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︱
生
け
捕
り
後
の
重
衡
像

︱

四

重

田

陽

美

は
じ
め
に

平
重
衡
は
︑
平
清
盛
と
平
時
子
を
父
母
に
持
ち
︑
一
一
五
七
年
︵
保
元
二

年
︶
に
生
ま
れ
た
清
盛
の
末
子
で
あ
る
︒
生
誕
の
前
年
︑
一
一
五
六
年
に
保
元

の
乱
︑
二
年
後
の
一
一
五
九
年
に
平
治
の
乱
が
起
こ
り
︑
天
皇
や
貴
族
が
︑
源

氏
や
平
家
の
武
士
を
巻
き
込
ん
で
戦
っ
た
が
︑
こ
の
二
度
の
乱
で
後
白
河
天
皇

に
味
方
し
て
勝
ち
を
お
さ
め
た
平
清
盛
は
︑
後
白
河
天
皇
の
信
頼
を
得
て
︑
栄

華
を
極
め
て
い
く
︒
つ
ま
り
︑
重
衡
は
︑
清
盛
が
宮
中
に
出
入
り
し
て
後
白
河

天
皇
に
信
頼
さ
れ
︑
着
実
に
栄
華
へ
の
階
段
を
上
る
の
を
見
な
が
ら
︑
成
長
し

て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
た
だ
︑
重
衡
は
時
子
の
産
ん
だ
子
と
し
て
も
三
番
目

の
男
子
︑
清
盛
の
子
と
し
て
は
五
男
で
あ
り
︑
武
門
の
家
で
は
︑
嫡
男
と
そ
う

で
な
い
者
の
立
場
は
大
き
く
異
な
る
た
め
︑
本
来
な
ら
ば
重
衡
は
さ
ほ
ど
注
目

さ
れ
る
存
在
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
実
際
︑
清
盛
の
弟
た
ち
に
対
す
る
﹃
平

家
物
語
﹄
の
扱
い
を
と
っ
て
み
て
も
︑
家
盛
は
夭
折
し
た
た
め
名
前
は
現
れ
ず
︑

経つ
ね

盛も
り

︑
教の
り

盛も
り

︑
頼よ
り

盛も
り

︑
忠た
だ

度の
り

と
い
っ
た
弟
た
ち
も
︑
琵
琶
や
和
歌
が
得
意
だ
っ

た
り
︑
子
の
た
め
に
奔
走
し
た
り
︑
平
家
を
裏
切
っ
た
り
︑
そ
う
い
っ
た
武
門

の
出
と
は
程
遠
い
所
で
︑
ま
る
で
兄
清
盛
の
栄
華
と
は
関
係
な
い
か
の
よ
う
な
︑

人
物
像
の
作
ら
れ
方
で
あ
る
︒

し
か
し
重
衡
は
︑
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
巻
第
三
﹁
御
産
﹂
で
︑
中
宮

徳
子
が
出
産
し
た
と
き
︑
﹁
中
宮
亮
﹂
と
し
て
︑

御
簾
の
内
よ
り
つ
つ
と
出
て
︑
﹁
御
産
平
安
︑
皇
子
御
誕
生
候
ふ
ぞ
﹂
と
︑

た
か
ら
か
に
申
さ
れ
け
れ
ば

と
︑
徳
子
の
皇
子
出
産
を
皆
に
伝
え
る
晴
れ
晴
れ
し
い
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が

し
っ
か
り
と
記
さ
れ
て
い
る
上
︑
巻
第
四
﹁
三
井
寺
炎
上
﹂︑
巻
第
五
﹁
奈
良

炎
上
﹂
で
総
大
将
と
し
て
三
井
寺
及
び
興
福
寺
・
般
若
寺
と
い
っ
た
奈
良
の
寺

を
攻
め
︑
寺
々
を
焼
失
さ
せ
た
こ
と
︑
巻
第
九
﹁
重
衡
生
捕
﹂
で
源
氏
に
生
け

平
重
衡
の
人
物
像
の
形
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
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捕
ら
れ
︑
巻
第
十
で
は
﹁
内
裏
女
房
﹂﹁
八
嶋
院
宣
﹂﹁
請
文
﹂﹁
戒
文
﹂﹁
海
道

下
﹂﹁
千
手
前
﹂
と
半
分
近
く
重
衡
に
つ
い
て
語
ら
れ
︑
巻
第
十
一
﹁
重
衡
の

き
ら
れ
﹂
で
亡
く
な
る
ま
で
︑
か
な
り
の
注
目
ぶ
り
で
あ
る
︒

後
述
す
る
が
︑
平
家
が
奈
良
を
責
め
る
と
決
め
︑
官
軍
と
し
て
出
陣
し
た
時
︑

総
大
将
の
一
人
と
し
て
︑
誤
っ
て
東
大
寺
を
焼
い
て
し
ま
い
︑
隠
れ
て
い
た
女

子
供
や
老
僧
を
何
千
人
も
焼
死
さ
せ
た
ば
か
り
か
︑
大
仏
の
首
が
焼
け
落
ち
る

と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
重
衡
は
︑
一
の
谷
の
合
戦
で
平
家
が
敗
れ
た
時

生
け
捕
り
に
な
り
︑
都
の
中
を
罪
人
と
し
て
引
き
回
さ
れ
︑
鎌
倉
へ
移
送
さ
れ

て
頼
朝
と
対
面
し
︑
最
期
は
奈
良
の
僧
兵
に
引
き
渡
さ
れ
て
首
を
晒
さ
れ
る
︒

こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
基
に
人
物
像
を
作
れ
ば
︑
大
悪
人
と
し
て
書
く
こ
と
は
容

易
で
あ
り
︑
勧
善
懲
悪
の
観
点
か
ら
も
非
常
に
描
き
や
す
い
は
ず
な
の
に
︑
何

故
か
︑
重
衡
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
多
く
の
章
を
使
っ
て
︑
女
性
た
ち
に
愛
さ

れ
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
以
外
の
資
料
か
ら
う
か
が
え
る
平
重
盛

の
姿
︑
さ
ら
に
︑
一
の
谷
の
合
戦
後
︑
生
け
捕
り
に
な
っ
た
平
重
衡
の
人
物
像

を
︑﹃
平
家
物
語
﹄
が
ど
の
よ
う
に
形
成
し
て
い
っ
た
か
︑
語
り
本
系
の
﹃
覚

一
本
平
家
物
語
﹄︵
以
下
﹃
覚
一
本
︶
と
読
み
本
系
の
﹃
延
慶
本
平
家
物
語
﹄

︵
以
下
﹃
延
慶
本
﹄︶
を
比
較
し
な
が
ら
︑
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
︒

第
一
章

宮
中
に
出
入
り
す
る
平
重
衡
の
姿

世
の
中
が
平
和
だ
っ
た
頃
の
平
重
衡
に
つ
い
て
は
︑
次
の
よ
う
な
記
事
か
ら

う
か
が
え
る
︒

一
一
七
六
年
︵
安
元
二
年
︶︑
後
白
河
上
皇
は
五
十
歳
に
な
っ
た
︒
こ
の
た

め
︑
後
白
河
上
皇
の
住
む
法
住
寺
殿
で
は
︑
五
十
の
賀
の
祝
宴
が
催
さ
れ
た
︒

そ
の
様
子
は
︑﹃
百
錬
抄
﹄
﹃
玉
葉
﹄
﹃
安
元
御
賀
記
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

ま
ず
︑
天
皇
の
五
十
歳
の
祝
賀
の
儀
に
︑﹁
青
海
波
﹂
を
舞
う
と
い
う
恒
例

に
つ
い
て
だ
が
︑
も
と
を
正
せ
ば
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
紅
葉
賀
﹂
か
ら
で
あ
る

と
い
う
︒﹁
青
海
波
﹂
と
い
う
舞
は
︑
面
を
付
け
な
い
こ
と
と
︑
二
人
舞
で
あ

る
こ
と
が
特
徴
で
︑
こ
れ
を
舞
う
源
氏
の
君
の
輝
く
ば
か
り
の
美
し
い
顔
と
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
光
源
氏
に
引
け
を
取
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
頭
中
将
が
︑

光
源
氏
と
共
に
舞
っ
て
︑
や
は
り
源
氏
の
君
が
一
段
と
美
し
い
と
評
価
さ
れ
る

様
子
を
描
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
場
面
に
つ
い
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

か
ら
引
用
す
る
︒

源
氏
中
将
は
︑
青
海
波
を
ぞ
舞
ひ
た
ま
ひ
け
る
︒
片
手
に
は
大
殿
の
頭

中
将
︒
容
貌
︑
用
意
︑
人
に
は
こ
と
な
る
を
︑
立
ち
並
び
て
は
︑
な
ほ
花

の
か
た
は
ら
の
深
山
木
な
り
︒
入
り
方
の
日
か
げ
︑
さ
や
か
に
さ
し
た
る

に
︑
楽
の
声
ま
さ
り
︑
も
の
の
お
も
し
ろ
き
ほ
ど
に
︑
同
じ
舞
の
足
踏
み
︑

お
も
も
ち
︑
世
に
見
え
ぬ
さ
ま
な
り
︒

平
重
衡
の
人
物
像
の
形
成
に
つ
い
て
の
一
考
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︵﹃
源
氏
物
語
﹄

第
七
帖
﹁
紅
葉
賀
｣

第
一
章

御
前
の
詩
楽

よ
り
)

︵
訳
︶
源
氏
の
中
将
は
︑
青
海
波
を
お
舞
い
に
な
っ
た
︒
一
方
の
舞
手
に

は
左
大
臣
家
の
頭
中
将
で
あ
る
︒
頭
中
将
殿
は
︑
容
貌
も
心
づ
か
い
も
人

よ
り
は
優
れ
て
い
る
が
︑
源
氏
中
将
と
立
ち
並
ん
で
は
︑
や
は
り
桜
の
そ

ば
の
深
山
木
の
よ
う
な
様
子
で
あ
る
︒
夕
日
の
入
り
方
の
光
が
︑
鮮
や
か

に
差
し
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
︑
楽
の
声
が
高
ま
り
︑
感
興
も
た
け
な
わ

の
時
に
︑
二
人
同
じ
舞
で
︑
そ
の
足
拍
子
︑
表
情
は
︑
世
に
ま
た
と
な
い

様
子
で
あ
る
︒︵
訳
は
拙
訳
に
よ
る
︒
以
下
同
︶

こ
れ
だ
け
を
読
む
と
︑
こ
の
場
面
は
︑
面
無
し
︑
二
人
舞
の
た
め
に
︑
頭
中

将
が
﹁
桜
の
そ
ば
の
深
山
木
﹂
と
表
現
さ
れ
︑
光
源
氏
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
︑
実
は
︑
試
楽
が
終
わ
っ
た
あ
と
︑
源
氏
の
父
の
桐
壺
帝
は
︑

次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
︒

片
手
も
け
し
う
は
あ
ら
ず
こ
そ
見
え
つ
れ
︒
舞
の
さ
ま
︑
手
づ
か
ひ
な

む
︑
家
の
子
は
殊
な
る
︒
こ
の
世
に
名
を
得
た
る
舞
の
男
ど
も
も
︑
げ
に

い
と
か
し
こ
け
れ
ど
︑
こ
こ
し
う
な
ま
め
い
た
る
筋
を
︑
え
な
む
見
せ
ぬ
︒

︵
訳
︶﹁
相
手
役
の
頭
中
将
も
︑
悪
く
は
な
く
見
え
た
︒
舞
の
様
子
︑
手
捌

き
は
︑
良
家
の
子
弟
は
格
別
で
あ
る
よ
︒
世
間
で
名
声
を
得
て
い
る
舞
専

門
の
男
ど
も
も
︑
本
当
に
立
派
だ
が
︑
高
貴
な
貴
族
の
子
な
ら
で
は
の
︑

お
っ
と
り
と
し
て
優
美
な
趣
き
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

つ
ま
り
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
天
皇
の
五
十
歳
の
祝
賀
会
で
は
︑
源

氏
の
中
将
の
よ
う
に
美
し
い
貴
公
子
と
︑
頭
中
将
の
よ
う
な
貴
公
子
が
︑
二
人

並
ん
で
﹁
青
海
波
﹂
を
舞
う
︑
二
人
の
高
貴
な
中
将
の
あ
で
や
か
さ
が
祝
賀
に

彩
り
を
添
え
︑
そ
の
上
で
︑
源
氏
の
君
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
が
人
々
に
読
ま
れ
て
以
降
︑
天
皇
家
で
︑
五
十
の
賀
に
は

﹁
青
海
波
﹂
と
い
う
恒
例
が
で
き
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
安
元
御
賀
記
﹄
に

は
︑
後
白
河
上
皇
の
﹁
五
十
の
御
賀
﹂
の
様
子
を
︑
作
者
藤
原
隆
房
が
細
か
く

記
し
て
い
る
︒
﹁
安
元
御
賀
﹂
は
︑
後
白
河
上
皇
の
曾
祖
父
に
あ
た
る
白
河
法

皇
の
︑﹁
康
和
御
賀
﹂
の
例
に
倣
っ
て
︑
安
元
二
年
の
�

月
�

日
か
ら
�

日
に

か
け
て
︑
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
た
︒
宴
に
は
後
白
河
上
皇
・
建
春
門
院
︵
平
滋

子
︶・
高
倉
天
皇
・
中
宮
︵
平
徳
子
︶
・
上
西
門
院
︵
統む
ね

子こ

内
親
王
︒
後
白
河
天

皇
の
姉
で
あ
り
な
が
ら
准
母
と
し
て
皇
后
宮
と
な
る
︶
・
守
覚
法
親
王
︵
後
白

河
第
二
皇
子
︶
他
︑
関
白
・
大
臣
・
公
卿
・
平
氏
一
門
が
出
席
し
︑
初
日
は
舞

と
楽
が
披
露
さ
れ
︑
翌
日
に
は
船
を
浮
か
べ
て
︑
管
弦
や
蹴
鞠
が
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
︒
最
終
日
の
後
宴
で
は
︑
高
倉
天
皇
が
笛
を
吹
き
︑
人
々
を
感
嘆
さ
せ

た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
賀
宴
が
無
事
に
終
わ
る
と
︑
後
白
河
上
皇
は
非
常

に
喜
ん
で
︑
四
条
隆
季
を
使
者
と
し
て
︑
平
清
盛
に
︑
﹁
此
度
の
御
賀
に
︑
一

家
の
上
達
部
︑
殿
上
人
︑
行
事
に
つ
け
て
も
︑
殊
に
す
ぐ
れ
た
る
事
お
ほ
し
︒

朝
家
の
御
か
ざ
り
と
見
ゆ
る
ぞ
﹂
と
院
宣
を
下
し
た
︒
清
盛
は
返
礼
と
し
て
︑

金
百
両
を
入
れ
た
銀
の
箱
を
送
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

平
重
衡
の
人
物
像
の
形
成
に
つ
い
て
の
一
考
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こ
の
︑
初
日
の
﹁
舞
﹂
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

少
将
隆
房
︑
左
の
舞
人
に
︑
は
や
う
と
す
す
む
れ
ば
︑
し
ば
し
あ
り
て

権
の
す
け
少
将
維
盛
出
で
て
落ら
く

蹲そ
ん

入い
り

綾あ
や

を
ま
ふ
︒
青
色
の
う
え
の
き
ぬ
︑

す
ほ
う
の
う
へ
の
袴
に
は
へ
た
る
顔
の
色
︑
お
も
も
ち
︑
け
し
き
︑
あ
た

り
匂
い
み
ち
︑
み
る
人
た
だ
な
ら
ず
︑
心
に
く
く
な
つ
か
し
き
さ
ま
は
︑

か
ざ
し
の
桜
に
ぞ
こ
と
な
ら
ぬ
︒

︵
訳
︶
藤
原
隆
房
が
︑
左
の
舞
人
に
︑﹁
は
や
く
﹂
と
促
す
と
︑
し
ば
ら
く

経
っ
て
平
維
盛
が
出
て
落
蹲
を
舞
い
︑
入
綾
で
舞
い
な
が
ら
舞
台
を
降
り

る
︒
青
色
の
上
の
衣
︑
蘇
芳
色
︵
黒
味
を
帯
び
た
赤
色
︶
の
上
袴
に
映
え

た
お
顔
の
色
︑
顔
つ
き
︑
様
子
で
︑
あ
た
り
に
い
い
香
り
が
満
ち
あ
ふ
れ
︑

維
盛
の
姿
を
見
る
人
は
︑
並
み
一
通
り
で
は
な
い
と
思
い
︑
そ
の
す
ば
ら

し
く
心
ひ
か
れ
る
様
子
は
︑
頭
に
挿
し
た
桜
の
美
し
さ
と
同
様
で
あ
る
︒

こ
こ
で
の
﹁
落
蹲
﹂
と
は
︑﹁
雅
楽
の
舞
楽
で
︑
二
人
舞
の
納
曽
利
︵
な
そ

り
︶
を
一
人
で
舞
う
と
き
の
呼
称
﹂
で
あ
り
︑﹁
入
綾
﹂
と
は
︑﹁
舞
楽
で
︑
退

場
す
る
と
き
︑
舞
い
な
が
ら
舞
台
を
降
り
る
演
出
︒
ま
た
︑
そ
の
舞
﹂
を
指
す
︒

維
盛
は
︑
二
人
舞
を
一
人
で
舞
い
︑
さ
ら
に
︑
舞
な
が
ら
舞
台
を
降
り
た
の
で

あ
る
︒

初
日
は
︑
平
維
盛
が
一
人
で
舞
い
︑
見
る
人
を
感
動
さ
せ
た
︒
そ
し
て
︑
最

終
日
に
は
︑
平
家
の
公
達
た
ち
の
多
く
が
﹁
青
海
波
﹂
を
演
奏
し
︑
舞
う
た
め

に
楽
屋
へ
と
向
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

青
海
波
出
で
代
は
り
て
舞
ふ
︒
こ
れ
も
り
︒
な
り
む
ね
な
ど
な
り
︒
権

亮
少
将
︒
右
の
袖
の
か
た
ぬ
ぐ
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
維
盛
の
朝
臣
の
足
ぶ
み
︒

袖
ふ
る
程
︒
世
の
け
い
き
︒
入
り
日
の
陰
に
も
て
は
や
さ
れ
た
る
︒
似
る

物
な
く
清
ら
な
り
︒
お
な
じ
舞
な
れ
ど
︒
目
馴
れ
ぬ
さ
ま
な
る
を
︒
内
院

を
始
め
奉
り
︑
い
み
じ
き
め
で
さ
せ
給
ふ
︒
父
大
将
こ
と
忌
み
も
し
給
は

ず
︒
お
し
の
ご
ひ
給
ふ
︒
こ
と
わ
り
と
覚
ゆ
︒
片
手
は
源
氏
の
頭
の
中
将

ば
か
り
だ
に
な
け
れ
ば
︒
な
か
な
か
に
人
か
た
は
ら
い
た
く
な
ん
お
ぼ
え

け
る
と
ぞ
︒

︵
訳
︶
青
海
波
を
交
替
し
な
が
ら
出
て
舞
う
︒
維
盛
︑
成
宗
な
ど
で
あ
る
︒

維
盛
は
︑
右
の
袖
を
片
方
脱
ぐ
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
維
盛
朝
臣
の
足
の
踏
み

方
︑
袖
を
振
る
様
子
︑
あ
た
り
の
景
色
︑
沈
む
日
の
光
に
美
し
く
照
ら
さ

れ
て
い
る
︒
他
に
似
る
物
が
な
く
美
し
い
︒
同
じ
舞
で
は
あ
る
が
︑
見
た

こ
と
が
な
い
様
子
で
あ
る
の
で
︑
高
倉
天
皇
や
後
白
河
上
皇
を
始
め
と
し

て
︑
皆
た
い
そ
う
素
晴
ら
し
い
と
お
思
い
に
な
る
︒
父
重
盛
大
将
は
︑
本

来
な
ら
涙
は
不
吉
だ
か
ら
と
我
慢
な
さ
る
は
ず
な
の
に
︑
こ
ら
え
き
れ
ず
︑

お
泣
き
に
な
る
︒
そ
れ
も
当
然
だ
と
思
わ
れ
る
︒
相
方
は
︑
藤
原
成
宗
な

ど
で
︑
源
氏
物
語
の
頭
中
将
ほ
ど
で
さ
え
な
い
︒
か
え
っ
て
人
々
は
い
た

た
ま
れ
な
く
思
わ
れ
た
と
い
う
︒

つ
ま
り
︑﹁
青
海
波
﹂
は
︑
維
盛
を
含
む
何
人
か
で
交
替
で
舞
い
︑
中
に
は

藤
原
師
長
の
養
子
の
成
宗
ら
も
い
た
が
︑
人
々
は
維
盛
の
美
し
さ
に
感
心
し
︑

平
重
衡
の
人
物
像
の
形
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
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父
重
盛
は
涙
を
堪
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
﹁
青
海
波
﹂
に
つ
い
て
は
︑
平
維
盛
の
美
し
さ
が
後
々
ま
で
語

り
ぐ
さ
と
な
り
︑﹃
平
家
物
語
﹄
や
﹃
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
﹄
な
ど
で
も
紹

介
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
隣
で
舞
っ
た
人
は
︑
重
衡
で
は
な
く
藤
原
成
宗
な

ど
が
舞
っ
た
の
だ
が
︑
人
々
は
︑
断
然
見
劣
り
が
す
る
と
思
っ
た
よ
う
だ
︒

重
衡
は
ど
う
し
て
い
た
か
と
い
う
と
︑﹃
安
元
御
賀
記
﹄
で
は
︑
琴
を
弾
く

重
衡
の
姿
や
︑
中
日
の
�

日
に
︑
人
々
が
蹴
鞠
を
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
︑

﹁
頭
中
将
実
宗
︑
中
宮
亮
重
衡
︑
こ
と
に
花
や
か
に
ほ
こ
り
か
な
る
若
き
人
に

て
︑︵
蹴
鞠
の
失
敗
に
︶
え
た
へ
ず
笑
ひ
ぬ
る
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
維
盛
の

よ
う
に
周
囲
を
感
嘆
さ
せ
る
ほ
ど
美
し
く
は
な
く
て
も
︑
花
や
か
で
誇
ら
し
げ

な
若
者
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
も
し
︑
維
盛
と
重
衡
が
﹁
青
海
波
﹂
を

二
人
で
舞
っ
て
い
た
ら
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
有
名
な
場
面
が
現
実
の
も
の
と
な

っ
た
と
し
て
︑
人
々
の
記
憶
に
き
っ
と
残
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒﹃
安
元
御
賀
記
﹄

や
他
の
貴
族
の
日
記
に
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
重
衡
は
踊
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
鎌
倉
時
代
︑﹃
平
家
物
語
﹄
よ
り
あ
と
に
創
ら
れ
た
﹃
平
家
公

達
草
紙
﹄
で
は
︑
維
盛
の
相
方
が
誰
だ
っ
た
か
は
記
さ
な
い
な
が
ら
も
︑
こ
の

と
き
の
重
衡
の
役
職
を
︑
本
来
の
中
宮
亮
で
は
な
く
︑
頭
中
将
と
紹
介
し
て
い

る
︒
源
氏
の
君
に
生
き
写
し
の
よ
う
な
美
し
い
維
盛
と
︑
二
人
舞
を
す
る
﹁
頭

中
将
﹂
な
ら
重
衡
だ
と
い
う
︑
当
時
の
人
の
思
い
込
み
が
生
ま
れ
た
の
は
何
故

か
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
ま
ま
時
代
が
進
む
に
つ
れ
︑
維
盛
と
﹁
青
海
波
﹂
を
舞
っ

た
の
は
︑
平
重
衡
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
︒
後
代
に
平
重
衡
の
名
は
し
っ

か
り
と
残
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
清
盛
の
五
男
で
あ
り
な
が
ら
︑
皆
が
注

目
す
る
存
在
と
し
て
人
々
に
認
識
さ
れ
る
重
衡
像
は
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
次
章
で
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
に
描
か
れ
る
重
衡

像
を
ま
と
め
て
い
く
︒

第
二
章

女
性
に
愛
さ
れ
る
重
衡
像

さ
て
︑
こ
の
素
晴
ら
し
い
祝
宴
か
ら
わ
ず
か
三
ヵ
月
あ
と
に
︑
平
家
一
門
が

震
え
上
が
る
﹁
鹿
谷
事
件
﹂
が
起
こ
る
︒
藤
原
成
親
や
西
光
法
師
︑
俊
寛
僧
都

と
い
っ
た
平
家
に
も
身
近
な
︑
後
白
河
上
皇
の
側
近
た
ち
が
︑
平
家
を
滅
ぼ
す

陰
謀
を
企
て
て
い
る
こ
と
が
発
覚
し
た
の
で
あ
る
︒
多
田
行
綱
の
密
告
︵
返
り

忠
︶
に
よ
り
︑
な
ん
と
か
事
な
き
を
得
る
が
︑
そ
の
後
︑
平
家
は
不
幸
続
き
︑

戦
乱
続
き
と
な
っ
て
い
く
︒
重
盛
と
い
う
清
盛
の
嫡
男
の
病
死
︑
そ
し
て
︑
そ

の
重
盛
の
所
領
を
後
白
河
上
皇
が
勝
手
に
人
に
譲
渡
す
る
と
︑
鹿
谷
事
件
に
後

白
河
上
皇
が
関
わ
っ
て
い
た
と
報
告
を
受
け
て
い
た
清
盛
は
︑
堪
忍
袋
の
緒
が

切
れ
た
よ
う
に
︑
後
白
河
上
皇
を
鳥
羽
の
離
宮
に
幽
閉
す
る
︒
後
白
河
上
皇
と

平
清
盛
の
関
係
は
決
裂
し
た
︒

さ
ら
に
︑
後
白
河
上
皇
の
三
男
で
不
遇
の
皇
子
だ
っ
た
高
倉
宮
以も
ち

仁ひ
と

王お
う

が
︑

源
頼
政
に
促
さ
れ
︑
一
一
八
〇
年
︵
治
承
四
年
︶
︑
全
国
の
源
氏
た
ち
宛
に
︑

平
重
衡
の
人
物
像
の
形
成
に
つ
い
て
の
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考
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﹁
平
家
追
討
の
令
﹂
を
出
す
︒
こ
の
企
て
は
す
ぐ
に
露
見
し
︑
源
頼
政
一
族
は

以
仁
王
を
逃
が
す
た
め
に
宇
治
平
等
院
で
官
軍
を
迎
え
て
戦
死
︑
以
仁
王
は
奈

良
へ
と
逃
げ
る
途
中
で
流
れ
矢
に
当
た
っ
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
平
家
は
︑

以
仁
王
に
味
方
し
た
奈
良
の
興
福
寺
や
般
若
寺
の
僧
兵
た
ち
を
︑
攻
め
る
こ
と

に
す
る
︒
こ
の
と
き
︑
奈
良
攻
め
の
大
将
軍
を
任
じ
ら
れ
た
の
が
︑
平
重
衡
だ

っ
た
︒

戦
い
は
日
暮
れ
ま
で
続
い
た
︒
当
時
の
戦
い
の
常
と
し
て
︑
夜
は
暗
中
で
の

同
志
討
ち
を
嫌
っ
て
︑
民
家
に
火
を
点
け
そ
の
灯
り
で
戦
う
︒
重
衡
も
︑
こ
の

例
に
な
ら
っ
た
だ
け
だ
っ
た
の
だ
が
︑
点
け
た
火
が
︑
折
か
ら
の
強
風
に
あ
お

ら
れ
︑
東
大
寺
を
焼
き
︑
大
仏
を
燃
や
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
に
よ

り
︑
重
衡
は
︑
戦
い
に
は
勝
っ
た
が
︑
大
き
な
仏
罰
を
背
負
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
後
︑
重
衡
は
ず
っ
と
︑﹁
仏
罰
を
背
負
っ
て
生
き
る
﹂
人
と
な
る
︒
一

一
八
一
年
︑
大
好
き
だ
っ
た
父
清
盛
の
病
死
と
︑
木
曽
か
ら
破
竹
の
勢
い
で
都

に
迫
る
義
仲
軍
を
前
に
︑
一
一
八
三
年
︵
寿
永
二
年
︶
七
月
︑
平
家
一
門
は
都

を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
と
き
重
衡
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
い
た
か
は
︑

﹃
平
家
物
語
﹄
に
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
︒
二
位
尼
と
言
わ
れ
て
平
家
一
門
を

陰
か
ら
支
え
た
時
子
に
と
っ
て
三
番
目
の
息
子
で
あ
り
︑
中
宮
徳
子
に
と
っ
て

頼
れ
る
弟
の
重
衡
は
︑
た
だ
︑﹁
落
ち
行
く
平
家
﹂
の
一
人
と
し
て
﹁
本
三
位

中
将
重
衡
﹂
と
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒

平
重
衡
が
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
一
一
八
四
年
︵
寿
永
三
年
︶
三
月
︑
一
の
谷

の
合
戦
に
平
家
が
源
義
経
に
負
け
た
時
︑
須
磨
あ
た
り
の
海
岸
で
︑
源
氏
に
生

け
捕
り
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
︒
生
け
捕
り
に
な
っ
た
重
衡
は
︑

乱
れ
た
姿
で
市
内
を
引
き
回
さ
れ
る
︒
こ
の
時
︑
物
語
は
そ
の
乱
れ
た
姿
の
重

衡
を
見
る
都
の
人
々
の
声
を
記
し
て
い
る
︒

同
お
な
じ
き

十じ
ふ

四し

日に
ち

︑
生
け
捕
り
本ほ
ん

三ざ
ん

位み
の

中
ち
ゆ
う

将
じ
や
う

重し
げ

衡
ひ
ら
の

卿
き
や
う

︑
六
条
を
東
へ
わ

た
さ
れ
け
り
︒
小こ

八ば
ち

葉え
ふ

の
車
に
前ぜ
ん

後ご

の

簾
す
だ
れ

を
上あ

げ
︑
左さ

右う

の
物も
の

見み

を
開

く
︒
土と

肥ひ
の

次じ

郎ら
う

実さ
ね

平ひ
ら

︑
木む
く

蘭ら
ん

地ぢ

の
直ひ
た

垂た
れ

に
小こ

具ぐ

足そ
く

ば
か
り
し
て
︑
隨ず
い

兵
び
や
う

三
十
余
騎
︑
車
の
前
後
に
う
ち
か
こ
ん
で
守
護
し
奉
る
︒

京
中
の
貴き

賤せ
ん

︑
是
を
見
て
︑
﹁
あ
な
い
と
ほ
し
︒
如
何
な
る
罪
の
報む
く

い

ぞ
や
︒
い
く
ら
も
ま
し
ま
す
君き
ん

達だ
ち

の
中
に
︑
か
く
成
り
給
ふ
事
よ
︒
入に
ふ

道だ
う

殿ど
の

に
も
二に

位ゐ

殿ど
の

に
も
お
ぼ
え
の
御お
ん

子こ

に
て
ま
し
ま
し
し
か
ば
︑
御ご

一い
つ

家か

の

人
々
も
重
き
事
に
思
ひ
奉
り
給
ひ
し
ぞ
か
し
︒
院
へ
も
内
へ
も
参
り
給
ひ

し
時
は
︑
老
い
た
る
も
若
き
も
所
を
お
き
て
︑
も
て
な
し
奉
り
給
ひ
し
も

の
を
︒
是
は
南
都
を
ほ
ろ
ぼ
し
給
へ
る
伽が

藍ら
ん

の
罰
に
こ
そ
﹂
と
︑
申
し
あ

へ
り
︒
河
原
ま
で
渡
さ
れ
て
︑
か
へ
つ
て
︑
故こ

中
な
か
の

御み

門
か
ど
の

藤と
う

中
ぢ
ゆ
う

納な

言ご
ん

家か

成
せ
い
の

卿
き
や
う

の
︑
八は
つ

条で
う

堀ほ
り

河か
は

の
御み

堂だ
う

に
す
ゑ
奉
つ
て
︑
土
肥
次
郎
守
護
し
奉
る
︒

︵
﹃
覚
一
本
﹄
巻
第
十

﹁
内
裏
女
房
﹂
)

︵
訳
︶
同
一
一
八
四
年
三
月
十
四
日
︑
捕
虜
の
重
衡
卿
が
六
条
通
を
東
へ

と
引
き
回
さ
れ
た
︒
小
八
葉
︵
八
葉
の
紋
の
あ
る
網
代
車
︶
の
前
後
の
簾

を
あ
げ
︑
左
右
の
の
ぞ
き
窓
を
開
い
て
い
る
︒
土
肥
の
実
平
が
木
蘭
地

平
重
衡
の
人
物
像
の
形
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
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︵
黒
み
が
か
っ
た
黄
赤
色
︶
の
直
垂
に
小
具
足
︵
籠
手
・
脛
当
て
・
脇
楯
︶

だ
け
つ
け
て
側
に
つ
き
︑
供
の
騎
馬
兵
士
三
十
余
騎
が
車
の
前
後
を
囲
ん

で
お
守
り
す
る
︒

京
中
の
身
分
の
高
い
者
も
低
い
者
も
︑
こ
れ
を
見
て
︑﹁
あ
あ
お
気
の

毒
だ
︒
ど
う
い
う
罪
の
報
い
な
の
か
︒
多
数
お
ら
れ
る
ご
子
息
の
中
で
︑

重
衡
殿
だ
け
こ
の
よ
う
に
な
ら
れ
る
事
だ
よ
︒
清
盛
殿
も
時
子
殿
も
お
気

に
入
り
の
子
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
っ
た
の
で
︑
ご
一
家
の
人
々
も
重
ん
じ
申

し
上
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
に
︒
後
白
河
上
皇
の
所
へ
も
内
裏
へ
も
参

り
な
さ
っ
た
時
︑
老
い
た
者
も
若
い
者
も
︑
一
目
置
い
て
︑
大
切
に
扱
い

申
し
上
げ
な
さ
っ
た
の
に
︒
こ
れ
は
奈
良
を
焼
き
滅
ぼ
し
な
さ
っ
た
お
寺

の
罰
が
当
た
っ
た
の
か
﹂
と
話
し
合
い
申
し
上
げ
て
い
た
︒
六
条
河
原
ま

で
引
き
回
さ
れ
て
︑
そ
れ
か
ら
も
ど
っ
て
︑
藤
原
家
成
仰
の
八
条
堀
河
に

あ
っ
た
御
堂
に
お
入
れ
申
し
上
げ
︑
土
肥
実
平
が
見
張
り
申
し
あ
げ
る
︒

﹃
覚
一
本
﹄
は
︑
重
衡
の
こ
と
を
︑
清
盛
に
も
時
子
に
も
︑﹁
お
ぼ
え
の
御

子
﹂
で
﹁
重
き
﹂
存
在
だ
っ
た
と
記
す
︒
そ
し
て
︑
そ
ん
な
秘
蔵
っ
子
が
生
け

捕
り
に
な
っ
て
︑
都
中
を
見
世
物
の
よ
う
に
引
き
回
さ
れ
る
の
は
︑﹁
伽
藍
の

罪
﹂
の
せ
い
か
と
人
々
に
語
ら
せ
る
の
で
あ
る
︒

都
の
中
︑
土
肥
次
郎
実
平
の
監
視
の
下
︑
重
衡
は
今
後
の
処
遇
が
決
ま
る
の

を
待
つ
︒
死
刑
な
の
か
︑
鎌
倉
へ
護
送
さ
れ
て
頼
朝
と
会
う
の
か
︑
い
ず
れ
に

し
て
も
希
望
の
持
て
る
も
の
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
頼
朝
た
ち
は
︑
重
衡
の
身
柄

を
安
徳
天
皇
の
持
つ
三
種
の
神
器
と
交
換
す
る
よ
う
︑
屋
島
に
い
る
平
家
と
連

絡
を
取
れ
と
重
衡
に
命
じ
る
︒
自
分
に
そ
れ
ほ
ど
の
価
値
な
ど
無
い
こ
と
を

重
々
承
知
し
な
が
ら
︑
重
衡
は
手
紙
を
書
く
︒
こ
れ
ほ
ど
悲
嘆
に
く
れ
る
日
々

の
中
で
︑﹃
平
家
物
語
﹄
が
記
す
の
は
︑
重
衡
が
都
で
︑
か
つ
て
関
係
の
あ
っ

た
女
性
と
会
う
話
な
の
で
あ
る
︒

︵
一
︶

内
裏
女
房
︵﹃
覚
一
本
﹄
巻
第
十

﹁
内
裏
女
房
﹂
︶

囚
わ
れ
の
身
の
重
衡
の
所
に
︑
か
つ
て
使
え
て
い
た
侍
の
知と
も

時と
き

が
訪
れ
︑
実

平
の
許
し
を
得
て
一
晩
無
聊
を
慰
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
重
衡
は
思
い
が
け
な

い
こ
と
に
喜
び
の
涙
を
流
し
︑
知
時
と
昔
話
に
耽
る
︒
話
が
か
つ
て
交
際
の
あ

っ
た
内
裏
で
働
く
女
房
の
こ
と
に
な
り
︑
重
衡
は
知
時
に
手
紙
を
届
け
て
欲
し

い
と
言
う
の
で
あ
る
︒

﹁
西
国
よ
り
と
ら
れ
て
あ
り
し
有
樣
︑
今
日
明
日
と
も
知
ら
ぬ
身
の
行
末
﹂

な
ど
︑
細
々
と
書
き
続
け
︑
奧お
く

に
は
一
首
の
歌
ぞ
有
り
け
る
︒

涙
川
う
き
名
を
な
が
す
身
な
り
と
も

今
一
度
の
あ
ふ
せ
と
も
が
な

︵
訳
︶﹁
西
国
か
ら
生
け
捕
り
に
な
っ
て
来
た
様
子
や
︑
今
日
明
日
と
も
し

れ
な
い
わ
が
身
の
将
来
﹂
な
ど
と
︑
こ
ま
ご
ま
と
書
き
続
け
︑
終
り
に
は

一
首
の
歌
が
あ
っ
た
︒

悲
し
み
の
涙
で
で
き
た
河
に
︑
つ
ら
い
評
判
を
た
て
て
流
れ
る
悲
し

い
こ
の
身
だ
が
︑
も
う
一
度
あ
な
た
と
逢
う
機
会
が
あ
れ
ば
い
い
な

あ

平
重
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内
裏
に
や
っ
て
き
た
知
時
が
声
を
か
け
る
と
︑
女
房
は
日
ご
ろ
の
慎
み
も
忘

れ
︑
自
ら
端
近
ま
で
出
て
手
紙
を
受
け
取
る
︒

女
房
こ
れ
を
見
給
ひ
て
︑
と
か
う
の
事
を
も

宣
の
た
ま

は
ず
︑
文
を

懷
ふ
と
こ
ろ

に

引
き
入
れ
て
︑
唯た
だ

泣
く
よ
り
外ほ
か

の
事
ぞ
な
き
︒
稍や
や

久
し
う
有
つ
て
︑
さ
て

も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
︑
御お
ん

返
か
へ
り

事ご
と

あ
り
︒
心
苦
し
う
い
ぶ
せ
く
て
︑
二

年
を
お
く
り
つ
る
心
の
中
を
書
き
給
ひ
て
︑

君
ゆ
ゑ
に
我
も
う
き
名
を
流
す
と
も

底
の
み
く
づ
と
と
も
に
成
り

な
む

︵
訳
︶
女
房
は
こ
れ
を
御
覧
に
な
っ
て
︑
あ
れ
こ
れ
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
も

せ
ず
︑
手
紙
を
懐
に
入
れ
て
︑
た
だ
泣
い
て
ば
か
り
い
る
︒
か
な
り
時
間

が
経
っ
て
︑
い
つ
ま
で
も
そ
う
し
て
い
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
︑
ご

返
事
を
な
さ
る
︒
心
が
い
た
み
︑
気
が
ふ
さ
い
だ
状
態
で
︑
二
年
を
過
ご

し
た
心
の
う
ち
を
お
書
き
に
な
っ
て
︑

た
と
え
あ
な
た
の
た
め
に
私
も
つ
ら
い
評
判
を
流
す
こ
と
に
な
っ
て

も
︑
一
緒
に
涙
河
に
身
を
投
げ
て
死
ん
で
し
ま
お
う

女
房
が
罪
人
重
衡
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
重
衡
は
︑
牛
車
を

遣
わ
し
て
︑
つ
か
の
間
︑
会
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
和
歌
を
交
わ
し
︑
短
い
時
間

な
が
ら
も
会
う
こ
と
の
で
き
た
女
房
は
︑

中
将
南
都
へ
渡
さ
れ
て
︑
斬
ら
れ
給
ひ
ぬ
と
聞
え
し
か
ば
︑
や
が
て
樣さ
ま

を

か
へ
︑
濃こ

き
墨す
み

染ぞ
め

に
や
つ
れ
果は

て
て
か
の
後ご

世せ

菩ぼ

提だ
い

を

弔
と
ぶ
ら

は
れ
け
る
こ

そ
あ
は
れ
な
れ
︒

︵
訳
︶
の
ち
に
重
衡
が
奈
良
へ
連
れ
て
行
か
れ
て
︑
斬
ら
れ
な
さ
っ
た
と

い
う
噂
が
伝
わ
っ
て
き
た
の
で
︑︵
こ
の
女
房
は
︶
す
ぐ
に
出
家
し
て
︑

濃
い
墨
染
の
衣
に
身
を
や
つ
し
︑
重
衡
の
来
世
の
菩
提
を
弔
わ
れ
た
の
は

し
み
じ
み
と
胸
を
う
つ
こ
と
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
出
家
し
て
重
衡
の
菩
提
を
弔
い
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
︒

﹃
延
慶
本
﹄
で
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
︒
ま
ず
︑
重
衡
が
内
裏
で

働
く
女
房
と
再
会
で
き
た
の
は
︑﹃
延
慶
本
﹄
で
は
︑
屋
島
か
ら
重
衡
と
三
種

の
神
器
の
交
換
が
拒
絶
さ
れ
た
あ
と
で
あ
る
︒
こ
の
時
点
で
︑
も
と
も
と
諦
め

て
は
い
た
が
︑
重
衡
が
生
き
て
平
家
と
合
流
で
き
る
可
能
性
は
無
く
な
っ
た
し
︑

い
つ
殺
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
重
衡
の
許

を
訪
れ
た
侍
は
﹁
知
時
﹂
で
は
な
く
︑﹁
信
時
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て

手
紙
は
︑

何
な
ら
む
野
山
の
末
︑
海
河
の
底
ま
で
も
︑
甲
斐
な
き
命
だ
に
あ
ら
ば
︑

申
す
事
も
あ
り
な
む
と
こ
そ
思
ひ
し
に
︑
そ
れ
も
叶
は
ず
︒
生
き
な
が
ら

取
ら
れ
て
︑
恥
を
さ
ら
す
事
の
心
憂
さ
︑
こ
の
世
一
つ
の
事
に
は
あ
ら
じ
︒

先
世
の
宿
業
に
て
こ
そ
あ
る
ら
め
と
思
へ
ば
︑
人
を
も
恨
む
べ
か
ら
ず
︒

こ
の
世
に
あ
ら
む
事
も
今
日
と
明
日
と
ば
か
り
な
り
︒
い
か
に
し
て
か
今

一
度
相
見
奉
ら
む
﹂
と
あ
は
れ
な
る
事
ど
も
つ
き
せ
ず
書
き
給
ひ
て

涙
河

憂
き
名
を
流
す
身
な
れ
ど
も

今
ひ
と
し
ほ
の
逢
う
瀬
と
も

平
重
衡
の
人
物
像
の
形
成
に
つ
い
て
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考
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が
な

﹃
覚
一
本
﹄
よ
り
も
詳
し
い
文
で
あ
る
上
に
︑﹁
な
ん
と
か
し
て
も
う
一
度
逢

え
な
い
か
﹂
と
は
っ
き
り
と
書
い
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
女
房
も
ま
た
﹁
逢
い
た

い
﹂
と
返
し
︑
二
人
は
つ
か
の
間
の
逢
瀬
を
得
る
︒
重
衡
と
別
れ
た
あ
と
︑
女

房
は
︑そ

の
後
は
内
裏
へ
は
参
り
給
は
ず
︑
里
に
ぞ
住
み
給
ひ
け
る
︒
せ
め
て
の

事
と
お
ぼ
え
て
︑
推
量
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
︒

女
房
は
実
家
へ
戻
り
︑
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
生
涯
を
送
っ
た
か
は
わ
か
ら
な

い
︒﹃
覚
一
本
﹄
で
は
自
分
の
処
遇
が
決
ま
ら
な
い
う
ち
︑﹃
延
慶
本
﹄
で
は
交

渉
が
決
裂
し
て
死
ぬ
し
か
な
い
絶
望
の
最
中
と
い
う
さ
ら
に
追
い
詰
め
ら
れ
た

時
に
︑
か
つ
て
の
恋
人
と
の
逢
瀬
を
楽
し
む
時
間
と
心
の
余
裕
が
︑
重
衡
に
は

あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

︵
二
︶

千
手
前

鎌
倉
に
送
ら
れ
︑
頼
朝
と
堂
々
と
対
面
し
︑
そ
の
後
汚
れ
た
衣
裳
を
着
替
え

て
入
浴
し
た
重
衡
の
︑
世
話
係
は
千
手
前
と
い
う
女
性
だ
っ
た
︒
監
視
役
の
狩

野
介
宗
茂
が
も
て
な
す
た
め
に
呼
び
出
し
た
の
は
︑﹁
齢
は
た
ち
ば
か
り
な
る

女
房
﹂
で
︑
重
衡
を
湯
浴
み
さ
せ
︑
晩
酌
の
相
手
を
し
︑
関
東
に
は
珍
し
く
︑

漢
詩
を
吟
じ
︑
琴
を
弾
き
︑
白
拍
子
を
口
ず
さ
め
る
教
養
の
あ
る
女
性
だ
っ
た

が
︑
こ
の
千
手
前
も
重
衡
を
世
話
す
る
短
い
時
間
で
︑
重
衡
に
惹
か
れ
て
い
く
︒

︵
親
義
が
︶﹁
平
家
は
本
よ
り
代
々
の
歌
人
才
人
達
で
候
ふ
な
り
︒
先
年
此

人
々
を
花
に
譬
へ
候
ひ
し
に
︑
此
三
位
中
将
殿
を
ば
︑
牡
丹
の
花
に
譬
へ

て
候
ひ
し
ぞ
か
し
﹂
と
申
さ
れ
け
れ
ば
︑
︵
頼
朝
が
︶﹁
誠
に
優
な
る
人
に

て
あ
り
け
り
﹂
と
て
︑
琵
琶
の
撥
音
︑
朗
詠
の
や
う
︑
後の
ち

ま
で
も
あ
り
が

た
き
事
に
ぞ
宣
ひ
け
る
︒
千
手
前
は
な
か
な
か
に
も
の
思
ひ
の
種た
ね

と
や
成

り
に
け
ん
︒
さ
れ
ば
︑
﹁
中
将
南
都
へ
渡
さ
れ
て
斬
ら
れ
給
ひ
ぬ
﹂
と
聞

え
し
か
ば
︑
や
が
て
樣
を
か
へ
︑
濃
き
墨
染
に
や
つ
れ
果
て
︑
信
濃
国
善ぜ
ん

光
く
わ
う

寺じ

に

行
お
こ
な

ひ
す
ま
し
て
︑
彼
の
後ご

世せ

菩ぼ

提だ
い

を

弔
と
む
ら

ひ
︑
我
身
も
往
生
の

素そ

懷
く
わ
い

を
遂
げ
け
る
と
ぞ
聞
え
し
︒

︵
﹃
覚
一
本
﹄
巻
第
十

﹁
千
手
前
﹂
)

︵
訳
︶
親
義
が
︑
﹁
平
家
の
人
々
は
も
と
も
と
先
祖
代
々
︑
歌
人
・
才
人
た

ち
だ
そ
う
で
す
︒
先
年
こ
の
人
々
を
花
に
た
と
え
ま
し
た
時
︑
こ
の
重
衡

を
牡
丹
の
花
に
た
と
え
た
そ
う
で
す
よ
﹂
と
申
し
あ
げ
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
︑

頼
朝
は
︑
﹁
全
く
優
雅
な
人
で
あ
っ
た
な
あ
﹂
と
い
っ
て
︑
琵
琶
の
撥
音

や
朗
詠
の
様
子
を
︑
後
々
ま
で
も
め
っ
た
に
な
い
事
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ

っ
た
︒
干
手
前
は
︑
か
え
っ
て
物
思
い
の
種
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
重
衡
が
奈
良
へ
連
れ
て
行
か
れ
て
︑
お
斬
ら
れ

に
な
っ
た
﹂
と
い
う
事
が
伝
わ
る
と
︑
す
ぐ
姿
を
変
え
て
尼
に
な
り
︑
濃

い
墨
染
の
衣
に
身
を
包
み
︑
最
後
ま
で
目
立
た
な
い
有
様
に
な
り
き
っ
て
︑

信
濃
国
善
光
寺
で
一
心
に
修
行
し
︑
重
衡
の
来
世
の
冥
福
を
弔
い
︑
自
分

も
つ
い
に
か
ね
て
望
ん
だ
極
楽
往
生
を
し
た
と
い
う
事
だ
っ
た
︒
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﹃
延
慶
本
﹄
に
お
い
て
は
︑
千
手
前
は
頼
朝
に
四
︑
五
年
ほ
ど
仕
え
て
い
る

十
六
歳
く
ら
い
の
女
性
と
し
て
登
場
し
︑
重
衡
を
も
て
な
す
よ
う
に
言
っ
た
の

は
頼
朝
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
千
手
前
は
重
衡
が
亡
く
な
っ
た

あ
と
ど
う
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
書
か
れ
ず
︑
た
だ
︑
重
衡
が
琵
琶
の
名
手
で

あ
っ
た
こ
と
が
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

︵
三
︶

大
納
言
佐
︵
重
衡
の
北
の
方
︶

頼
朝
は
︑
重
衡
を
奈
良
の
僧
兵
に
生
き
て
渡
す
こ
と
に
決
め
︑
重
衡
は
東
海

道
を
上
り
︑
都
へ
は
入
ら
ず
︑
大
津
か
ら
山
科
︑
醍
醐
を
経
て
︑
日
野
︵
現
在

の
京
都
市
伏
見
区
︶
を
通
り
す
ぎ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
重
衡
の
妻
︑
大
納
言
の
佐

が
壇
の
浦
で
捕
ら
え
ら
れ
た
あ
と
︑
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
た
︒
重
衡
は
︑

日
野
に
近
づ
い
た
と
き
に
︑﹁
わ
れ
は
一
人
の
子
な
け
れ
ば
︑
こ
の
世
に
思
ひ

置
く
こ
と
な
き
に
﹂
と
断
っ
て
︑﹁
年
ご
ろ
相
具
し
た
り
し
女
房
の
︑
日
野
と

い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
り
と
き
く
﹂
と
言
い
︑
逢
わ
せ
て
欲
し
い
と
願
い
出
る
︒

北
の
方
御み

簾す

の
き
は
近
く
寄
つ
て
︑﹁
い
か
に
︑
夢
か
や
現
う
つ
つ

か
︒
こ
れ

へ
入
ら
せ
給
へ
﹂
と
の
た
ま
ひ
け
る
御
声
を
聞
き
給
ふ
に
︑
い
つ
し
か
先

立
つ
物
は
涙
な
り
︒
大
納
言
佐
殿
︑
目
も
く
れ
心
も
消
え
果
て
て
︑
し
ば

し
は
物
も
の
た
ま
は
ず
︒
三
位
中
将
︑
御み

簾す

う
ち
か
づ
い
て
︑
泣
く
泣
く

宣
の
た
ま

ひ
け
る
は
︑﹁
去こ

年ぞ

の
春
︑
一
の
谷
で
い
か
に
も
成
る
べ
か
り
し
身
の
︑

せ
め
て
の
罪
の
報
い
に
や
︑
生
き
な
が
ら
捕
ら
は
れ
て
︑
大
路
を
渡
さ
れ
︑

京
鎌
倉
に
恥
を
さ
ら
す
だ
に
口
惜
し
き
に
︑
果
て
は
奈
良
の
大だ
い

衆し
ゆ

の
手
へ

渡
さ
れ
て
︑
斬
ら
る
べ
し
と
て
罷
り
候
ふ
︒
い
か
に
も
し
て
︑
今
一
度
御お

ん

姿
を
見
奉
ら
ば
や
と
思
ひ
つ
る
に
︑
今
は
露
ば
か
り
も
思
ひ
置
く
事
な
し
︒

出
家
し
て
︑
形
見
に
髮か
み

を
も

奉
た
て
ま
つ

ら
ば
や
と
思
へ
ど
も
︑
許
さ
れ
な
け
れ

ば
力
及
ば
ず
﹂
と
て
︑
額
ひ
た
ひ

の
髮
を
少
し
引
き
わ
け
て
︑
口
の
及
ぶ
所
を

く
ひ
切
つ
て
︑
﹁
こ
れ
を
形
見
に
御
覽
ぜ
よ
﹂
と
て
︑

奉
た
て
ま
つ

り
給
ふ
︒
北

の
方
は
︑
日
ご
ろ
覚お
ぼ

束つ
か

な
く
お
ぼ
し
け
る
よ
り
︑
今
一ひ
と

入し
ほ

悲
し
み
の
色
を

ぞ
増
し
給
ふ
︒

︵﹃
覚
一
本
﹄
巻
第
十
一

重
衡
被
斬
)

︵
訳
︶
奥
方
は
御
簾
の
き
わ
近
く
に
寄
っ
て
︑﹁
こ
れ
は
ま
あ
︑
夢
な
の
か

現
実
な
の
か
︒
こ
ち
ら
へ
お
は
い
り
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
お
っ
し
ゃ

っ
た
お
声
を
重
衡
が
お
聞
き
に
な
る
に
つ
け
︑
早
く
も
先
立
つ
も
の
は
涙

で
あ
る
︒
大
納
言
佐
殿
は
︑
目
も
く
ら
み
正
気
も
す
っ
か
り
な
く
な
っ
て
︑

し
ば
ら
く
は
何
も
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
︒
重
衡
は
御
簾
の
中
に
顔
を
さ
し
入

れ
て
︑
泣
く
泣
く
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
︑
﹁
昨
年
の
春
︑
一
の
谷
で
死

ぬ
は
ず
だ
っ
た
こ
の
身
だ
が
︑
あ
ま
り
に
も
重
い
罪
の
報
い
な
の
だ
ろ
う

か
︑
生
き
た
ま
ま
捕
え
ら
れ
て
︑
大
通
り
を
引
き
回
さ
れ
︑
京
都
・
鎌
倉

で
恥
を
さ
ら
す
の
さ
え
残
念
に
思
う
の
に
︑
最
後
は
奈
良
の
僧
侶
の
手
に

渡
さ
れ
て
︑
斬
ら
れ
る
の
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
奈
良
に
参
り
ま
す
︒
な

ん
と
か
し
て
︑
も
う
一
度
あ
な
た
の
お
姿
を
拝
見
し
た
い
と
思
っ
て
い
た

の
で
︑
こ
う
し
て
会
え
た
今
は
︑
ほ
ん
の
少
し
も
思
い
残
す
事
は
な
い
︒

平
重
衡
の
人
物
像
の
形
成
に
つ
い
て
の
一
考
察

一
一
四



出
家
し
て
︑
形
見
と
し
て
あ
な
た
に
私
の
髪
で
も
差
し
上
げ
た
い
と
思
う

け
れ
ど
も
︑
出
家
も
許
さ
れ
な
い
の
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
﹂
と
お
っ
し

ゃ
っ
て
︑
額
の
髪
を
少
し
引
き
分
け
て
︑
口
の
届
く
所
を
噛
み
切
っ
て
︑

﹁
こ
れ
を
形
見
に
御
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
っ
て
︑
差
し
上
げ
な

さ
る
︒
奥
方
は
︑
数
日
前
か
ら
夫
の
こ
と
を
気
が
か
り
に
お
も
っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
っ
た
時
よ
り
︑
よ
り
い
っ
そ
う
悲
し
み
の
色
が
深
く
な
ら
れ
る
︒

重
衡
の
汚
れ
た
衣
裳
を
見
か
ね
て
︑
大
納
言
の
佐
は
新
し
い
着
物
を
取
り
出

し
︑
喜
ん
で
着
替
え
た
重
衡
は
︑
汚
れ
た
衣
裳
も
ま
た
形
見
に
と
置
い
て
︑
来

世
で
再
会
す
る
約
束
を
し
て
去
る
︒

﹁
契
ち
ぎ
り

あ
ら
ば
︑
後
世
に
て
は
必
ず
生む
ま

れ
あ
ひ
奉
ら
ん
︒﹃
一
つ
蓮
は
ち
す

に
﹄

と
い
の
り
給
へ
︒
日
も
た
け
ぬ
︒
奈
良
へ
も
遠
う
候
ふ
︒
武
士
の
待
つ
も

心
な
し
﹂
と
て
出
で
給
へ
ば
︑
北
の
方
袖
に
す
が
つ
て
︑﹁
い
か
に
や
い

か
に
︑
し
ば
し
﹂
と
て
引
き
留
め
給
ふ

︵
同
右
)

︵
訳
︶﹁
前
世
か
ら
の
宿
縁
が
あ
っ
た
ら
︑
来
世
で
は
き
っ
と
生
ま
れ
会
い

申
し
上
げ
よ
う
︒﹃
極
楽
の
池
の
同
じ
蓮
の
葉
の
上
に
生
ま
れ
る
よ
う
に
﹄

と
お
祈
り
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
︒
日
も
高
く
な
っ
た
︒
奈
良
へ
も
遠
う
ご

ざ
い
ま
す
︒
武
士
ど
も
が
待
っ
て
い
る
の
に
長
い
間
待
た
せ
る
の
も
思
い

や
り
が
な
い
こ
と
だ
﹂
と
い
っ
て
重
衡
が
出
て
行
か
れ
る
の
で
︑
奥
方
は

重
衡
の
袖
に
す
が
っ
て
︑﹁
ど
う
し
て
︑
ど
う
し
て
︑
も
う
し
ば
ら
く
﹂

と
い
っ
て
お
引
き
と
め
な
さ
る
︒

額
髪
を
食
い
ち
ぎ
り
︑
着
替
え
た
衣
裳
ま
で
︑
﹁
形
見
に
﹂
と
置
く
重
衡
は
︑

自
分
が
仏
罰
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
重
々
承
知
で
︑
ま
る
で
祈
れ
ば
叶
う

か
の
よ
う
に
︑
﹁
来
世
で
同
じ
蓮
の
上
に
﹂
と
祈
っ
て
く
れ
と
言
い
残
し
て
き

っ
ぱ
り
と
去
る
︒
同
じ
場
面
を
︑
﹃
延
慶
本
﹄
で
は
︑
巻
第
六
本
で
︑
ま
ず

﹁
廿
八

重
衡
卿
北
の
方
の
事
﹂
で
重
衡
の
妻
の
紹
介
を
し
︑﹁
三
五

重
衡
卿

日
野
の
北
の
方
の
許
に
行
く
事
﹂
で
詳
し
く
紹
介
す
る
︒
日
野
の
北
の
方
の
許

を
訪
れ
た
重
衡
だ
が
︑﹁
出
家
し
た
ら
︑
髪
を
形
見
に
渡
せ
た
の
に
︑
出
家
も

許
さ
れ
な
い
か
ら
︑
形
見
を
渡
せ
な
い
﹂
と
泣
き
崩
れ
︑
北
の
方
の
出
し
た
着

物
︵
練
り
貫
の
小
袖
︶
に
着
替
え
る
の
を
み
て
︑
北
の
方
は
こ
れ
が
﹁
最
後
の

形
見
﹂
に
な
る
の
だ
と
考
え
て
泣
く
︒

こ
う
し
て
︑
三
人
の
女
性
に
最
後
ま
で
愛
さ
れ
た
重
衡
で
あ
る
が
︑﹃
平
家

物
語
﹄
で
は
︑
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
︑
考
察
を
加
え
た
い
︒
ま
ず
︑

︵
一
︶
の
内
裏
女
房
で
あ
る
が
︑
内
裏
で
働
く
よ
う
な
身
分
の
あ
る
貴
族
の
女

性
が
︑
戦
場
で
血
を
浴
び
て
穢
れ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
多
く
の
罪
も
無
い
人
や

大
仏
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
重
衡
に
︑
未
だ
に
愛
情
を
持
っ
て
い
る
姿
を
描
く
こ

と
で
︑
重
衡
が
真
の
悪
人
で
は
な
く
︑
運
と
仏
に
見
放
さ
れ
た
気
の
毒
な
貴
人

と
印
象
づ
け
て
い
る
︒
内
裏
の
女
房
が
︑
重
衡
の
遣
わ
し
た
牛
車
に
乗
っ
て
や

っ
て
来
た
と
き
︑
重
衡
は
︑

縁え
ん

に
車
を
や
り
寄
せ
て
︑
か
く
と
申
せ
ば
︑
中
将

車
く
る
ま

寄よ
せ

に
出い

で
迎む
か

ひ
給

ひ
︑﹁
武
士
ど
も
の
見

奉
た
て
ま
つ

る
に
︑
下お

り
さ
せ
給
ふ
べ
か
ら
ず
﹂
と
て
︑

平
重
衡
の
人
物
像
の
形
成
に
つ
い
て
の
一
考
察
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車
の

簾
す
だ
れ

を
う
ち
か
つ
ぎ
︑
手
に
手
を
取
り
組
み
︑
顏
に
顏
を
推お

し
当あ

て

て
︑
暫し
ば

し
は
も
の
も
宣
の
た
ま

は
ず
︑
唯た
だ

泣
く
よ
り
外ほ
か

の
事
ぞ
な
き
︒

︵﹃
覚
一
本
﹄
巻
第
十

﹁
内
裏
女
房
﹂
)

︵
訳
︶
濡
れ
縁
に
車
を
寄
せ
て
︑
女
房
が
お
着
き
で
す
と
申
し
あ
げ
る
と
︑

重
衡
殿
は
車
寄
せ
に
出
迎
え
な
さ
り
︑﹁
武
士
ど
も
が
あ
な
た
を
拝
見
す

る
の
で
︑
車
を
お
降
り
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
﹂
と
い
っ
て
︑
車
の
簾
を

く
ぐ
っ
て
内
に
は
い
り
︑
手
に
手
を
に
ぎ
り
︑
顔
と
顔
を
当
て
て
︑
し
ば

ら
く
は
な
ん
と
も
お
っ
し
ゃ
ら
ず
︑
た
だ
泣
く
だ
け
で
あ
っ
た
︒

高
貴
な
女
性
が
武
士
達
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
慮
っ
て
︑
女
房
に
︑
車

か
ら
降
り
る
こ
と
を
制
止
し
︑
牛
車
か
ら
下
が
る
御
簾
に
頭
を
突
っ
込
ん
で
︑

衆
人
の
目
か
ら
守
る
重
衡
の
優
し
さ
は
︑
当
の
女
房
だ
け
で
な
く
︑
こ
の
話
を

聴
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
者
た
ち
の
心
に
響
く
︒

︵
二
︶
の
千
手
前
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
︑﹃
延
慶
本
﹄
に
よ
り
そ
の
傾

向
が
強
く
出
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︑
重
衡
の
琵
琶
演
奏
の
素
晴
ら
し
さ
で
あ
る
︒

大
仏
を
焼
き
払
う
恐
ろ
し
い
武
将
だ
と
思
っ
て
い
た
重
衡
が
︑
琵
琶
を
奏
で
て

人
の
心
を
打
つ
︑
高
貴
で
優
雅
な
人
で
あ
っ
た
と
い
う
意
外
性
は
︑
千
手
前
の

姿
に
現
れ
て
い
る
︒﹃
覚
一
本
﹄
で
は
︑
千
手
前
が
亡
く
な
っ
た
重
衡
を
思
っ

て
出
家
し
た
と
描
か
れ
て
い
る
が
︑
む
し
ろ
︑
そ
れ
を
描
か
な
く
て
も
︑
鎌
倉

で
一
番
の
教
養
を
誇
る
頼
朝
に
五
年
も
仕
え
た
千
手
前
が
感
心
す
る
姿
で
︑
十

分
︑
鎌
倉
の
人
々
の
驚
き
が
伝
わ
る
形
と
な
っ
て
い
る
︒

︵
三
︶
の
大
納
言
佐
に
つ
い
て
は
︑
﹃
覚
一
本
﹄
で
は
︑
自
ら
額
の
髪
を
食
い

ち
ぎ
っ
た
り
︑
着
替
え
た
衣
裳
を
﹁
形
見
に
し
て
く
れ
﹂
と
い
う
重
衡
の
姿
は
︑

自
ら
の
命
に
執
着
の
な
い
︑
た
だ
相
手
の
こ
と
だ
け
を
想
っ
て
い
る
様
子
が
う

か
が
え
る
︒﹃
延
慶
本
﹄
は
む
し
ろ
︑
生
に
執
着
せ
ず
︑
髪
や
衣
裳
の
よ
う
な

形
見
を
妻
に
遺
す
事
に
対
し
て
さ
え
執
着
を
持
た
な
い
︑
た
だ
︑
ひ
た
す
ら
︑

妻
と
の
最
後
の
時
間
を
大
切
に
す
る
重
衡
が
描
か
れ
て
い
く
︒

﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑
生
け
捕
り
の
あ
と
︑
処
刑
さ
れ
る
ま
で
の
重

衡
と
関
わ
る
女
性
た
ち
の
逸
話
は
︑
重
衡
が
女
性
に
も
て
た
話
な
の
で
は
な
く
︑

大
仏
を
焼
く
大
悪
人
の
は
ず
が
︑
女
性
た
ち
に
細
や
か
な
気
遣
い
の
で
き
る
貴

人
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

一
の
谷
の
合
戦
で
生
け
捕
り
に
な
っ
た
平
重
衡
が
︑
不
幸
を
背
中
に
漂
わ
せ

な
が
ら
︑
女
性
た
ち
に
愛
さ
れ
る
姿
を
ま
と
め
た
︒
建
礼
門
院
徳
子
に
仕
え
た

女
房
の
記
す
﹃
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
﹄
に
は
︑
平
和
な
時
代
の
重
衡
の
姿
が

描
か
れ
て
い
る
︒

宮
の
亮
の
︑
﹁
内
の
御
方
の
番
に
候
ひ
け
る
﹂
と
て
入
り
来
て
︑
例
の
︑

あ
だ
ご
と
も
ま
こ
と
し
き
こ
と
も
︑
さ
ま
ざ
ま
を
か
し
き
や
う
に
言
ひ
て
︑

我
も
人
も
な
の
め
な
ら
ず
笑
ひ
つ
つ
︑
は
て
は
お
そ
ろ
し
き
物
語
な
ど
も

を
し
て
お
ど
さ
れ
し
か
ば
︑
ま
め
や
か
に
み
な
汗
に
な
り
つ
つ
︑﹁
今
は

平
重
衡
の
人
物
像
の
形
成
に
つ
い
て
の
一
考
察

一
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六



聞
か
じ
︑
の
ち
に
﹂
と
い
ひ
し
か
ど
︑
な
ほ
な
ほ
言
は
れ
し
か
ば
︑
は
て

は
衣
を
引
き
か
づ
き
て
︑﹁
聞
か
じ
﹂
と
て
︑
寝
て
の
ち
に
心
に
思
ふ
こ

と
︑

あ
だ
ご
と
に

た
だ
い
ふ
人
の

も
の
が
た
り

そ
れ
だ
に
心

惑

ひ
ぬ
る
か
な

︵
訳
︶
重
衡
さ
ま
が
︑﹁
天
皇
さ
ま
の
お
側
に
宿
直
の
番
で
お
控
え
申
し
上

げ
て
い
た
﹂
と
い
っ
て
︑
私
た
ち
の
部
屋
に
入
っ
て
き
て
︑
い
つ
も
の
よ

う
に
︑
冗
談
も
真
面
目
な
話
も
︑
あ
れ
こ
れ
面
白
い
こ
と
を
言
っ
て
︑
ご

自
身
も
他
の
人
た
ち
も
笑
い
す
ぎ
る
く
ら
い
笑
っ
て
︑
最
後
に
怖
い
話
な

ど
も
し
て
︑
私
た
ち
を
脅
し
な
さ
っ
た
の
で
︑
本
気
で
皆
冷
や
汗
を
か
き

な
が
ら
︑﹁
も
う
聞
き
ま
せ
ん
︑
ま
た
あ
と
で
﹂
と
言
っ
た
の
に
︑
や
っ

ぱ
り
重
衡
さ
ま
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
︑
最
後
は
衣
を
頭
か
ら
か
ぶ
っ
て
︑

﹁
聞
き
ま
せ
ん
﹂
と
言
っ
て
︑
寝
た
あ
と
で
心
に
思
っ
た
和
歌
は
︑

冗
談
で
︑
た
だ
話
し
て
い
る
あ
の
方
の
話
な
の
に
︑
聞
い
た
だ
け
で
︑

怖
く
て
心
が
乱
れ
て
し
ま
う
な
あ
︒

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
見
ら
れ
る
重
衡
は
仕
事
の
つ
い
で
に
女
房
た
ち
の
部
屋

へ
さ
っ
さ
と
や
っ
て
き
て
︑
怪
談
話
で
女
房
達
を
怖
が
ら
せ
て
喜
ん
で
い
る
︒

こ
の
時
の
彼
は
︑
平
家
が
滅
び
る
と
も
︑
自
分
が
仏
罰
を
背
負
い
︑
奈
良
の
東

大
寺
の
門
の
前
に
さ
ら
し
首
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
︑
想
像
だ
に
し
な
い
︑

陽
気
で
や
ん
ち
ゃ
で
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
︒

﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑
二
人
の
登
場
人
物
を
対
比
す
る
方
法
で
そ
れ

ぞ
れ
の
存
在
を
象
徴
的
に
現
す
こ
と
が
多
い
こ
と
は
︑
拙
稿
に
お
い
て
も
何
度

も
指
摘
し
て
き
た
︒
重
衡
は
そ
の
視
点
で
見
れ
ば
︑
甥
の
維
盛
と
対
比
さ
れ
て

表
現
さ
れ
て
い
る
︒
誰
が
見
て
も
は
っ
と
す
る
ほ
ど
美
し
い
維
盛
よ
り
も
︑
た

く
さ
ん
の
女
性
に
も
て
た
平
重
衡
︒
そ
れ
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
が
流
行
し
た
後

代
に
お
い
て
も
ず
っ
と
︑
変
わ
ら
な
い
︒
﹃
平
家
物
語
﹄
の
創
り
上
げ
た
平
重

衡
像
は
︑
寺
院
や
大
仏
や
無む

辜こ

の
人
々
を
焼
い
た
極
悪
人
で
は
な
く
︑
女
性
た

ち
の
こ
と
を
大
切
に
思
い
︑
愛
し
た
女
性
た
ち
か
ら
命
が
け
で
愛
さ
れ
る
優
し

い
人
物
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
代
に
生
き
た
人
々
の
証
言
に
見
え
る
︑

清
盛
の
息
子
と
い
う
高
い
地
位
・
立
場
を
自
ら
き
さ
く
に
破
っ
て
︑
女
性
た
ち

に
気
楽
に
声
を
か
け
る
姿
と
重
な
っ
て
い
る
︒
﹃
平
家
物
語
﹄
の
語
り
手
と
呼

べ
る
存
在
が
重
衡
を
こ
の
よ
う
に
描
く
こ
と
を
意
図
し
た
と
す
れ
ば
︑
存
命
中

の
み
な
ら
ず
永
く
重
衡
が
女
性
の
人
気
の
的
と
な
っ
て
い
く
の
も
う
な
ず
け
る

こ
と
で
あ
ろ
う
︒
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