一



が
ら
援
助
す
る
鬼
1
法
眼
像
と
い
う
の
は
､
先
に
見
た
よ
う
な
､
鬼
一
法
眼
を

鞍
馬
憎
に
関
連
づ
け
た
り
､
牛
若
の
兵
術
の
師
と
し
た
り
す
る
伝
承
か
ら
発
想

㌔

:

T

]

を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
.
鬼
l
法
眼
を
鞍
馬
の
天
狗
僧
正
坊
と
同
l
人
物
と
す

る
た
め
に
も
､
鬼
一
法
眼
が
本
心
か
ら
源
氏
に
敵
対
す
る
人
物
で
あ
っ
て
は
都

合
が
悪
い
｡
し
か
し
､
だ
か
ら
と
言
っ
て
彼
を
初
め
か
ら
源
氏
の
味
方
と
い
う

こ
と
に
し
て
し
ま
う
と
'
本
来
の
鬼
一
法
眼
帯
と
の
東
確
が
大
き
-
な
る
｡

｢
本
説
離
れ
と
本
説
回
帰
｣
と
い
う
趣
向
を
取
る
に
し
て
も
'
そ
も
そ
も
の
出

発
点
か
ら
し
て
　
｢
本
説
｣
と
か
け
離
れ
て
い
て
は
　
｢
回
帰
｣
　
の
仕
様
も
な
い
｡

ま
た
､
鬼
一
法
眼
が
周
知
の
人
物
像
と
あ
ま
-
に
異
な
る
性
格
で
登
場
し
て
観

客
に
違
和
感
を
持
た
せ
る
こ
と
は
､
｢
歴
史
の
裏
面
に
隠
さ
れ
た
真
実
を
語
-

(S)

明
か
す
浄
瑠
璃
｣
　
の
作
劇
意
図
が
十
分
に
伝
わ
ら
な
い
恐
れ
が
あ
-
､
望
ま
し

く
な
い
だ
ろ
う
｡

要
す
る
に
'
こ
こ
で
の
問
題
は
､
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
で
は
鬼
一
法
眼
と
鞍

馬
の
僧
正
坊
を
同
一
人
物
と
し
て
い
る
が
､
本
来
こ
の
二
者
は
ま
っ
た
-
正
反

対
の
性
格
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
牛
若
の
側
か
ら
見
れ
ば
､
鞍
馬
天
狗

譜
と
鬼
l
法
眼
講
は
い
ず
れ
も
兵
法
習
得
説
話
で
あ
っ
て
義
経
伝
説
全
体
の
中

で
果
た
す
機
能
は
重
複
す
る
が
､
兵
法
の
伝
授
者
が
一
方
は
援
助
者
､
も
う
l

方
は
敵
対
者
で
あ
り
'
こ
の
二
者
を
同
一
人
物
と
す
る
と
矛
盾
が
生
じ
る
｡
そ

う
し
た
矛
盾
を
承
知
の
上
で
二
つ
の
相
反
す
る
人
物
像
を
鬼
一
法
眼
1
人
に
担

わ
せ
よ
う
と
す
る
以
上
､
彼
の
性
格
は
必
然
的
に
　
｢
内
股
膏
薬
｣
的
な
要
素
を

内
包
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡

し
か
し
､
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
は
､
鬼
一
法
眼
と
鞍
馬
天
狗
を
同
一
視
し
な

六
こ

い
ま
で
も
非
常
に
近
い
関
係
に
お
-
伝
承
に
拠
-
な
が
ら
､
そ
こ
に
必
然
的
に

生
ず
る
性
格
上
の
艶
鮪
を
逆
手
に
取
っ
て
､
悲
劇
の
主
人
公
た
る
に
ふ
さ
わ
し

い
新
た
な
鬼
1
法
眼
像
　
-
　
兄
弟
は
源
平
の
間
で
引
き
裂
か
れ
'
彼
自
身
は
源

氏
に
心
を
寄
せ
て
い
て
も
現
実
に
は
平
家
の
禄
を
食
ん
で
い
る
身
で
､
娘
の
恋

を
か
な
え
て
や
-
た
い
が
立
場
上
積
極
的
に
源
氏
と
緑
を
結
ぶ
こ
と
は
難
し
く
､

そ
の
上
､
本
心
で
は
年
若
に
兵
法
を
伝
授
し
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
へ
平

家
か
ら
は
兵
法
書
を
差
し
出
す
よ
う
迫
ら
れ
る
､
と
い
う
よ
う
に
､
何
重
に
も

矛
盾
や
葛
藤
を
抱
え
た
状
況
に
お
い
て
､
そ
う
し
た
二
律
背
反
を
自
ら
の
命
を

も
っ
て
解
消
し
よ
う
と
す
る
　
-
　
を
､
造
形
し
て
い
る
｡

島
津
氏
は
　
｢
概
し
て
江
戸
時
代
の
鬼
一
は
'
原
伝
説
に
於
け
る
如
き
剛
悪
人

で
な
-
な
っ
て
居
り
､
表
面
は
平
家
に
従
っ
て
､
裏
面
で
は
源
氏
の
忠
臣
で
あ

り
'
(
中
略
)
こ
の
鬼
1
が
表
裏
二
面
を
有
す
る
矛
盾
は
､
如
何
に
も
弁
護
L
に

-
い
所
で
､
構
想
の
複
雑
味
は
漆
へ
る
代
-
に
､
作
者
は
皆
こ
の
点
の
取
扱
に

(8)

因
し
ん
で
ゐ
る
の
を
観
る
の
で
あ
る
｡
｣
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
少
な

-
と
も
『
鬼
1
法
眼
三
略
巻
』
に
関
し
て
は
'
｢
表
裏
二
面
を
有
す
る
矛
盾
｣
を

十
分
に
認
識
し
た
上
で
､
そ
れ
を
弁
護
･
糊
塗
す
る
方
向
に
筆
を
費
や
す
の
で

は
な
-
､
む
し
ろ
矛
盾
を
矛
盾
と
し
て
積
極
的
に
前
面
に
押
し
出
し
､
そ
れ
ま

で
に
あ
っ
た
鬼
一
法
眼
を
兵
法
家
と
結
び
つ
け
る
動
き
や
､
鬼
次
郎
･
鬼
三
太

に
関
す
る
言
説
な
ど
も
付
加
し
て
い
く
こ
と
で
､
そ
の
矛
盾
を
止
揚
し
て
戯
曲

の
主
人
公
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
像
を
描
き
出
し
た
と
い
う
点
は
評
価
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
そ
の
一
方
で
､
｢
奥
庭
の
段
｣
の
鬼
一
法
眼
が
｢
-
ら
ま
の
僧
正
坊



飛
行
の
つ
ば
さ
天
狗
の
像
｣
　
で
現
れ
て
本
心
を
明
か
す
と
い
う
趣
向
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
､
鬼
一
法
眼
の
抱
え
る
葛
藤
と
相
克
と
を
一
人
の
人
物
の
中
で
処

理
し
き
れ
ず
､
鬼
一
法
眼
と
鞍
馬
の
天
狗
と
に
分
裂
さ
せ
る
こ
と
で
片
を
つ
け

た
観
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
｡
我
々
が
こ
の
作
品
か
ら
｢
劇
｣
的
と
い

う
よ
-
｢
物
語
｣
的
要
素
を
強
-
感
じ
る
の
は
､
素
材
の
扱
い
方
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
､
劇
的
行
為
の
中
心
に
立
つ
人
物
の
葛
藤
を
極
限
ま
で
突
き
詰
め
る
こ

と
の
で
き
な
か
っ
た
甘
さ
が
､
そ
う
し
た
印
象
を
よ
り
強
め
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
｡

な
お
'
現
在
｢
奥
庭
の
段
｣
と
し
て
上
演
さ
れ
て
い
る
場
面
の
現
行
上
演
台

本
に
は
数
箇
所
大
き
な
カ
ッ
ト
が
あ
る
が
､
そ
の
多
-
は
､
鬼
一
法
眼
が
､
心

な
ら
ず
も
平
家
に
仕
え
て
い
る
た
め
表
立
っ
て
源
氏
に
力
添
え
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
葛
藤
と
煩
悶
と
を
吐
露
す
る
箇
所
と
､
鬼
一
法
眼
と
皆
鶴
姫
と
の
親
子

(｣)

の
情
愛
を
切
々
と
述
べ
る
箇
所
で
あ
る
｡
人
世
竹
本
綱
大
夫
は
　
｢
奥
庭
の
段
｣

に
つ
い
て
'
｢
友
次
郎
師
匠
は
ま
ず
こ
の
浄
る
-
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
も
の

が
､
菊
畑
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
ま
し
た
｡
(
中
略
)
そ

こ
　
(
現
行
｢
奥
庭
の
段
｣
-
引
用
者
注
)
　
ま
で
聞
い
て
頂
か
な
い
と
　
｢
菊
畑
｣

3昭E

の
値
打
が
あ
-
ま
せ
ん
｣
と
述
べ
て
い
る
が
､
現
行
上
演
台
本
の
カ
ッ
I
も
､

劇
行
為
の
主
体
と
し
て
の
鬼
1
法
眼
が
置
か
れ
た
二
律
背
反
の
状
況
を
暖
味
な

も
の
と
し
'
結
果
と
し
て
　
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
と
い
う
戯
曲
の
主
題
を
見
え

に
く
-
す
る
恐
れ
が
あ
る
｡
現
在
､
歌
舞
伎
で
　
｢
奥
庭
の
段
｣
　
に
あ
た
る
部
分

(S)

が
演
じ
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
｡
｢
浄
る
-
の
背
景
｣
と
な
る
べ
き
も
の
を
今

日
に
ま
で
伝
え
て
き
た
文
楽
が
､
そ
の
場
面
の
形
だ
け
を
伝
え
て
｢
｢
菊
畑
｣
の

『
鬼
一
法
眼
l
二
鴫
巻
』
　
三
段
日
放

値
打
｣
を
置
き
去
-
に
し
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
t
　
よ
り
適
切
な
上
演
台

本
で
の
伝
承
が
望
ま
れ
る
｡

お

わ

り

に

以
上
'
本
稿
で
は
　
『
鬼
1
法
眼
三
略
巻
』
三
段
目
に
措
か
れ
る
鬼
1
法
眼
の

人
物
像
を
中
心
に
､
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
義
太
夫
節
人
形
浄
瑠
璃
の
戯
曲
と

L
L
J
の
性
格
を
考
察
し
て
き
た
｡
如
上
の
考
察
の
結
果
'
こ
の
作
品
は
そ
れ
ま

で
に
流
布
し
て
い
た
義
経
伝
説
や
先
行
文
芸
に
比
較
的
忠
実
に
拠
-
な
が
ら
も
'

一
段
の
中
心
と
な
る
鬼
一
法
眼
を
悲
劇
の
主
人
公
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し
て

造
形
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
考
え
る
｡

(g)

文
耕
堂
の
作
風
に
つ
い
て
は
､
｢
全
般
が
物
語
的
に
平
板
に
流
れ
易
い
｣
　
｢
蘇

に
時
代
物
に
於
い
て
題
材
を
な
す
史
実
や
伝
説
に
即
す
る
事
が
強
-
て
､
奇
抜

3矧四

に
､
或
は
荒
唐
無
稽
に
之
を
脚
色
す
る
こ
と
が
砂
か
つ
た
｣
等
の
指
摘
が
多
-

な
さ
れ
て
い
る
｡
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
三
段
目
は
そ
の
傾
向
が
特
に
顕
著
で
あ

-
､
中
心
と
な
る
　
｢
鬼
一
法
眼
･
鞍
馬
僧
上
坊
同
一
人
物
｣
説
を
は
じ
め
'
先

行
す
る
諸
伝
説
に
拠
る
部
分
が
非
常
に
多
-
､
こ
の
作
品
に
お
け
る
新
た
な
創

造
や
ふ
-
ら
み
と
い
っ
た
も
の
が
あ
ま
-
見
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
点
に
､
そ
う

し
た
作
風
が
よ
-
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
沢
野
邦
子
氏
は
人
形
浄
瑠
璃
の

f
M
l

創
作
上
の
原
理
の
一
つ
と
し
て
　
｢
新
た
な
伝
説
の
大
が
か
-
な
再
生
産
｣
と
い

う
こ
と
を
言
わ
れ
た
が
､
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
三
段
目
で
は
､
再
生
産
ら
し
い

再
生
産
は
ほ
と
ん
ど
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
｡六

三



(co)

し
か
し
､
近
代
に
入
っ
て
一
旦
は
上
演
の
途
絶
え
た
こ
の
作
品
が
､
そ
れ
に

(S)

も
か
か
わ
ら
ず
確
か
な
伝
承
を
保
ち
続
け
'
今
日
ま
で
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
舞

台
で
､
作
者
が
無
条
件
に
信
じ
て
止
ま
な
か
っ
た
親
子
･
親
族
間
の
情
愛
の
美

し
さ
や
力
強
さ
､
確
か
さ
を
､
時
代
を
超
え
て
観
客
に
訴
え
か
け
て
-
る
の
は
'

こ
の
作
品
が
単
に
｢
義
経
伝
説
の
舞
台
上
で
の
再
現
｣
と
い
う
に
留
ま
ら
ず
､

｢
義
太
夫
節
人
形
浄
瑠
璃
の
戯
曲
｣
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の

だ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
は
ま
た
､
義
太
夫
節
人
形
浄
瑠
璃
の
戯
曲
が
ど
の
よ
う
な

本
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
課
題
を
考
え
る
上
で
の
示
唆
を
含
ん
で
い
る

と
思
わ
れ
る
｡

本
稿
で
お
こ
な
っ
た
考
察
は
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
三
段
目
の
み
を
中
心
と

す
る
狭
い
範
囲
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
-
'
ま
た
'
先
行
作
品
と
の
関
係
も
十
分

に
詰
め
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
部
分
も
あ
る
が
､
義
太
夫
節
人
形
浄
瑠
璃

の
戯
曲
と
し
て
の
　
『
鬼
1
法
眼
三
略
巻
』
　
の
性
格
の
一
端
は
明
ら
か
に
で
き
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡
近
世
に
お
け
る
義
経
伝
説
の
受
容
を
考
察
す
る
に
あ

た
っ
て
は
､
第
一
節
に
述
べ
た
よ
う
な
状
況
も
あ
-
'
本
稿
で
も
そ
の
点
を
十

分
に
ク
リ
ア
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
､
今
後
さ
ら
に
検
討
を
積
み
重

ね
て
い
-
こ
と
で
､
義
太
夫
節
人
形
浄
瑠
璃
に
お
け
る
義
経
伝
説
受
容
の
様
相

に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
｡

※
本
稿
は
､
二
十
1
世
紀
c
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
｢
演
劇
の
総
合
的
研
究
と
演
劇

学
の
確
立
｣
　
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡

六
四

注

(
-
)
　
こ
う
し
た
方
法
論
に
基
づ
-
研
究
と
し
て
'
す
で
に
'
源
平
物
と
平
家
物
語
を
考
察

の
対
象
と
し
た
以
下
の
拙
稿
を
発
表
し
て
い
る
｡

伊
藤
｢
人
形
浄
瑠
璃
に
お
け
る
平
家
物
語
受
容
の
あ
-
方
を
巡
っ
て
　
付
･
『
仏
御
前

扇
軍
』
論
｣
　
『
演
劇
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
　
Ⅴ
』
　
(
平
成
十
七
年
一
月
)
　
l
九
-
三
七
頁

同
｢
『
蒲
冠
者
藤
戸
合
戦
』
致
｣
『
演
劇
映
像
』
四
十
六
(
平
成
十
七
年
三
月
)
　
1
-
1

0
頁

本
稿
は
'
こ
う
し
た
分
析
手
法
が
義
経
伝
説
に
も
応
用
で
き
る
か
ど
う
か
の
試
み
で
も

-
>
｣
.
�
"
つ
J

(
2
)
　
検
討
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て
は
'
注
(
-
)
　
に
挙
げ
た
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(
3
)
　
義
太
夫
節
人
形
浄
瑠
璃
･
歌
舞
伎
の
先
行
作
品
の
扱
い
は
'
こ
れ
ら
他
文
芸
･
芸
能

作
品
と
は
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

(
4
)
　
鬼
1
法
眼
葦
の
伝
承
間
の
異
同
に
つ
い
て
は
'
野
中
直
恵
氏
の
以
下
の
諸
論
考
を
参

考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
｡

野
中
直
恵
｢
義
経
湛
海
戦
講
の
二
層
性
-
『
義
経
記
』
の
構
造
と
方
法
を
め
ぐ
っ
て
-
｣

『
古
典
遺
産
』
四
十
四
号
(
平
成
六
年
三
月
)
一
三
-
三
〇
頁

同
｢
『
義
経
記
』
の
文
芸
世
界
-
構
想
と
構
造
と
の
相
関
か
ら
1
｣
梶
原
正
昭
編
『
軍
記

文
学
研
究
叢
書
1
1
　
曽
我
･
義
経
記
の
世
界
』
(
汲
古
書
院
､
平
成
九
年
)
二
二
-
二

三
〇
頁

同
｢
義
経
伝
承
の
系
譜
と
展
開
-
鬼
1
法
眼
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
1
｣
梶
原
正
昭
ほ
か
編

『
軍
記
文
学
の
系
譜
と
展
開
』
　
(
汲
古
書
院
､
平
成
十
年
)
　
四
九
一
-
五
〇
八
頁
.

(
5
)
　
梶
原
正
昭
｢
『
義
経
記
』
に
お
け
る
伝
承
基
盤
-
山
科
･
宇
陀
を
例
と
し
て
ー
｣
梶
原

編
『
軍
記
文
学
研
究
叢
書
1
1
　
曽
我
･
義
経
記
の
世
界
』
(
注
三
'
前
掲
書
)
二
七
八
頁

,

 

'

-

*

:

蝣

;

I

l

'

(
6
)
　
島
津
久
基
『
義
経
伝
説
と
文
学
』
　
(
明
治
書
院
'
昭
和
十
年
)
　
二
二
四
-
二
二
六
頁

(
7
)
　
沢
野
邦
子
｢
鬼
1
法
眼
三
略
巻
｣
『
近
代
演
劇
の
思
想
と
伝
統
-
時
代
浄
瑠
璃
の
研
究

I
』
　
(
東
京
都
立
大
学
伝
統
文
化
の
会
､
昭
和
四
十
1
年
)
　
二
七
頁
o

な
お
､
鬼
次
郎
が
飛
鳥
の
家
に
強
盗
に
入
る
の
は
､
『
弁
慶
誕
生
記
』
二
段
目
で
'
弁
慶



が
太
刀
刀
の
作
料
を
払
う
た
め
に
田
辺
玄
蕃
丞
の
と
こ
ろ
に
強
盗
に
入
-
､
そ
の
後
､

今
度
は
逆
に
玄
春
丞
の
と
こ
ろ
に
押
し
入
ろ
う
と
し
た
強
盗
を
討
ち
取
っ
て
玄
蕃
丞
に

恩
を
返
す
と
い
う
筋
を
受
け
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
0
1
万
で
､
『
弁
慶
誕
生
記
』
の
こ

の
部
分
は
伊
勢
三
郎
の
伝
説
を
弁
慶
に
移
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
､
そ
う
だ
と
す
る

と
'
こ
の
部
分
は
『
弁
慶
誕
生
記
』
に
お
け
る
弁
慶
も
の
が
た
-
と
伊
勢
三
郎
伝
説
を

一
体
化
さ
せ
る
試
み
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
8
)
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
の
引
用
は
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
の
七
行
本
に
拠
る

が
､
文
字
譜
･
振
-
仮
名
は
省
い
た
｡
以
下
､
浄
瑠
璃
本
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
す

べ
て
同
方
針
で
お
こ
な
う
｡

(
9
)
島
津
､
注
(
6
)
前
掲
書
､
二
二
頁
｡
沢
野
'
注
(
7
)
前
掲
論
文
､
三
六
､
二

二
七
-
三
〇
頁
｡

(
S
)
島
津
'
注
(
6
)
前
掲
書
､
二
二
九
-
二
三
一
百
ハ
.
ま
た
'
鬼
一
法
眼
伝
説
の
伝
承

に
鞍
馬
僧
の
関
与
を
指
摘
す
る
も
の
に
徳
田
和
夫
｢
義
経
鞍
馬
山
中
修
行
伝
説
と
判
官

物
I
｢
皆
鶴
｣
｢
判
官
都
は
な
し
(
鬼
1
法
眼
)
｣
｢
御
曹
子
島
渡
｣
-
｣
(
『
お
伽
草
子

研
究
』
三
弥
井
書
店
､
昭
和
六
十
三
年
､
二
三
六
-
二
五
四
頁
)
が
あ
る
｡

(
:
=
:
)
引
用
は
『
武
術
叢
書
』
(
国
書
刊
行
会
､
大
正
四
年
)
に
拠
っ
た
が
､
旧
字
体
は
新
字

体
に
改
め
た
｡
な
お
､
こ
の
う
ち
の
い
-
つ
か
の
記
事
に
つ
い
て
は
す
で
に
島
津
､
注

(
6
)
前
掲
書
'
三
二
二
-
二
二
九
頁
に
指
摘
が
あ
る
｡

(
12こ
引
用
は
『
新
修
京
都
叢
書
第
十
五
巻
』
(
臨
川
書
店
､
昭
和
四
十
四
年
)
に
拠
る
が
､

振
-
仮
名
は
省
い
た
｡

(
2
)
『
天
狗
の
内
裏
』
(
万
治
二
年
版
本
)
で
は
､
牛
若
が
巻
物
を
入
手
す
る
経
緯
に
つ
い

て
｢
ほ
う
げ
ん
が
ひ
と
り
び
め
､
み
な
づ
る
お
ん
な
に
ち
ぎ
-
を
こ
め
､
か
の
ま
き
も

の
を
ぬ
す
み
と
-
｣
と
の
み
記
す
｡
こ
う
し
た
点
か
ら
も
､
鬼
一
法
眼
の
娘
に
巻
物
を

盗
み
取
ら
せ
る
'
と
い
う
の
が
眼
目
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

(
S
)
内
山
美
樹
子
｢
｢
菅
原
伝
授
手
習
鑑
｣
な
ど
の
合
作
者
問
題
｣
『
浄
瑠
璃
史
の
十
八
世

紀
』
(
勉
誠
出
版
'
平
成
十
一
年
)
二
七
七
頁

(
ほ
)
内
山
美
樹
子
｢
『
鬼
一
法
眼
』
鑑
賞
と
戯
曲
研
究
｣
『
演
劇
界
』
二
十
四
(
六
)
(
昭
和

四
十
1
年
五
月
)
1
『
国
立
劇
場
上
演
資
料
集
(
3
-
3
)
』
(
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
､
平

『
鬼
一
法
眼
三
時
巻
』
三
段
目
致

成
七
年
)
二
二
1
二
八
頁
に
再
録
｡
引
用
は
『
国
立
劇
場
上
演
資
料
集
(
3
-
3
)
』
二
七
頁

に
拠
っ
た
｡

(
S
)
　
引
用
は
『
室
町
時
代
物
語
大
成
　
第
十
二
』
(
角
川
書
店
'
昭
和
五
十
九
年
)
に
拠
っ

た
｡
一
条
通
と
今
出
川
通
は
並
行
し
て
走
っ
て
い
る
の
で
､
こ
こ
は
一
条
通
と
今
出
川

通
の
間
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
｡

(
S
)
　
以
下
､
『
義
経
記
』
の
引
用
は
岡
見
正
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
3
7
　
義
経
記
』

(
岩
波
書
店
､
昭
和
三
十
四
年
)
　
に
拠
る
｡

(
2
)
　
引
用
は
　
『
近
松
全
集
　
第
三
巻
』
　
(
朝
日
新
聞
社
､
大
正
十
四
年
)
　
に
拠
っ
た
｡

(
S
)
　
岡
見
､
注
(
｣
)
前
掲
書
'
四
1
0
頁
(
補
注
(
巻
二
)
　
S
3
)

(
<
Z
>
¥
　
沢
野
'
注
(
7
)
前
掲
論
文
､
三
四
-
三
五
頁

(
｣
)
　
松
崎
仁
｢
『
熊
谷
陣
屋
』
　
の
作
劇
法
｣
　
『
歌
舞
伎
･
浄
瑠
璃
‥
｣
と
ば
』
　
(
八
木
書
店
､

24　23　22

平
成
六
年
)
二
八
1
1
三
〇
三
頁
o
同
｢
『
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』
管
見
-
三
段
目
に
関
す

る
二
㌧
　
三
の
問
題
-
｣
『
日
本
文
学
研
究
(
梅
光
女
学
院
大
学
)
』
三
十
　
(
平
成
七
年
一

月
)
　
二
三
-
一
二
一
貫

注
(
9
)
参
照
｡

島
津
､
注
(
6
)
前
掲
書
､
二
三
〇
頁

『
義
経
記
』
で
は
､
何
の
数
え
も
受
け
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
兵
法
書
の
披
見
を
拍
絶

さ
れ
た
時
点
で
あ
っ
て
も
'
年
若
は
　
｢
一
字
を
も
読
ま
ず
共
､
法
服
は
師
な
-
'
義
経

は
弟
子
な
-
｣
と
言
っ
て
い
る
か
ら
､
こ
の
場
合
の
｢
師
弟
｣
と
い
う
の
が
ど
の
程
度

の
関
係
を
示
す
も
の
か
は
っ
き
-
し
な
い
｡
た
だ
､
二
人
を
師
弟
関
係
と
し
た
場
合
､

人
形
浄
瑠
璃
に
描
か
れ
る
よ
う
な
師
弟
像
を
考
え
る
と
､
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
の
鬼
一

法
眼
が
一
般
的
な
義
経
伝
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
で
は
ど
う
も
収
ま
-
が
悪
い
こ

と
も
事
実
で
あ
る
o
鞍
馬
山
と
鬼
1
法
眼
と
を
関
連
付
け
る
伝
説
が
発
生
し
た
時
点
で
'

鬼
1
法
眼
の
人
物
像
に
は
何
ら
か
の
変
容
が
生
じ
っ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像

さ
れ
る
が
､
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
｡

/
L
O
¥
　
『
国
立
劇
場
　
第
百
四
十
三
回
文
楽
公
演
』
(
平
成
十
五
年
五
月
)
｢
絵
本
大
功
記
｣
解

説
(
執
筆
は
川
口
節
子
氏
)

島
津
､
注
(
6
)
前
掲
書
'
二
三
一
頁

六
五



(
t
>
-
¥
　
平
成
十
七
年
九
月
時
点
で
の
直
近
の
上
演
で
あ
る
平
成
十
四
年
十
一
月
公
演
(
国
立

文
楽
劇
場
)
　
の
際
の
筋
書
に
添
付
さ
れ
て
い
る
｢
床
本
集
｣
で
カ
ッ
-
さ
れ
て
い
る
詞

章
の
一
例
を
挙
げ
る
｡

･
垂
別
鬼
三
太
に
は
物
が
た
-
し
｡
父
が
ゆ
い
ご
ん
あ
た
か
も
符
契
を
合
せ
た
る
ご

と
し
｡
そ
れ
に
引
か
え
平
家
は
日
本
半
国
を
領
じ
｡
高
位
高
官
に
お
し
な
-
勅
命

と
が
う
し
｡
一
門
兵
法
の
師
範
た
る
べ
L
と
我
を
招
-
｡
多
病
な
-
参
る
ま
じ
と

申
切
ッ
て
候
へ
共
｡
違
勅
の
と
が
を
蒙
る
せ
ん
か
た
な
さ
｡
従
ふ
と
な
-
平
家
に
身

を
よ
せ
し
｡
十
年
余
り
の
年
月
｡
虎
の
巻
を
つ
た
へ
よ
と
｡
け
ん
ゐ
を
以
テ
は
た
れ

共
と
か
く
す
り
ぬ
け
｡

･
ひ
そ
か
に
人
相
を
う
か
ゞ
へ
ば
天
性
大
将
軍
の
相
ま
し
ま
す
｡
嬉
し
や
ひ
み
つ
を

残
さ
ず
つ
た
へ
｡
め
い
ど
の
父
が
こ
ん
は
-
を
悦
ば
せ
｡
我
本
意
を
達
せ
ん
と
思

へ
ば
｡
既
に
1
門
の
師
匠
と
あ
を
が
れ
.
平
家
の
恩
を
蒙
る
身
と
な
る
恥
か
し
や
o

平
家
の
禄
を
は
む
鬼
一
が
｡
源
氏
に
大
事
を
つ
た
へ
ん
は
俗
に
い
ふ
内
ま
た
が
う

や
-
｡
あ
ち
ら
へ
も
つ
き
｡
こ
ち
ら
へ
も
つ
-
二
夕
心
と
笑
は
れ
ん
か
｡
よ
し
身
の

そ
し
-
は
い
と
は
ね
共
勿
体
な
や
｡
六
輪
三
略
の
此
道
迄
き
づ
を
付
ケ
ん
悲
し
さ
｡

八
万
四
千
の
軍
神
天
地
の
照
覧
も
恐
ろ
し
-
｡

･
検
便
を
こ
ひ
う
け
｡
湛
海
を
き
つ
た
る
は
鬼
一
な
-
｡
切
腹
い
た
せ
L
と
あ
ざ
む

き
｡
心
や
す
く
か
た
ぐ
を
落
さ
ん
為
の
せ
つ
ふ
く
｡
サ
ア
は
や
く
落
て
た
べ
｡
お

ち
ぬ
う
ち
は
｡
な
ん
ば
う
で
も
息
ひ
き
と
ら
ぬ
｡
-
つ
う
さ
す
る
が
お
も
し
ろ
い

か
｡
一
卜
足
も
は
や
-
｡
か
げ
を
｡
か
-
し
て
お
-
-
や
る
が
｡
親
兄
師
匠
へ
の
孝

行
ぞ
や
｡
惜
し
ら
ず
は
や
お
ち
ぬ
か
と
｡
い
ふ
声
ふ
る
ひ
む
せ
か
へ
れ
ば
｡
娘
は

正
体
な
げ
き
ふ
し
若
君
も
鬼
三
太
も
｡
親
に
は
な
れ
L
は
当
歳
三
さ
い
か
な
し
み

は
覚
ね
共
｡
お
ん
も
じ
ひ
も
か
な
し
さ
も
｡
此
上
の
あ
る
べ
き
か
と
｡
天
に
も
だ

へ
地
に
あ
こ
が
れ
｡
た
け
き
こ
,
ろ
も
か
き
-
れ
て
な
げ
き
｡
し
づ
ま
せ
給
ひ
け

る
｡
ヤ
ア
お
そ
な
は
る
が
恩
し
ら
ず
｡
思
ひ
思
ふ
て
切
ッ
た
る
腹
を
む
だ
腹
に
す
る

か
｡
犬
死
さ
す
る
か
と
し
か
ら
れ
て
｡
い
ふ
べ
き
詞
も
な
み
だ
な
が
ら
三
人
う
ち

つ
れ
L
は
/
＼
と
｡
ゆ
き
て
は
帰
-
煤
-
て
も
や
る
か
た
わ
か
ぬ
足
よ
は
車
め
ぐ

-
｡
あ
ふ
べ
き
時
節
も
な
い
て
み
見
て
は
な
き
｡
一
ッ
所
に
た
ゝ
ず
め
ば
心
は
鬼
と

六
六

お
き
め
ど
も
｡
さ
す
が
親
子
の
此
世
の
か
ぎ
り
｡
な
ふ
い
ひ
残
せ
し
こ
と
の
あ
り
｡

昭
和
四
十
一
年
九
月
朝
日
座
ー
文
楽
協
会
大
阪
九
月
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
｢
｢
鬼
一
法
眼

三
略
巻
｣
に
つ
い
て
｣

本
稿
脱
稿
後
､
河
竹
登
志
夫
氏
が
『
演
劇
学
論
集
日
本
演
劇
学
会
紀
要
』
四
十
三

号
で
紹
介
さ
れ
た
河
竹
繁
俊
氏
の
G
H
Q
と
の
交
渉
手
記
中
に
｢
O
｢
鬼
一
法
眼
三
略

巻
｣
不
可
､
鬼
一
が
腹
を
切
る
こ
と
に
､
見
物
人
が
感
心
す
る
と
あ
っ
て
は
い
け
な

い
､
｣
と
い
う
記
事
(
昭
和
二
十
年
十
二
月
四
日
付
)
が
あ
る
こ
と
を
内
山
美
樹
子
氏
か

ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
(
河
竹
登
志
夫
｢
占
領
下
の
歌
舞
伎
弾
圧
と
解
除
の
経
緯
-
父

繁
俊
の
G
H
Q
と
の
交
渉
手
記
-
｣
『
演
劇
学
論
集
日
本
演
劇
学
会
紀
要
』
四
十
三
号

〔
平
成
十
七
年
〕
二
四
六
頁
)
｡
こ
の
記
事
か
ら
推
測
す
る
に
､
少
な
く
と
も
こ
の
頃
ま

で
は
､
歌
舞
伎
で
も
｢
奥
庭
の
段
｣
に
あ
た
る
場
面
を
上
演
し
て
い
た
も
の
か
と
思
わ

れ
る
が
､
現
時
点
で
は
調
査
が
及
ば
な
か
っ
た
｡

(
o
¥

I
o
o
/
近
石
春
秋
｢
文
耕
堂
に
つ
い
て
｣
『
操
浄
瑠
璃
の
研
究
』
(
風
間
書
房
'
昭
和
三
十
六

年
)
四
八
二
頁

(
｣
)
増
田
七
郎
｢
文
耕
堂
の
浄
瑠
璃
｣
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
十
六
年
十
二
月
1
『
国
立

文
楽
劇
場
上
演
資
料
集
2
0
』
(
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
〓
ハ
九
-
八
六
頁
に
再
録
｡
引

用
は
『
国
立
文
楽
劇
場
上
演
資
料
集
』
八
五
頁
に
拠
っ
た
｡

(
3
2
)
沢
野
､
注
(
7
)
前
掲
論
文
､
三
七
頁

K
e
n
)
『
鬼
一
法
眼
三
略
巻
』
三
段
目
は
明
治
三
十
七
年
十
一
月
御
霊
文
楽
座
で
上
演
さ
れ

て
以
来
､
昭
和
四
十
1
年
九
月
朝
日
座
で
六
十
二
年
ぶ
-
に
復
活
さ
れ
る
ま
で
上
演
が

途
絶
え
て
い
る
(
た
だ
し
､
昭
和
十
七
年
十
月
'
第
四
回
技
芸
奨
励
会
で
竹
本
織
太
夫

(
人
世
綱
大
夫
)
･
竹
揮
団
六
(
十
世
弥
七
)
に
よ
る
素
浄
瑠
璃
の
奏
演
が
な
さ
れ
て
い

る
｡
一
日
の
み
)
｡
復
活
後
は
昭
和
E
l
十
一
年
十
1
月
東
京
国
立
劇
場
で
の
上
演
以
降
､

七
回
上
演
さ
れ
て
い
る
｡

(
3
)
｢
｢
鬼
一
法
眼
三
略
巻
｣
に
つ
い
て
｣
(
注
(
�
"
c
O
"
i
前
掲
)
で
'
人
世
竹
本
綱
大
夫
は
'

明
治
三
十
七
年
の
舞
台
を
勤
め
た
六
世
鶴
揮
友
次
郎
か
ら
｢
菊
畑
の
段
｣
の
稽
古
を
受

け
た
旨
を
述
べ
て
お
-
､
舞
台
の
経
験
を
踏
ま
え
た
伝
承
は
途
絶
え
て
い
な
い
｡


