
﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

︱
語
句
分
析
か
ら
伝
本
の
相
違
を
考
え
る

︱

城

阪

早

紀

は
じ
め
に

一
般
に
平
家
物
語
と
い
う
書
名
は
︑﹁
平
家
物
語
﹂
と
称
さ
れ
る
伝
本
群

︵
と
﹁
源
平
﹂
を
冠
す
る
伝
本
︶
の
総
称
で
あ
り
︑
当
然
な
が
ら
こ
れ
ら
は
多

く
の
共
通
項
を
持
つ
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
同
時
に
多
く
の
相
違
点
も
抱
え
て
お

り
︑
時
に
そ
れ
は
物
語
の
質
に
関
わ
る
場
合
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

平
家
物
語
の
伝
本
群
が
︑
具
体
的
に
ど
う
違
う
の
か
を
知
り
た
い
︒
そ
う
思

っ
た
時
︑
ま
ず
始
め
に
取
る
べ
き
方
法
は
︑
物
語
中
の
出
来
事
や
説
話
を
年
表

の
よ
う
に
ま
と
め
て
構
成
を
比
較
す
る
方
法
や
︑
章
段
や
説
話
の
本
文
を
対
照

さ
せ
て
表
現
を
比
較
す
る
方
法
で
あ
ろ
う
︒

か
つ
て
稿
者
は
こ
う
し
た
方
法
と
と
も
に
︑
同
一
語
句
の
使
用
の
様
相
か
ら

も
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
問
題
提
起
し
た
こ
と
が
あ
る①
︒
同
一
語
句
で
あ

っ
て
も
︑
伝
本
ご
と
に
用
例
数
や
意
味
の
分
布
は
異
な
っ
て
お
り
︑
ま
た
︑
ど

の
場
面
で
ど
の
人
物
に
関
わ
っ
て
出
現
す
る
か
と
い
う
点
に
も
相
違
が
あ
る
︒

そ
こ
か
ら
伝
本
の
性
格
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
い
う
試
み
で
あ
る
︒

右
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
本
研
究
で
は
︑
形
容
詞
﹁
う
た
て
し
﹂
と
﹁
ま

さ
な
し
﹂
を
取
り
上
げ
る
︒
本
稿
で
ま
ず
﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄︵
以
下
﹁
覚

一
本②
﹂︶
の
用
例
を
検
討
し
︑
そ
の
結
果
を
︑
次
稿
で
検
討
す
る
﹃
延
慶
本
平

家
物
語
﹄︵
以
下
﹁
延
慶
本③
﹂︶
の
結
果
と
比
較
す
る
こ
と
で
︑
相
違
点
を
明
ら

か
に
し
た
い
︒

﹁
う
た
て
し
﹂
は
批
評
句
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
︑
編
者
が
物
語

中
の
出
来
事
や
人
物
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
語
で

あ
る
︒
ま
た
︑﹁
う
た
て
し
﹂
と
同
様
に
負
の
評
価
を
示
す
語
と
し
て
﹁
ま
さ

な
し
﹂
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
熊
谷
直
実
が
戦
場
で
う
し
ろ
を
見
せ
た
平
敦
盛

を
︑
遊
君
遊
女
ら
が
富
士
川
か
ら
戦
わ
ず
逃
げ
帰
っ
た
平
家
軍
を
︑
そ
れ
ぞ
れ

﹁
ま
さ
な
し
﹂︑
﹁
う
た
て
し
︵
さ
︶
﹂
と
言
う
例
が
あ
る
︒

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

一
五



�
熊
谷
﹁
あ
れ
は
大
将
軍
と
こ
そ
見
ま
い
ら
せ
候
へ
︒
ま
さ
な
う
も
敵
に
う
し

ろ
を
み
せ
さ
せ
給
ふ
も
の
か
な
︒
⁝
﹂

︵
覚
一
本
・
巻
九
﹁
敦
盛
最
期
﹂)

�
海
道
宿
々
の
遊
君
遊
女
ど
も
﹁
あ
な
い
ま
〳
〵
し
︒
打
手
の
大
将
軍
の
矢
ひ

と
つ
だ
に
も
ゐ
ず
し
て
︑
に
げ
の
ぼ
り
給
ふ
う
た
て
し
さ
よ
︒
⁝
﹂
と
わ
ら

ひ
あ
へ
り
︒

︵
覚
一
本
・
巻
五
﹁
五
節
之
沙
汰
﹂)

﹁
う
た
て
し
﹂
は
︑﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒

﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
の
意
味
の
違
い
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
物
語
中
で
﹁
う
た
て
し
﹂

と
評
さ
れ
る
対
象
が
︑
ど
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
︑
覚
一
本
編
者
の
視
座
を
読
み
解
き
た
い
︒

一
︑
研
究
史
︑
語
句
分
析
と
平
家
物
語

語
句
の
分
析
か
ら
物
語
世
界
を
解
き
明
か
す
試
み
に
は
相
応
の
蓄
積
が
あ
る
︒

殊
に
覚
一
本
の
分
析
に
お
い
て
は
池
田
敬
子
氏
の
論
考
が
あ
り
︑
氏
は
覚
一
本

が
人
物
造
型
に
関
わ
る
こ
と
ば
を
厳
密
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
編
者
の

構
想
を
実
現
﹂
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る④
︒

池
田
氏
は
︑
続
く
一
連
の
論
考
に
お
い
て
﹃
平
家
物
語
﹄
と
﹃
太
平
記
﹄
を

読
ん
で
の
﹁
率
直
な
第
一
印
象
の
違
い
の
強
さ
﹂
は
︑﹁
決
し
て
特
異
で
は
な

い
語
﹂
の
﹁
用
法
・
語
義
範
囲
の
相
違
﹂
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

目
論
見
の
も
と
︑﹁
悪
行
﹂﹁
ゆ
ゆ
し
﹂﹁
あ
さ
ま
し
﹂﹁
う
た
て
し
﹂
な
ど
の
語

句
の
分
析
を
続
け
て
き
た⑤
︒

﹁
あ
さ
ま
し
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
平
家
物
語
﹄︵
覚
一
本
︶
巻
四
・
五
の
使
用
例

は
︑﹁
清
盛
の
王
法
破
滅
の
悪
行
︑
さ
ら
に
仏
法
破
滅
の
悪
行
ま
で
を
含
め
た

悪
行
全
体
と
呼
応
す
る
﹂
と
述
べ
る
︒
そ
し
て
﹃
平
家
物
語
﹄﹁
諸
本
﹂
は
︑

﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
編
集
者
の
意
図
に
よ
っ
て
言
葉
﹂
を
﹁
使
い
分
け
﹂
て
お
り
︑

﹁
清
盛
︵
平
家
︶
の
悪
行
に
呼
応
す
る
よ
う
に
﹃
あ
さ
ま
し
﹄
を
配
す
る
﹂
の

は
﹁
覚
一
本
の
言
語
感
覚
﹂
に
よ
る
も
の
と
す
る⑥
︒
一
方
﹁
う
た
て
し
﹂
は
︑

﹁
基
本
的
に
発
話
者
自
身
の
不
快
・
拒
否
の
心
情
を
表
す
語
﹂
で
︑﹁
よ
り
人
間

の
心
情
に
密
着
し
て
具
体
的
な
個
々
の
状
況
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
語
﹂
で
あ

る
と
言
う
︒
そ
し
て
︑﹁
あ
さ
ま
し
﹂
が
﹁
﹃
世
﹄
な
ど
と
い
う
大
状
況
を
批

評
﹂
で
き
る
﹁
編
者
の
理
知
的
な
思
想
を
あ
ら
わ
す
﹂
と
す
れ
ば
︑﹁
う
た
て

し
﹂
は
﹁
編
者
の
主
情
的
な
情
緒
を
表
現
す
る
︑
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
編
者

の
感
情
の
本
音
を
読
み
取
り
う
る
語
で
あ
る
﹂
と
結
論
す
る⑦
︒

な
か
で
も
︑﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本
の
﹁
﹃
あ
さ
ま
し
﹄
の
使
用
に
は
異
同
が
存

在
﹂
す
る
こ
と
か
ら
︑
覚
一
本
の
︑
延
慶
本
や
屋
代
本
と
は
異
な
る
﹁
編
集
者

の
意
図
﹂
を
指
摘
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
︒
池
田
氏
は
︑﹁
覚
一
本
の
言
語

感
覚
﹂
を
読
み
取
る
が
︑
の
み
な
ら
ず
他
の
伝
本
︑
た
と
え
ば
依
拠
資
料
の
痕

跡
を
多
く
残
す
と
さ
れ
る
延
慶
本
に
つ
い
て
も
︑
編
者
の
意
図
を
読
み
取
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒

一
方
で
﹃
平
家
物
語
﹄
と
﹃
太
平
記
﹄
と
の
比
較
に
重
き
を
置
く
た
め
か
︑

﹃
平
家
物
語
﹄︵
覚
一
本
︶
の
結
論
と
し
て
は
首
肯
し
が
た
い
点
も
残
さ
れ
て
い

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

一
六



る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
氏
は
︑﹁
あ
さ
ま
し
﹂
を
﹁
理
知
的
な
思
想
﹂︑

﹁
う
た
て
し
﹂
を
﹁
主
情
的
な
情
緒
﹂
を
表
す
語
と
す
る
が
︑
改
め
て
覚
一
本

の
用
例
を
見
つ
め
直
す
と
︑
池
田
氏
の
整
理
と
は
逆
の
︑
主
情
的
な
﹁
あ
さ
ま

し
﹂
や
︑
理
知
的
な
﹁
う
た
て
し
﹂
の
例
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

﹁
う
た
て
し
﹂
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
氏
は
﹁
強
い
情
緒
的
拒
否
感
を
示
す
例
﹂

と
し
て
︑
覚
一
本
か
ら
�
例
を
あ
げ
る
︒
こ
れ
ら
が
強
い
情
緒
的
拒
否
感
を
示

す
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
︑
こ
れ
ら
は
全
て
会
話
文
と
心
内
語
の
例
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
は
︑
話
者
の
置
か
れ
る
立
場
や
状
況
に
多
く
を
依
存
す
る
た
め
︑
ま
ず

は
地
の
文
の
用
例
と
分
け
て
分
析
し
た
ほ
う
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

ま
た
地
の
文
で
藤
原
成
親
・
源
頼
政
・
平
宗
盛
に
向
け
ら
れ
る
﹁
う
た
て

し
﹂
に
つ
い
て
︑
池
田
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

﹁
謀
叛
﹂
で
あ
る
限
り
こ
れ
ら
は
鎮
圧
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
起
こ
し
た

も
の
は
滅
び
る
の
で
あ
る
︒
な
れ
ば
こ
そ
﹁
あ
さ
ま
し
﹂
で
は
な
く
情
緒

的
な
拒
否
感
の
強
い
﹁
う
た
て
し
﹂
が
選
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
場
面
で
﹁
う
た
て
し
﹂
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
﹁
情
緒
﹂
性
に
関

わ
っ
て
の
こ
と
な
の
か
︑
い
ま
一
度
用
例
に
立
ち
返
り
た
い
︒

さ
て
︑﹁
ま
さ
な
し
﹂
に
つ
い
て
は
鈴
木
彰
氏⑧
の
論
考
が
あ
る
︒
鈴
木
氏
は

延
慶
本
と
覚
一
本
の
用
例
か
ら
︑﹁
ま
さ
な
し
﹂
は
﹁
自
分
に
と
っ
て
不
都
合

な
状
態
へ
の
不
満
や
抵
抗
の
意
を
表
明
す
る
言
葉
﹂
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
し
て
︑

﹁
す
べ
て
戦
場
︵
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
状
況
︶
に
お
け
る
︑
武
者
の
発
言
と

し
て
現
れ
る
﹂
こ
と
か
ら
︑
﹁
戦
場
に
臨
む
武
士
た
ち
の
精
神
性
を
表
す
た
め

の
言
葉
﹂
と
解
す
る
︒
さ
ら
に
﹁
敵
に
こ
の
言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
ら
︑
武

士
と
し
て
の
自
意
識
が
大
き
く
刺
激
さ
れ
︑
い
わ
れ
る
が
ま
ま
に
は
放
っ
て
お

け
な
い
よ
う
な
語
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
直
実
が
発
し
た
﹁
ま
さ
な
し
﹂
も
︑

﹁
敦
盛
の
武
士
と
し
て
の
精
神
性
を
揺
さ
ぶ
る
語
﹂
で
あ
っ
た
と
言
う
︒

ま
た
﹁﹃
平
家
物
語
﹄
の
語
り
手
は
︑
戦
場
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
必
ず
し

も
批
判
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
﹂
と
述
べ
︑
敦
盛
が
引
き
返
さ
な
か
っ
た
と

し
て
も
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
す
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
直
実
は

﹁﹃
ま
さ
な
し
﹄
と
い
う
語
で
あ
え
て
評
し
て
敦
盛
の
感
性
に
突
き
つ
け
た
︑
と

い
う
設
定
﹂
が
と
ら
れ
て
お
り
︑
直
実
が
﹁
挑
発
的
な
偽
り
の
言
葉
﹂
と
し
て

﹁
ま
さ
な
し
﹂
を
発
し
た
こ
と
は
﹁
詐
術
﹂
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
と
述
べ

る
︒﹁

ま
さ
な
し
﹂
は
覚
一
本
に
�
例
︑
延
慶
本
に
�
例
あ
る
︒
鈴
木
氏
の
指
摘

す
る
よ
う
に
︑
全
て
が
武
士
の
発
話
に
み
え
︑
相
手
の
行
動
を
変
え
る
強
い
語

で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
し
か
し
︑﹁
ま
さ
な
し
﹂
が
﹁
自
分
に
と
っ
て
不
都

合
な
状
態
へ
の
不
満
や
抵
抗
の
意
を
表
明
す
る
言
葉
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
の

言
葉
を
敵
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
︑
ど
う
し
て
﹁
武
士
と
し
て
の
精
神

性
を
揺
さ
ぶ
る
﹂
こ
と
に
つ
な
が
る
の
か
︑
と
い
う
説
明
が
必
ず
し
も
明
瞭
で

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
﹁
ま
さ
な
し
﹂
が
相
手
の
行
動
を
変
え
る
強
い
語

で
あ
る
理
由
は
︑
﹁
精
神
性
﹂
を
持
ち
出
さ
ず
と
も
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

一
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だ
ろ
う
か
︒

次
章
で
は
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
い
う
語
が
発
せ
ら
れ
る
状
況
を
︑
改
め
て
検
討

し
た
い
︒

二
︑﹁
ま
さ
な
し
﹂

①
﹁
ま
さ
な
し
﹂
の
辞
書
的
意
味

﹁
ま
さ
な
し
﹂
は
︑﹁
否
定
的
な
評
価
を
表
す
﹂︵﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄︶
語

で
あ
る
︒﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄︵
第
二
版
︶
は
﹁
一
般
的
な
規
準
に
合
致
し
な

い
﹂
意
を
示
す
語
と
し
︑﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄
は
﹁
中
世
語
の
勿
体
無
︵
も

つ
た
い
な
し
︶
に
近
い
が
︑
そ
れ
ほ
ど
厳
し
く
は
な
い⑨
︒﹃
ま
さ
な
し
﹄
の
評

価
基
準
は
︑
そ
の
社
会
の
秩
序
・
規
範
に
つ
い
て
の
意
識
︑
た
し
な
み
︑
ま
た

美
意
識
な
ど
﹂
と
す
る
︒
ま
た
﹃
平
家
物
語
辞
典
﹄
も
﹁
こ
の
語
は
︑
そ
の
時

代
人
の
常
識
・
共
通
感
覚
を
背
負
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
﹂
と
述
べ
る
︒﹁
ま

さ
な
し
﹂
が
﹁
そ
の
時
代
人
の
常
識
・
共
通
感
覚
﹂︑﹁
規
範
﹂
に
基
づ
い
て
発

せ
ら
れ
る
例
は
覚
一
本
以
前
に
も
例
が
あ
り⑩
︑
こ
の
語
義
が
覚
一
本
の
解
釈
に

お
い
て
も
重
要
と
思
わ
れ
る⑪
︒

た
と
え
ば
︑
自
害
し
よ
う
と
す
る
重
衡
に
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
言
う
例
が
あ
る
︒

�
︵
重
衡
︶
腹
を
き
ら
ん
と
し
給
ふ
と
こ
ろ
に
︑
梶
原
よ
り
さ
き
に
庄
四
郎
高

家
︑
鞭
あ
ぶ
み
を
あ
は
せ
て
馳
来
り
︑
い
そ
ぎ
馬
よ
り
飛
お
り
︑﹁
ま
さ
な

う
候
︑
い
づ
く
ま
で
も
御
共
仕
ら
ん
﹂
と
て
︑
⁝

︵
巻
九
﹁
重
衡
生
捕
﹂)

﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄︵
大
系
︶
は
︑
頭
注
に
﹁
自
害
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
﹂

と
示
し
︑
補
注
︵
巻
八
﹁
妹
尾
最
期
﹂︶
で
﹁
﹃
ま
さ
な
う
﹄
は
︑
従
来
国
語
辞

書
で
は
︑
卑
怯
ニ
︵
モ
︶
と
解
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
平
家
物

語
を
見
る
と
︑
﹁
ま
さ
な
し
﹂
は
好
ま
し
く
な
い
状
態
に
広
く
言
う
よ
う
で
あ

っ
て
﹂﹁
相
手
の
言
行
に
対
す
る
反
対
以
上
に
意
味
は
な
い
﹂
と
述
べ
る⑫
︒

対
し
て
冨
倉
徳
次
郎
氏
は
﹃
平
家
物
語
全
注
釈
﹄︵
巻
八
﹁
瀬
尾
最
後
﹂︶
で
︑

﹃
大
系
﹄
は
﹁
卑
怯
に
も
の
訳
を
排
す
る
が
︑
こ
の
語
に
対
貴
人
の
用
例
の
あ

る
こ
と
に
と
ら
わ
れ
た
誤
訳
で
あ
る
︒
用
例
は
敵
対
関
係
の
場
に
用
い
ら
れ
︑

特
に
合
戦
の
慣
用
句
と
見
な
さ
れ
る
の
で
︑
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
当
然
罵
倒

の
敵
意
を
含
ん
だ
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
﹂
と
反
論
す
る
︒﹁
対
貴
人
の

用
例
﹂
と
あ
る
の
は
︑
お
そ
ら
く
庄
四
郎
高
家
が
重
衡
に
言
っ
た
例
を
指
す
も

の
と
思
わ
れ
る
︒

そ
の
後
も
諸
注
に
言
及
は
あ
る⑬
も
の
の
︑
一
致
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒
次
節
で
は
︑
覚
一
本
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
重

衡
に
向
け
ら
れ
た
﹁
ま
さ
な
し
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

②
覚
一
本
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂

覚
一
本
に
﹁
ま
さ
な
し
﹂
は
�
例
あ
り
︑
全
て
が
武
士
の
口
語
で
あ
る
︒
延

慶
本
に
も
同
じ
場
面
に
見
え
る
�
例
は
︑
用
例
番
号
を
丸
囲
み
で
示
す
︒

次
の
�
例
は
︑
戦
場
で
敵
に
対
し
て
言
う
も
の
で
あ
る
︒

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

一
八



�
︵
兼
康
︶
あ
は
ひ
一
町
ば
か
り
に
追
付
て
︑﹁︵
成
澄
︶
い
か
に
妹
尾
殿
︑
ま

さ
な
う
も
敵
に
う
し
ろ
を
ば
見
す
る
物
か
な
︒
返
せ
や
か
へ
せ
﹂
と
い
は
れ

て
︑
板
倉
川
を
西
へ
わ
た
す
河
中
に
︑
ひ
か
へ
て
待
懸
た
り
︒

︵
巻
八
﹁
妹
尾
最
期
﹂)

③
︵
敦
盛
︶﹁︵
直
実
︶
あ
れ
は
大
将
軍
と
こ
そ
見
ま
い
ら
せ
候
へ
︒
ま
さ
な
う

も
敵
に
う
し
ろ
を
み
せ
さ
せ
給
ふ
も
の
か
な
︒
か
へ
さ
せ
給
へ
﹂
と
扇
を
あ

げ
て
ま
ね
き
け
れ
ば
︑
招
か
れ
て
と
ッ
て
か
へ
す
︒
︵
巻
九
﹁
敦
盛
最
期
﹂)

�
︵
行
家
︶
蔵
人
う
し
ろ
な
る
ぬ
り
ご
め
の
内
へ
し
ざ
り
い
ら
む
と
し
給
へ
ば
︑

常
陸
房
﹁
ま
さ
な
う
候
︒
な
い
ら
せ
給
ひ
候
そ
﹂
と
申
せ
ば
︑﹁
行
家
も
さ

こ
そ
お
も
へ
﹂
と
て
又
お
ど
り
出
て
た
ゝ
か
ふ
︒
︵
巻
十
二
﹁
泊
瀬
六
代
﹂)

こ
れ
ら
は
︑
兼
康
・
敦
盛
が
敵
に
う
し
ろ
を
見
せ
る
こ
と
︑
行
家
が
戦
い
の
途

中
で
塗
籠
の
中
に
退
く
こ
と
に
対
し
て
︑﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
言
う
も
の
で
あ
る
︒

﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
言
わ
れ
た
人
物
は
︑
皆
逃
げ
る
こ
と
を
止
め
て
応
戦
す
る
︒

鈴
木
氏
は
﹁
戦
場
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
﹂
は
﹁
必
ず
し
も
批
判
の
対
象
﹂
で

は
な
い
と
述
べ
た
が
︑
他
方
で
︑
敵
に
﹁
う
し
ろ
﹂
を
見
せ
な
い
こ
と
を
是
と

す
る
規
範
意
識
も
認
め
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
木
曽
義
仲
の
﹁
い
ま
だ
敵
に
う

し
ろ
を
見
せ
ず
﹂︵
巻
八
﹁
皷
判
官
﹂︶
や
︑
梶
原
景
時
の
﹁
し
ぬ
る
と
も
敵
に

う
し
ろ
を
み
す
な
﹂︵
巻
九
﹁
二
度
之
懸
﹂︶
と
い
っ
た
発
言
に
顕
著
で
あ
る
︒

“
敵
に
う
し
ろ
を
見
せ
る
の
は
良
く
な
い
”
と
い
う
原
則
が
ま
ず
あ
っ
て
︑
そ

の
状
況
や
立
場
に
よ
っ
て
例
外
も
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
︑
と
考
え
る
の
が
穏

や
か
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
則
綱
は
︑
降
参
し
た
者
の
頸
を
取
る
こ
と
を
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
言
う
︒

�
︵
盛
俊
︶﹁︵
盛
俊
︶
⁝
に
ッ
く
い
君
が
申
様
哉
﹂
と
て
︑
や
が
て
頚
を
か
ゝ

ん
と
し
け
れ
ば
︑
猪
俣
﹁
ま
さ
な
や
︑
降
人
の
頚
か
く
や
う
や
候
﹂︒
越
中

前
司
﹁
さ
ら
ば
た
す
け
む
﹂
と
て
ひ
き
お
こ
す
︒︵
巻
九
﹁
越
中
前
司
最
期
﹂)

決
着
の
つ
い
た
土
壇
場
で
申
し
出
る
と
い
う
の
が
例
外
的
だ
が
︑
降
人
の
頸
を

斬
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
は
︑
道
理
に
か
な
っ
た
も
の
と
み
て
良

い
だ
ろ
う⑭
︒

次
の
�
例
は
︑
味
方
に
対
し
て
言
う
例
で
あ
る
︒
た
だ
し
味
方
と
い
っ
て
も
︑

先
陣
争
い
の
場
面
で
︑
相
手
と
の
間
に
利
害
関
係
が
生
じ
て
い
る
︒

�
︵
義
経
︶
梶
原
申
け
る
は
︑﹁
け
ふ
の
先
陣
を
ば
景
時
に
た
び
候
へ
﹂︒
判
官

﹁
義
経
が
な
く
ば
こ
そ
﹂
︒
﹁
ま
さ
な
う
候
︒
殿
は
大
将
軍
に
て
こ
そ
ま

し
〳
〵
候
へ
﹂︒
判
官
﹁
お
も
ひ
も
よ
ら
ず
︒
鎌
倉
殿
こ
そ
大
将
軍
よ
︒
義

経
は
奉
行
を
う
け
給
た
る
身
な
れ
ば
︑
た
ゞ
殿
原
と
お
な
じ
事
ぞ
﹂

︵
巻
十
一
﹁
鶏
合
壇
浦
合
戦
﹂)

	
︵
成
田
五
郎
︶﹁︵
季
重
︶
⁝
一
も
み
も
う
で
︵
成
田
に
︶
お
ッ
つ
い
て
︑

﹃︵
季
重
︶
ま
さ
な
う
も
季
重
ほ
ど
の
物
を
ば
た
ば
か
り
給
ふ
物
か
な
﹄
と
い

ひ
か
け
︑
う
ち
す
て
て
よ
せ
つ
れ
ば
︑
⁝
﹂

︵
巻
九
﹁
一
二
之
懸
﹂)

梶
原
景
時
は
︑
大
将
軍
で
あ
る
義
経
が
先
陣
を
懸
け
る
こ
と
に
対
し
て
﹁
ま
さ

な
し
﹂
と
言
う
︒
義
経
は
そ
の
︑
大
将
軍
は
先
陣
を
懸
け
て
は
な
ら
な
い
と
い

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

一
九



う
言
い
分
を
認
め
た
上
で
︑
大
将
軍
は
頼
朝
で
あ
り
︑
自
身
は
﹁
奉
行
﹂
で
あ

る
か
ら
先
陣
を
懸
け
て
も
問
題
な
い
と
返
し
て
い
る
︒

季
重
は
︑
成
田
が
﹁
死
な
ば
一
所
で
死
な
う
﹂︑﹁
さ
き
が
け
ば
や
り
な
し
給

ひ
そ
﹂
と
言
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
約
束
を
破
っ
た
こ
と
を
﹁
ま
さ
な

し
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒

残
る
�
例
は
︑
戦
場
で
は
な
い
が
敵
に
対
し
て
言
う
場
面
で
あ
る
︒

	
︵
義
経
︶﹁︵
義
経
︶
⁝
こ
ゝ
ろ
ざ
し
の
程
︑
尤
神
妙
な
り
︒
和
僧
い
の
ち
お

し
く
は
鎌
倉
へ
返
し
つ
か
は
さ
ん
は
い
か
に
﹂︒
土
佐
房
︑﹁
ま
さ
な
う
も
御

諚
候
も
の
か
な
︒
お
し
と
申
さ
ば
殿
は
た
す
け
給
は
ん
ず
る
か
︒
鎌
倉
殿
の

﹃
法
師
な
れ
ど
も
︑
を
の
れ
ぞ
ね
ら
は
ん
ず
る
者
﹄
と
て
仰
せ
か
う
ぶ
ッ
し

よ
り
︑
命
を
ば
鎌
倉
殿
に
奉
り
ぬ
︒
な
じ
か
は
と
り
返
し
奉
る
べ
き
︒
た
ゞ

御
恩
に
は
と
く
〳
〵
頚
を
め
さ
れ
候
へ
﹂

︵
巻
十
二
﹁
土
佐
房
被
斬
﹂)

土
佐
房
昌
俊
は
︑﹁
和
僧
い
の
ち
お
し
く
は
鎌
倉
へ
返
し
つ
か
は
さ
ん
﹂
と
い

う
義
経
の
言
葉
に
対
し
て
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
言
う
︒
土
佐
房
が
﹁
ま
さ
な
う
﹂

と
言
っ
た
の
は
︑
提
案
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
義
経
が
助
け
る
こ
と
は
な
い

と
思
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
心
に
も
な
い
こ
と
を
言
う
も
の
で
は
な
い
︑
そ
れ

は
不
文
律
に
反
す
る
︑
と
い
う
意
味
で
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
で
あ
ろ
う⑮
︒

以
上
を
ま
と
め
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒
ま
ず
﹁
ま
さ
な
し
﹂
は
武
士
の

口
語
で
あ
る
︒﹁
ま
さ
な
し
﹂
を
発
す
る
人
物
に
平
家
方
は
お
ら
ず
︑
源
氏
方
︑

頼
朝
・
義
経
・
義
仲
配
下
の
︑
身
分
が
高
い
と
は
い
え
な
い
人
物
が
多
い
︒
そ

し
て
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
言
う
相
手
は
武
士
の
中
で
も
︑
敵
や
先
陣
を
争
う
味
方

と
い
っ
た
︑
利
害
関
係
の
あ
る
相
手
に
限
定
さ
れ
る
︒
﹁
ま
さ
な
し
﹂
は
︑
敵

に
う
し
ろ
を
見
せ
て
は
な
ら
な
い
︑
降
人
の
首
を
斬
っ
て
は
な
ら
な
い
︑
大
将

軍
が
先
陣
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
︑
と
い
っ
た
戦
場
︵
と
い
う
特
殊
な
空
間
︶

で
の
不
文
律
の
も
の
を
含
ん
だ
規
範
性
に
根
ざ
し
た
語
で
あ
り
︑
そ
れ
に
反
し

た
時
に
発
せ
ら
れ
る
語
で
あ
る
︒
言
わ
れ
た
相
手
が
︑
逃
げ
る
の
を
や
め
て
引

き
返
し
た
り
︑
頸
を
か
く
の
を
や
め
た
り
と
行
動
を
変
え
る
の
は
︑
言
わ
れ
た

相
手
も
﹁
取
る
べ
き
行
動
で
は
な
い
﹂
と
い
う
感
覚
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
か

ら
と
い
え
よ
う
︒
と
す
れ
ば
︑
直
実
が
放
っ
た
﹁
ま
さ
な
し
﹂
も
︑
あ
く
ま
で

“
敵
に
う
し
ろ
を
見
せ
る
の
は
良
く
な
い
”
と
い
う
規
範
性
に
基
づ
い
て
発
せ

ら
れ
た
語
で
あ
り
︑﹁
詐
術
﹂
と
は
見
な
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

さ
て
︑
重
衡
に
向
け
ら
れ
た
﹁
ま
さ
な
し
﹂
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
︒

重
衡
が
腹
を
斬
ろ
う
と
し
た
の
は
︑
敵
を
目
前
に
し
た
︑
浅
瀬
で
あ
っ
た
︒

三
位
中
将
敵
は
近
づ
く
︑
馬
は
よ
は
し
︑
海
へ
う
ち
い
れ
給
ひ
た
り
け
れ

共
︑
そ
こ
し
も
と
を
あ
さ
に
て
し
づ
む
べ
き
や
う
も
な
か
り
け
れ
ば
︑
馬

よ
り
お
り
︑
鎧
の
う
は
帯
き
り
︑
た
か
ひ
も
は
づ
し
︑
物
具
ぬ
ぎ
す
て
︑

腹
を
き
ら
ん
と
し
給
ふ
と
こ
ろ
に
︑
⁝

︵
巻
九
﹁
重
衡
生
捕
﹂)

兼
平
が
義
仲
に
︑﹁
あ
の
松
の
中
で
御
自
害
候
へ
﹂
と
戦
場
を
離
れ
る
よ
う
に

言
っ
た
例
︵
巻
九
﹁
木
曽
最
期
﹂︶
や
︑
痛
手
を
負
っ
た
頼
政
が
﹁
心
し
づ
か

に
自
害
せ
ん
と
て
︑
平
等
院
の
門
の
内
へ
ひ
き
退
﹂
い
た
こ
と
︵
巻
四
﹁
宮
御

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

二
〇



最
期
﹂︶
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
大
将
軍
な
ど
身
分
あ
る
武
将
は
︑
し
か
る
べ

き
場
所
で
︑
し
か
る
べ
き
作
法
に
則
っ
て
自
害
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
︒

高
家
が
言
っ
た
﹁
ま
さ
な
し
﹂
は
︑
単
に
反
対
の
意
を
示
し
た
も
の
で
も
︑

相
手
を
罵
倒
す
る
も
の
で
も
な
く
︑
規
範
意
識
に
則
っ
て
︑﹁
こ
こ
で
の
自
害

は
な
り
ま
せ
ん
﹂
と
相
手
の
行
動
を
制
す
る
語
で
あ
っ
た
︒
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑

重
衡
は
思
い
と
ど
ま
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

三
︑﹁
う
た
て
し
﹂

①
﹁
う
た
て
し
﹂
の
辞
書
的
意
味

﹁
う
た
て
し
﹂
は
︑
副
詞
﹁
う
た
て
﹂︵
も
と
は
﹁
う
た
た
﹂︶
が
形
容
詞
化

し
た
語
で
あ
る
︒
現
代
語
の
﹁
い
や
だ
﹂﹁
嘆
か
わ
し
い
﹂﹁
情
け
な
い
﹂
と
い

っ
た
負
の
感
情
を
示
す
語
と
さ
れ
る
が
︑﹃
古
語
大
鑑
﹄
は
こ
れ
ら
を
︑
対
象

に
よ
っ
て
分
類
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
自
分
の
お
か
れ
た
不
遇
・
不
当
な
状
況
﹂

に
対
す
る
感
情
は
﹁
不
本
意
だ
︒
情
け
な
い
﹂
で
あ
り
︑﹁
他
人
の
不
適
当
な

行
動
・
振
舞
﹂
は
﹁
腹
立
た
し
い
﹂︑﹁
他
人
の
不
遇
・
不
運
﹂
は
﹁
気
の
毒

だ
﹂
あ
る
い
は
﹁
哀
れ
に
思
わ
れ
る
﹂︑
と
い
う
よ
う
で
あ
る
︒﹁
う
た
て
し
﹂

と
評
さ
れ
る
対
象
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
本
稿
に
お
い
て
も
こ
の
分
類
法

は
有
効
と
思
わ
れ
る
︒

②
覚
一
本
の
﹁
う
た
て
し
﹂

覚
一
本
に
は
︑
形
容
詞
﹁
う
た
て
し
﹂
が
17
例
あ
り
︑
そ
の
派
生
語
�
例⑯
を

あ
わ
せ
て
22
例
が
認
め
ら
れ
る
︒
延
慶
本
に
も
同
じ
場
面
に
見
え
る
�
例
に
は
︑

用
例
番
号
に
丸
囲
み
を
付
す
︒
覚
一
本
22
例
の
内
訳
は
︑
地
の
文
が
13
例
︑
会

話
文
が
�
例
︑
心
内
語
が
�
例
で
あ
る
︒
地
の
文
は
︑
13
例
全
て
が
編
者
の
評

で
あ
る
︒

会
話
文
と
心
内
語
の
話
者
を
み
る
と
︑
知
盛
・
重
衡
・
維
盛
・
六
代
と
平
家

一
門
が
計
�
例
︑
成
親
北
の
方
と
遊
君
遊
女
と
で
女
性
が
�
例
︑
瀧
口
入
道

︵
聖
︶
が
�
例
︑
信
連
が
�
例
で
あ
る
︒﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
の
相
違
と
し
て
︑
話

者
が
武
士
で
あ
る
例
は
あ
っ
て
も
︑
戦
場
で
の
発
話
や
戦
法
に
関
し
て
言
う
例

が
な
い
こ
と
︑
僧
︵
仏
法
者
︶
や
女
性
の
発
話
に
も
広
く
み
え
る
こ
と
が
指
摘

で
き
る
︒
た
だ
し
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
武
士
の
行
動
を
﹁
う
た
て
し
﹂
と

い
う
点
で
︑
富
士
川
か
ら
の
敗
走
を
言
う
例
が
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
近
似
す
る
︒

Ａ

会
話
文
・
心
内
語
︵


例
)

�

自
身
の
不
遇
・
不
当
な
状
況
に
対
す
る
感
情

�
例

�
︵
信
連
︶
信
連
申
け
る
は
︑﹁
只
今
御
所
へ
官
人
共
が
御
む
か
へ
に
ま
い
り

候
な
る
に
︑
御
前
に
人
一
人
も
候
は
ざ
ら
ん
が
︑
無
下
に
う
た
て
し
う
覚
候
︒

信
連
が
此
御
所
に
候
と
は
︑
上
下
み
な
し
ら
れ
た
る
事
に
て
候
に
︑
今
夜
候

は
ざ
ら
ん
は
︑
そ
れ
も
其
夜
は
に
げ
た
り
け
り
な
ン

ど
い
は
れ
ん
事
︑
弓
矢

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

二
一



と
る
身
は
︑
か
り
に
も
名
こ
そ
お
し
う
候
へ
︒
⁝
﹂

︵
巻
四
﹁
信
連
﹂)

�
︵
重
衡
︶
遠
山
の
花
は
残
の
雪
か
と
み
え
て
︑
浦
々
嶋
々
か
す
み
わ
た
り
︑

こ
し
方
行
末
の
事
ど
も
お
も
ひ
つ
ゞ
け
給
ふ
に
︑﹁
さ
れ
ば
こ
れ
は
い
か
な

る
宿
業
の
う
た
て
さ
ぞ
﹂
と
の
給
ひ
て
︑
た
ゞ
つ
き
せ
ぬ
物
は
涙
な
り
︒

︵
巻
十
﹁
海
道
下
﹂)

右
の
�
例
は
︑
自
身
の
不
遇
・
不
当
な
状
況
に
対
し
て
言
う
も
の
で
あ
る
︒
信

連
は
御
所
が
も
ぬ
け
の
殻
で
あ
れ
ば
自
身
も
汚
名
を
着
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ

と
を
︑
重
衡
は
生
捕
ら
れ
鎌
倉
へ
送
ら
れ
る
と
い
う
報
い
を
招
い
た
宿
業
を
︑

そ
れ
ぞ
れ
﹁
う
た
て
し
﹂
と
言
う
︒

次
の
�
例
は
︑
自
分
た
ち
︵
一
族
︶
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
不
遇
・
不
当
な
状

況
に
つ
い
て
言
う
例
で
あ
る
︒

�
︵
維
盛
︶
⁝
三
位
中
将
の
給
ひ
け
る
は
︑﹁
⁝
か
く
心
う
き
あ
り
さ
ま
に
て

い
く
さ
の
陣
へ
お
も
む
け
ば
︑
具
足
し
奉
り
︑
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
ぬ
旅
の
空
に

て
う
き
目
を
み
せ
奉
ら
ん
も
う
た
て
か
る
べ
し
︒
⁝
﹂︵
巻
七
﹁
維
盛
都

落
﹂)

�
︵
知
盛
︶
其
時
新
中
納
言
涙
を
は
ら
〳
〵
と
な
が
い
て
︑﹁
都
を
出
て
い
ま

だ
一
日
だ
に
も
過
ざ
る
に
︑
い
つ
し
か
人
の
心
ど
も
の
か
は
り
ゆ
く
う
た
て

さ
よ
︒
⁝
﹂

︵
巻
七
﹁
一
門
都
落
﹂)

�
︵
成
親
北
の
方
︶
既
武
士
共
の
ち
か
づ
く
由
聞
え
し
か
ば
︑﹁
か
く
て
又
は

ぢ
が
ま
し
く
︑
う
た
て
き
め
を
み
む
も
さ
す
が
な
れ
ば
﹂
と
て
︑
十
に
成
給

ふ
女
子
︑
八
歳
の
男
子
︑
車
に
取
の
せ
︑
い
づ
く
を
さ
す
と
も
な
く
や
り
出

す
︒

︵
巻
二
﹁
小
教
訓
﹂)

�
︵
六
代
︶
若
君
母
う
へ
に
申
さ
れ
け
る
は
︑﹁
つ
ゐ
に
の
が
る
ま
じ
う
候
へ

ば
︑
と
く
〳
〵
い
だ
さ
せ
お
は
し
ま
せ
︒
武
士
共
う
ち
入
て
さ
が
す
も
の
な

ら
ば
︑
う
た
て
げ
な
る
御
あ
り
さ
ま
ど
も
を
見
え
さ
せ
給
ひ
な
ん
ず
︒
⁝
﹂

︵
巻
十
二
﹁
六
代
﹂)

�
と
�
は
都
落
の
例
で
︑
維
盛
は
妻
子
を
同
行
さ
せ
れ
ば
憂
き
目
を
見
せ
る
で

あ
ろ
う
こ
と
を
︑
知
盛
は
頼
盛
が
都
に
と
ど
ま
る
と
聞
い
て
人
の
心
が
変
わ
る

こ
と
を
︑﹁
う
た
て
し
﹂
と
言
う
︒
�
は
成
親
北
の
方
が
武
士
に
踏
み
込
ま
れ

る
こ
と
を
︑
�
は
六
代
が
︑
武
士
に
踏
み
込
ま
る
こ
と
に
な
れ
ば
母
や
乳
母
子

が
取
り
乱
し
た
様
子
を
見
せ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
︑﹁
う
た
て
し
﹂
と
言
う
例

で
あ
る
︒

こ
れ
ら
	
例
は
︑
た
と
え
ば
重
衡
・
知
盛
・
維
盛
で
あ
れ
ば
︑
平
家
の
一
門

と
も
あ
ろ
う
私
︵
た
ち
︶
が
︑
信
連
で
あ
れ
ば
﹁
宮
の
侍
﹂
で
あ
る
自
分
が
︑

と
い
う
よ
う
に
︑
自
ら
の
立
場
や
身
分
に
不
相
応
な
扱
い
を
受
け
た
り
︑
憂
き

目
を
見
た
り
す
る
こ
と
へ
の
悲
嘆
の
心
情
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

ま
た
�
例
中
�
例
︵
重
衡
・
維
盛
・
知
盛
・
六
代
︶
が
平
家
の
嘆
き
を
い
う

例
で
あ
り
︑
数
の
上
で
目
立
つ
︒

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

二
二



�

他
人
の
不
適
当
な
行
動
・
振
舞
に
対
す
る
感
情

�
例

�
の
�

あ
る
行
動

�
例

	
︵
武
里
︶
と
ね
り
武
里
も
お
な
じ
く
入
ら
ん
と
し
け
る
を
︑
聖
と
り
と
ゞ
め

け
れ
ば
︑
ち
か
ら
お
よ
ば
ず
︒﹁︵
瀧
口
︶
い
か
に
う
た
て
く
も
︑
御
遺
言
を

ば
た
が
へ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
す
る
ぞ
︒
⁝
﹂
と
︑
な
く
〳
〵
教
訓
し
け
れ
ど

も
︑

︵
巻
十
﹁
三
日
平
氏
﹂)

⑧
︵
維
盛
︶
海
道
宿
々
の
遊
君
遊
女
ど
も
﹁
あ
な
い
ま
〳
〵
し
︒
打
手
の
大
将

軍
の
矢
ひ
と
つ
だ
に
も
ゐ
ず
し
て
︑
に
げ
の
ぼ
り
給
ふ
う
た
て
し
さ
よ
︒

⁝
﹂
と
わ
ら
ひ
あ
へ
り
︒

︵
巻
五
﹁
五
節
之
沙
汰
﹂)

維
盛
か
ら
遺
言
を
託
さ
れ
た
	
武
里
は
︑
そ
れ
を
届
け
る
た
め
屋
島
へ
向
か
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
に
も
か
か
わ
わ
ら
ず
︑﹁
お
な
じ
く
入
ら
ん
﹂
と
す
る

こ
と
を
︑
瀧
口
は
﹁
う
た
て
し
﹂
と
言
う
︒
ま
た
﹁
打
手
の
大
将
軍
﹂
で
あ
る

⑧
維
盛
に
は
︑
軍
勢
を
率
い
て
敵
を
討
伐
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
︒
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
矢
も
射
ず
に
敵
前
逃
亡
し
た
こ
と
を
︑
遊
君
遊
女
は
﹁
う

た
て
し
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
ど
ち
ら
も
︑
立
場
に
不
相
応
な
振
る
舞
い
を
す
る

こ
と
へ
の
落
胆
を
い
う
例
で
あ
る
︒

�
の
�

あ
る
階
級

�
例



︵
武
里
︶﹁︵
瀧
口
︶
い
か
に
う
た
て
く
も
︑
御
遺
言
を
ば
た
が
へ
た
て
ま
つ

ら
ん
と
す
る
ぞ
︒
下
臈
こ
そ
猶
も
う
た
て
け
れ
︒
今
は
た
ゞ
後
世
を
と
ぶ
ら

ひ
た
て
ま
つ
れ
﹂
と
︑

︵
巻
十
﹁
三
日
平
氏
﹂)



は
	
に
続
く
︑
滝
口
の
発
話
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
武
里
が
取
る
べ
き
行

動
を
取
れ
な
い
理
由
を
︑﹁
下
臈
﹂
と
い
う
賤
し
い
身
分
に
求
め
て
い
る
︒

Ｂ

地
の
文
︵
13
例
)

続
い
て
︑
地
の
文
の
13
例
を
見
る
︒
覚
一
本
の
地
の
文
の
﹁
う
た
て
し
﹂
の

特
徴
と
し
て
︑
係
り
結
び
の
形
式
を
取
る
例
が
多
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
地

の
文
の
13
例
の
う
ち
︑
﹁
こ
そ
う
た
て
け
れ
﹂
が
10
例
︑
﹁
ぞ
う
た
て
き
﹂
が
�

例
あ
る
︒
こ
う
し
た
例
に
は
︑
二
重
傍
線
を
付
す
︒

ま
た
︑﹁
う
た
て
し
﹂
の
語
を
含
む
一
文
の
位
置
を
み
る
と
︑
章
段
の
末
文

に
位
置
す
る
例
が
�
例
︵
13
成
親
・
⑮
頼
政
・
㉑
高
倉
宮
︶
︑
章
段
の
冒
頭
が

�
例
︵
18
清
盛
︶
あ
る
︒
ま
た
︑
段
落
の
末
文
が
�
例
︵
14
宗
盛
・
16
清
盛
・

17
清
盛
︶︑
段
落
の
冒
頭
が
�
例
︵
㉒
清
盛
︶
で
あ
る
︒
段
落
の
区
切
り
は

﹃
大
系
﹄
の
判
断
に
よ
る
も
の
だ
が
︑
内
容
の
ま
と
ま
り
を
把
握
す
る
目
安
に

は
な
ろ
う
︒

冒
頭
ま
た
は
末
尾
に
位
置
す
る
例
が
13
例
中
�
例
あ
る
こ
と
か
ら
︑
覚
一
本

が
物
語
内
容
を
統
括
し
た
り
︑
主
題
を
示
す
一
文
で
﹁
う
た
て
し
﹂
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
中
で
も
清
盛
に
関
す
る
例
が
�
例
中
�
例
を
占

め
る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

二
三



�

他
人
の
不
適
当
な
行
動
・
振
舞
に
対
す
る
感
情

10
例

�
の
�

あ
る
行
動

�
例

⑩
︵
宗
盛
︶
⁝
能
員
こ
の
よ
し
申
さ
ん
と
て
︑
御
ま
へ
に
ま
い
り
た
り
け
れ
ば
︑

ゐ
な
を
り
畏
り
給
ひ
け
る
こ
そ
う
た
て
け
れ
︒︵
巻
十
一
﹁
大
臣
殿
被
斬
﹂)

⑪
︵
京
中
の
も
の
ど
も
︶
北
条
四
郎
策
に
﹁
平
家
の
子
孫
と
い
は
ん
人
尋
出
し

た
ら
ん
輩
に
を
い
て
は
︑
所
望
こ
ふ
に
よ
る
べ
し
﹂
と
披
露
せ
ら
る
︒
京
中

の
も
の
ど
も
︑
案
内
は
し
ッ
た
り
︑
勧
賞
蒙
ら
ん
と
て
︑
尋
も
と
む
る
ぞ
う

た
て
き
︒

︵
巻
十
二
﹁
六
代
﹂)

12
︵
義
仲
︶﹁
主
上
に
や
な
ら
ま
し
︑
法
皇
に
や
な
ら
ま
し
︒
主
上
に
な
ら
う

ど
お
も
へ
ど
も
︑
童
に
な
ら
む
も
し
か
る
べ
か
ら
ず
︒
法
皇
に
な
ら
う
ど
思

へ
共
︑
法
師
に
な
ら
む
も
を
か
し
か
る
べ
し
︒
よ
し
〳
〵
さ
ら
ば
関
白
に
な

ら
う
﹂
ど
申
せ
ば
︑
⁝
︵
中
略
︶︒
院
の
御
出
家
あ
れ
ば
法
皇
と
申
︑
主
上

の
い
ま
だ
御
元
服
も
な
き
程
は
︑
御
童
形
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
を
し
ら
ざ
り

け
る
こ
そ
う
た
て
け
れ
︒

︵
巻
八
﹁
法
住
寺
合
戦
﹂)

命
惜
し
さ
に
居
ず
ま
い
を
正
し
て
し
ま
う
宗
盛
︑
勧
賞
欲
し
さ
に
平
家
の
子

孫
を
尋
ね
求
め
て
し
ま
う
京
の
人
々
︑
法
皇
や
主
上
が
何
で
あ
る
か
も
知
ら
な

い
義
仲
が
︑﹁
う
た
て
し
﹂
と
言
わ
れ
る
︒
平
家
の
棟
梁
に
相
応
し
く
な
い
行

い
や
︑
都
を
守
護
す
る
者
で
あ
り
な
が
ら
常
識
を
持
た
ぬ
こ
と
へ
の
落
胆
で
あ

る
︒

�
の
�

あ
る
人
物

	
例

ａ

世
を
乱
す
人
物

�
例

13
︵
成
親
︶
新
大
納
言
も
︑
か
や
う
に
賢
き
は
か
ら
ひ
を
ば
し
給
は
で
︑
よ
し

な
き
謀
反
お
こ
い
て
︑
我
身
も

亡
ほ
ろ
び

︑
子
息
所
従
に
至
る
ま
で
︑
か
ゝ
る
う

き
目
を
み
せ
給
ふ
こ
そ
う
た
て
け
れ
︒

︵
巻
二
﹁
徳
大
寺
之
沙
汰
﹂)

14
︵
宗
盛
︶
い
か
な
れ
ば
︑
小
松
お
と
ゞ
は
か
う
こ
そ
ゆ
ゝ
し
う
お
は
せ
し
に
︑

宗
盛
卿
は
さ
こ
そ
な
か
ら
め
︑
あ
ま
ッ
さ
へ
人
の
お
し
む
馬
こ
ひ
と
ッ
て
︑

天
下
の
大
事
に
及
ぬ
る
こ
そ
う
た
て
け
れ
︒

︵
巻
四
﹁
競
﹂)

⑮
︵
頼
政
︶
其
後
伊
豆
国
給
は
り
︑
子
息
仲
綱
受
領
に
な
し
︑
我
身
三
位
し
て
︑

丹
波
の
五
ケ
庄
︑
若
狭
の
と
う
宮
河
知
行
し
て
︑
さ
て
お
は
す
べ
か
り
し
人

の
︑
よ
し
な
き
謀
叛
お
こ
い
て
︑
宮
を
も
う
し
な
ひ
ま
い
ら
せ
︑
我
身
も
ほ

ろ
び
ぬ
る
こ
そ
う
た
て
け
れ
︒

︵
巻
四
﹁
鵼
﹂)

宗
盛
は
平
家
の
次
男
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
上
位
貴
族
を
飛
び
越
し
て

中
納
言
か
ら
右
大
将
に
く
わ
わ
っ
た
︒
官
位
を
越
え
ら
れ
た
徳
大
寺
実
定
卿
は

籠
居
し
て
い
た
が
︑
平
家
の
信
仰
あ
つ
い
厳
島
に
参
詣
す
る
こ
と
で
左
大
将
に

出
世
す
る
︒﹁
よ
し
な
き
謀
反
﹂
を
起
こ
し
た
13
成
親
は
︑﹁
か
や
う
に
賢
き
は

か
ら
ひ
﹂
を
し
た
実
定
卿
と
比
較
さ
れ
︑
﹁
う
た
て
し
﹂
と
言
わ
れ
る
︒

重
盛
は
中
宮
徳
子
の
も
と
を
訪
れ
た
時
︑
蛇
が
這
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
︑

騒
ぎ
に
な
ら
ぬ
よ
う
捕
ら
え
た
︒
控
え
て
い
た
仲
綱
に
蛇
を
渡
し
た
重
盛
は
︑

臆
す
る
こ
と
な
く
受
け
取
っ
た
仲
綱
の
振
る
舞
い
を
称
え
︑﹁
よ
い
馬
に
鞍
お

い
て
﹂
与
え
る
︒
重
盛
は
﹁
か
う
こ
そ
ゆ
ゝ
し
﹂
い
人
で
あ
っ
た
の
に
︑
14
宗

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

二
四



盛
は
仲
綱
の
愛
馬
を
無
理
に
乞
い
取
っ
て
金
焼
を
し
て
﹁
天
下
の
大
事
﹂
を
招

い
た
︒
宗
盛
も
ま
た
︑﹁
ゆ
ゝ
し
﹂
と
評
さ
れ
た
重
盛
と
比
較
さ
れ
﹁
う
た
て

し
﹂
と
言
わ
れ
る
︒

15
頼
政
は
︑
和
歌
に
優
れ
︑
鵺
を
射
た
高
名
も
得
た
人
物
で
︑﹁
伊
豆
国
給

は
り
﹂﹁
三
位
﹂
に
ま
で
昇
進
し
た
︒
今
年
は
七
五
歳
で
あ
り
︑
そ
の
ま
ま
無

事
に
過
ご
せ
た
で
あ
ろ
う
﹁
人
﹂
が
︑﹁
よ
し
な
き
謀
叛
﹂
を
起
こ
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
﹁
う
た
て
し
﹂
と
非
難
さ
れ
て
い
る
︒

先
に
み
た
⑩
宗
盛
が
︑
居
ず
ま
い
を
正
す
と
い
う
個
々
の
行
動
へ
の
﹁
う
た

て
し
﹂
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
︑
こ
れ
ら
は
﹁
よ
し
な
き
謀
反
﹂
を
起
こ
し

た
成
親
と
頼
政
︑﹁
天
下
の
大
事
﹂
を
招
い
た
宗
盛
︑
と
い
う
よ
う
に
︑
世
を

乱
し
た
人
物
に
向
け
て
の
﹁
う
た
て
し
﹂
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
世
を
乱
す
人
物
へ
の
﹁
う
た
て
し
﹂
か
ら
は
︑﹁
情
緒
的
拒
否
感
﹂

だ
け
で
な
く
︑﹁
理
知
的
﹂
な
側
面
も
多
分
に
看
取
さ
れ
よ
う
︒

ｂ

人
の
思
い
嘆
き
を
積
も
ら
せ
る
人
物

�
例

次
の
�
例
は
︑
鬼
界
島
に
流
さ
れ
た
三
人
の
う
ち
俊
寛
だ
け
が
赦
免
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
︑
小
督
が
尼
に
さ
れ
こ
と
を
﹁
う
た
て
し
﹂
と
言
う
例
で
あ
る
︒

16
︵
清
盛
︶
大
治
二
年
九
月
十
一
日
︑
待
賢
門
院
御
産
の
時
︑
大
赦
あ
り
き
︒

其
例
と
て
︑
今
度
も
重
科
の
輩
お
ほ
く
ゆ
る
さ
れ
け
る
中
に
︑
俊
寛
僧
都
一

人
︑
赦
免
な
か
り
け
る
こ
そ
う
た
て
け
れ
︒

︵
巻
三
﹁
御
産
﹂)

17
︵
清
盛
︶
怨
霊
は
昔
も
お
そ
ろ
し
き
事
也
︒
今
度
さ
し
も
目
出
た
き
御
産
に
︑

大
赦
は
を
こ
な
は
れ
た
り
と
い
へ
共
︑
俊
寛
僧
都
一
人
︑
赦
免
な
か
り
け
る

こ
そ
う
た
て
け
れ
︒

︵
巻
三
﹁
頼
豪
﹂)

18
︵
清
盛
︶
去
程
に
︑
鬼
界
が
嶋
へ
三
人
な
が
さ
れ
た
り
し
流
人
︑
二
人
は
め

し
か
へ
さ
れ
て
都
へ
の
ぼ
り
ぬ
︒
俊
寛
僧
都
一
人
︑
う
か
り
し
嶋
の
嶋
守
に

成
に
け
る
こ
そ
う
た
て
け
れ
︒

︵
巻
三
﹁
有
王
﹂)

19
︵
清
盛
︶
小
督
殿
出
家
は
も
と
よ
り
の
望
な
り
け
れ
共
︑
心
な
ら
ず
尼
に
な

さ
れ
て
︑
年
廿
三
︑
こ
き
墨
染
に
や
つ
れ
は
て
て
︑
嵯
峨
の
へ
ん
に
ぞ
す
ま

れ
け
る
︒
う
た
て
か
り
し
事
共
な
り
︒
か
様
の
事
共
に
御
悩
は
つ
か
せ
給
ひ

て
︑
遂
に
御
か
く
れ
あ
り
け
る
と
ぞ
き
こ
え
し
︒

︵
巻
六
﹁
小
督
﹂)

池
田
氏
は
︑
こ
の
16
～
19
と
20
︵
成
親
︶
の
�
例
を
あ
げ
て
︑﹁﹃
悲
惨
な
有
様

に
対
す
る
嫌
悪
﹄
と
共
に
︵
清
盛
が
：
引
用
者
注
︶
﹃
悲
惨
な
有
様
を
招
い
た

こ
と
へ
の
非
難
﹄
が
含
ま
れ
る
と
今
一
歩
踏
み
込
ん
で
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能

か
も
し
れ
な
い
﹂
と
述
べ
る
︒
氏
の
指
摘
す
る
通
り
︑
清
盛
へ
の
非
難
を
読
み

取
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
た
だ
し
そ
の
非
難
の
対
象
は
︑
覚
一
本
が
清
盛
の

行
動
に
対
し
て
﹁
う
た
て
し
﹂
と
い
う
評
を
繰
り
返
す
こ
と
と
︑
そ
の
行
動
が

も
た
ら
す
事
態
の
甚
大
さ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
︑﹁
悲
惨
な
有
様
を
招

い
た
こ
と
﹂
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
清
盛
と
い
う
人
物
へ
の
非
難
と
も
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
16
﹁
御
産
﹂
は
︑
法
皇
直
々
の
祈
祷
の
な
か
安
徳
天
皇
が
無
事
に
誕
生

し
た
こ
と
を
記
す
︑
お
め
で
た
い
章
段
で
あ
る
︒
そ
の
さ
な
か
に
﹁
俊
寛
僧
都

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

二
五



一
人
︑
赦
免
な
か
り
け
る
こ
そ
う
た
て
け
れ
﹂
の
句
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
︒
17

﹁
頼
豪
﹂
で
も
︑﹁
目
出
た
き
御
産
﹂
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
と
言
い
置
い
て
同
文

を
繰
り
返
し
て
い
る
︒
18
で
も
︑
俊
寛
の
最
期
を
語
る
章
段
︵﹁
有
王
﹂﹁
僧
都

死
去
﹂︶
の
冒
頭
に
︑
ほ
ぼ
同
句
を
置
く
︒
こ
う
し
た
挿
入
句
は
︑
延
慶
本
に

み
ら
れ
な
い
︒

﹁
僧
都
死
去
﹂
の
章
段
は
﹁
か
様
に
人
の
思
歎
き
の
つ
も
り
ぬ
る
平
家
の
末

こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
﹂
と
い
う
一
文
で
閉
じ
ら
れ
て
お
り
︑
俊
寛
が
﹁
う
か
り

し
嶋
の
嶋
守
﹂
と
し
て
落
命
し
た
こ
と
は
﹁
人
の
思
い
嘆
き
﹂
を
象
徴
す
る
出

来
事
と
さ
れ
て
い
る
︒

遠
く
異
朝
を
と
ぶ
ら
へ
ば
︑
秦
の
趙
高
︑
漢
の
王
莽
︑
梁
の
朱
异
︑
唐
の

禄
山
︑
是
等
は
皆
旧
主
先
皇
の
政
に
も
し
た
が
は
ず
︑
楽
み
を
き
は
め
︑

諌
を
も
お
も
ひ
い
れ
ず
︑
天
下
の
み
だ
れ
む
事
を
さ
と
ら
ず
し
て
︑
民
間

の
愁
る
所
を
し
ら
ざ
ッ
し
か
ば
︑
久
し
か
ら
ず
し
て
︑
亡
じ
に
し
者
ど
も

な
り
︒

︵
巻
一
﹁
祇
園
精
舎
﹂)

冒
頭
の
﹁
祇
園
精
舎
﹂
を
思
い
起
こ
せ
ば
︑﹁
民
間
の
愁
る
所
﹂
を
知
ら
な
い

こ
と
は
︑
滅
び
の
因
で
あ
る
︒
難
産
で
も
あ
っ
た
皇
子
誕
生
は
︑
一
門
と
っ
て

悲
願
の
叶
っ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
場
面
で
禁
忌
を
お
か
す
よ
う
に
︑

俊
寛
の
悲
嘆
を
持
ち
出
し
慶
事
に
水
を
差
す
︒
覚
一
本
は
︑
清
盛
が
滅
び
の
因

と
な
る
﹁
人
の
思
い
嘆
き
﹂
を
積
も
ら
せ
て
ゆ
く
こ
と
を
執
拗
に
繰
り
返
す
こ

と
で
︑
平
家
の
滅
び
が
避
け
が
た
く
迫
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
強
く
し
て
い

る
︒19

の
︑
高
倉
上
皇
の
寵
愛
し
た
小
督
を
清
盛
が
尼
に
し
た
こ
と
も
﹁
う
た
て

し
﹂
と
評
さ
れ
る
︒
引
用
部
に
あ
る
よ
う
に
︑
高
倉
上
皇
は
清
盛
の
小
督
へ
の

仕
打
ち
に
心
を
痛
め
て
︑
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
も
︑﹁
人
の
思
歎

き
の
つ
も
り
﹂
の
最
た
る
例
で
あ
る
︒

延
慶
本
で
は
︑﹁
小
督
局
︑
心
ナ
ラ
ズ
尼
ニ
ナ
サ
レ
テ
︑
口
惜
ト
モ
云
計
ナ

シ
﹂
と
小
督
の
無
念
な
心
情
を
述
べ
つ
つ
も
︑
﹁
齢
八
十
ニ
テ
︑
日
来
ノ
念
仏

ノ
功
積
リ
︑
臨
終
正
念
ニ
テ
︑
往
生
ノ
素
懐
ヲ
遂
給
フ
﹂
と
往
生
を
記
す
︒
こ

こ
で
も
清
盛
と
い
う
人
物
を
非
難
し
よ
う
と
す
る
︑
覚
一
本
の
意
図
は
明
確
で

あ
る
︒

平
家
の
棟
梁
で
あ
る
宗
盛
︑
三
位
に
ま
で
出
世
し
た
頼
政
︑
大
納
言
で
あ
っ

た
成
親
は
︑
そ
の
地
位
に
似
合
っ
た
行
動
・
判
断
が
で
き
ず
︑﹁
天
下
の
み
だ

れ
﹂
を
悟
ら
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
︑
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
人
物
で
あ
る
︒
同

様
に
清
盛
も
︑
太
政
大
臣
ま
で
極
め
た
人
物
で
あ
り
な
が
ら
相
応
し
い
振
る
舞

い
が
で
き
ず
︑
人
の
思
い
嘆
き
を
積
も
ら
せ
た
人
物
で
あ
っ
た
︒
覚
一
本
の

﹁
う
た
て
し
﹂
は
︑
落
胆
や
非
難
を
示
す
人
物
評
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
︒

�

他
人
の
不
遇
・
不
運
に
対
す
る
感
情

�
例

20
︵
成
親
︶
⁝
岸
の
二
丈
ば
か
り
あ
り
け
る
下
に
ひ
し
を
う
へ
て
︑
う
へ
よ
り

つ
き
お
と
し
奉
れ
ば
︑
ひ
し
に
つ
ら
ぬ
か
ッ
て
う
せ
給
ひ
ぬ
︒
無
下
に
う
た

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

二
六



て
き
事
共
也
︒
た
め
し
す
く
な
う
ぞ
お
ぼ
え
け
る
︒︵

巻
二
﹁
大
納
言
死
去
﹂)

㉑
︵
高
倉
宮
︶
い
ま
五
十
町
ば
か
り
ま
ち
つ
け
給
は
で
︑
う
た
れ
さ
せ
給
け
ん

宮
の
御
運
の
ほ
ど
こ
そ
う
た
て
け
れ
︒

︵
巻
四
﹁
宮
御
最
期
﹂)

㉒
︵
清
盛
︶
凡
は
さ
い
後
の
所
労
の
あ
り
さ
ま
こ
そ
う
た
て
け
れ
共
︑
ま
こ
と

に
は
た
ゞ
人
と
も
お
ぼ
え
ぬ
事
共
お
ほ
か
り
け
り
︒

︵
巻
六
﹁
築
嶋
﹂)

20
成
親
は
配
流
先
で
菱
に
貫
か
れ
て
殺
さ
れ
︑
㉒
清
盛
は
焦
熱
地
獄
を
思
わ

せ
る
熱
病
を
患
っ
て
苦
し
み
死
ぬ
︒
㉑
高
倉
宮
は
南
都
に
落
ち
る
途
中
で
首
を

取
ら
れ
︑
こ
う
し
た
最
期
を
遂
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
﹁
御
運
﹂
を
﹁
う
た
て

し
﹂
と
言
う
︒
い
ず
れ
も
身
分
あ
る
人
物
が
︑
見
る
に
堪
え
な
い
無
惨
な
最
期

を
遂
げ
た
こ
と
を
﹁
う
た
て
し
﹂
と
い
う
例
で
あ
る
︒

20
成
親
の
例
は
池
田
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
悲
惨
な
死
に
様
へ
の
嫌
悪
感

と
同
時
に
︑
そ
の
死
を
も
た
ら
し
た
清
盛
へ
の
非
難
を
も
読
み
取
る
べ
き
で
あ

る
︒
こ
の
例
を
含
め
る
と
︑
清
盛
へ
の
非
難
を
示
す
例
は
�
例
に
な
る
︒

﹁
よ
し
な
き
謀
叛
﹂
を
企
て
世
を
乱
し
た
成
親
と
︑﹁
人
の
思
い
嘆
き
﹂
を
積

も
ら
せ
た
清
盛
は
︑﹁
う
た
て
し
﹂
と
非
難
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
の

悲
惨
な
最
期
も
ま
た
﹁
う
た
て
し
﹂
と
評
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
︑

﹁
う
た
て
き
﹂
人
物
は
︑﹁
う
た
て
き
﹂
最
期
を
迎
え
る
︑
と
い
う
覚
一
本
の
因

果
律
を
読
み
取
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
覚
一
本
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
�
例
と
︑
﹁
う
た
て
し
﹂
22
例
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
︒
ど
ち
ら
も
他
者
に
対
し
て
負
の
評
価
を
下
す
時
に
用
い

る
語
だ
が
︑
冒
頭
に
示
し
た
戦
場
か
ら
の
逃
走
を
い
う
例
に
即
し
て
説
明
す
る

と
︑
次
の
よ
う
な
違
い
が
指
摘
で
き
る
︒

ま
ず
﹁
ま
さ
な
し
﹂
は
︑
武
士
が
戦
場
で
利
害
関
係
が
生
じ
て
い
る
相
手
の
︑

規
範
や
共
通
感
覚
に
反
し
た
言
動
を
と
が
め
る
語
で
あ
り
︑﹁
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
︵
だ
／
で
す
︶﹂
と
︑
相
手
の
行
動
を
制
す
る
語
で
あ
る
︒
対
し
て

﹁
う
た
て
し
﹂
は
︑
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
︑
﹁
打
手
の

大
将
軍
﹂
と
い
う
立
場
に
当
然
期
待
さ
れ
て
い
る
行
動
を
取
る
こ
と
が
出
来
な

い
人
物
に
対
し
て
︑
﹁
○
○
と
も
あ
ろ
う
人
が
︑
～
す
る
な
ん
て
﹂
と
落
胆
の

意
を
示
す
語
で
あ
っ
た
︒

﹁
う
た
て
し
﹂
が
他
者
に
向
け
ら
れ
る
時
は
︑
立
場
や
身
分
に
不
相
応
な
行

い
へ
の
負
の
評
価
を
示
す
が
︑
自
身
に
向
け
ら
れ
る
時
に
は
︑
自
ら
の
立
場
や

身
分
に
不
相
応
な
扱
い
を
受
け
た
り
︑
憂
き
目
を
見
た
り
す
る
こ
と
へ
の
悲
嘆

の
心
情
を
示
す
︒
自
身
の
悲
嘆
を
い
う
﹁
う
た
て
し
﹂
は
︑
�
例
中
�
例
が
平

家
方
の
例
で
あ
る
な
ど
︑
滅
び
ゆ
く
人
物
の
心
情
を
言
う
例
が
多
い
︒

覚
一
本
の
特
徴
と
し
て
︑
特
定
の
行
動
や
個
々
の
状
況
へ
の
批
評
に
と
ど
ま

ら
ず
︑
人
物
評
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
こ
れ
ら
は
﹁
よ

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

二
七



し
な
き
謀
叛
﹂
を
起
こ
し
た
藤
原
成
親
や
源
頼
政
︑﹁
天
下
の
大
事
﹂
を
招
い

た
平
宗
盛
︑
そ
し
て
平
清
盛
と
︑
い
ず
れ
も
︑
世
を
乱
し
た
者
へ
の
非
難
で
あ

る
︒
こ
れ
ら
が
物
語
内
容
を
統
括
す
る
批
評
句
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
︑

話
の
冒
頭
や
末
尾
に
位
置
す
る
こ
と
や
︑
係
り
結
び
の
形
式
を
取
る
こ
と
が
多

い
こ
と
か
ら
も
が
窺
え
た
︒
そ
し
て
覚
一
本
は
︑﹁
人
の
思
い
嘆
き
﹂
を
積
も

ら
せ
た
清
盛
に
対
し
て
﹁
う
た
て
し
﹂
と
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
平
家
滅

亡
の
枠
組
み
を
よ
り
鮮
明
に
し
て
い
る
︒

次
稿
で
は
延
慶
本
の
検
討
を
行
い
︑
覚
一
本
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

注①

城
阪
早
紀
﹁﹃
平
家
物
語
﹄
一
谷
合
戦
﹁
一
二
之
懸
﹂
考

︱
覚
一
本
と
延
慶
本

の
異
同

︱
﹂﹃
軍
記
物
語
の
窓
﹄
五
︑
和
泉
書
院
︑
二
〇
一
七
年
︒

②

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
引
用
は
︑
以
下
に
よ
る
︒﹇
影
印
﹈﹃
平
家
物
語
﹄︵
龍
谷

大
学
善
本
叢
書
︶
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
三
年
︒﹇
翻
刻
﹈
高
木
市
之
助
ほ
か
校
注

﹃
平
家
物
語
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
岩
波
書
店
︑
一
九
五
九
～
六
〇
年
︒
引
用
の

際
に
は
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
の
判
断
を
尊
重
し
︑
促
音
・
撥
音
を
小
字
で
補
い
︑

補
読
箇
所
も
本
文
と
同
様
に
扱
っ
た
︒
ま
た
心
内
語
に
﹁

﹂
を
付
す
な
ど
一
部
表

記
を
改
め
た
︒
巻
一
～
六
は
上
巻
︑
巻
七
～
十
二
と
灌
頂
巻
は
下
巻
で
あ
る
︒

③

﹃
延
慶
本
平
家
物
語
﹄
の
引
用
は
︑
以
下
に
よ
る
︒﹇
影
印
﹈
大
東
急
記
念
文
庫
蔵

本
影
印
︑
汲
古
書
院
︑
一
九
八
二
～
三
年
︒﹇
翻
刻
﹈
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編

﹃
延
慶
本
平
家
物
語
﹄
勉
誠
出
版
︑
一
九
九
九
年
︵
初
版
一
九
九
〇
年
︶︒
延
慶
本
注

釈
の
会
編
﹃
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
～
二
〇
一
九
年
︒

④

池
田
敬
子
﹁
覚
一
本
の
選
択

︱
二
位
尼
と
二
つ
の
遺
言

︱
﹂﹃
軍
記
と
室
町

物
語
﹄
清
文
堂
︑
二
〇
〇
一
年
︒

⑤

池
田
敬
子
﹁
﹃
平
家
物
語
﹄
と
﹃
太
平
記
﹄
の
こ
と
ば
﹂
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
八

五
・
一
一
︑
二
〇
〇
八
年
一
一
月
︒

⑥

池
田
敬
子
﹁﹃
平
家
物
語
﹄
と
﹃
太
平
記
﹄
の
こ
と
ば
︵
二
︶

︱
形
容
詞
﹁
あ

さ
ま
し
﹂
の
語
義

︱
﹂
﹃
文
芸
論
叢
﹄
七
八
︑
二
〇
一
二
年
三
月
︒

⑦

池
田
敬
子
﹁
形
容
詞
﹁
う
た
て
し
﹂
の
語
義
︱
﹃
平
家
物
語
﹄
と
﹃
太
平
記
﹄
の

こ
と
ば
︵
三
︶﹂
﹃
軍
記
物
語
の
窓
﹄
四
︑
二
〇
一
二
年
︒

⑧

鈴
木
彰
﹁
ま
さ
な
う
も
敵
に
う
し
ろ
を
み
せ
さ
せ
給
ふ
も
の
か
な

︱
詐
術
と
し

て
の
熊
谷
直
実
の
言
葉

︱
﹂
﹃
歴
史
と
民
俗
﹄
二
八
︑
二
〇
一
二
年
二
月
︒

⑨

﹁
も
つ
た
い
な
し
︵
勿
体
無
︶
﹂
は
中
世
か
ら
見
え
る
語
で
︑
覚
一
本
・
延
慶
本
に

例
が
な
い
︒
た
だ
し
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
に
は
�
例
あ
り
︑
頼
朝
の
発
話
﹁
知
康
ガ
申

状
ニ
依
テ
︑
合
戦
ノ
御
結
構
︑
勿
体
ナ
ク
覚

お
ぼ
ゆ

﹂
︵
巻
三
四
﹁
公
朝
時
成
関
東
下
向
﹂︶

と
教
経
が
通
盛
に
向
け
て
言
う
﹁
紉ひ

も

解と
き

広
ゲ
テ
︑
思
事
ナ
ク
オ
ハ
ス
ル
事
勿
体
ナ

シ
﹂︵
巻
三
六
﹁
通
盛
請
小
宰
相
局
﹂︶
で
あ
る
︒
現
代
語
を
当
て
る
の
で
あ
れ
ば

﹁
も
っ
て
の
ほ
か
だ
﹂
が
適
当
で
あ
ろ
う
︒

⑩

﹁
ま
さ
な
し
﹂
は
︑
覚
一
本
以
前
に
も
規
範
や
共
通
意
識
に
反
す
る
言
動
を
と
が

め
る
場
面
で
使
わ
れ
る
︒﹃
枕
草
子
﹄
の
例
は
︑
年
長
者
が
守
る
べ
き
言
葉
の
使
い

方
に
反
す
る
も
の
を
﹁
ま
さ
な
き
こ
と
﹂
︵
正
し
く
な
い
言
葉
︶
と
言
い
︑﹃
宇
津
保

物
語
﹄
の
例
は
︑
二
歳
の
い
ぬ
宮
に
対
し
︑﹁
女
の
赤
ち
ゃ
ん
に
し
て
は
活
発
す
ぎ

る
い
た
ず
ら
振
り
を
戒
め
﹂
る
時
に
使
わ
れ
る
︒
︵
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
頭
注
︶

�
ま
さ
な
き
こ
と
も
あ
や
し
き
こ
と
も
︑
大
人
な
る
は
︑
ま
の
も
な
く

（

マ

マ

）

言
ひ
た
る
を
︑

若
き
人
は
い
み
じ
う
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
に
︑
消
え
入
り
た
る
こ
そ
︑
さ
る
べ
き

こ
と
な
れ
︒︵﹃
枕
草
子
﹄
一
八
六
段
﹁
ふ
と
心
お
と
り
と
か
す
る
も
の
は
﹂︶

�
い
ぬ
宮
︑
這
ひ
出
で
給
ひ
て
︑
物
ど
も
に
取
り
か
か
り
て
︑
つ
か
み
こ
ぼ
し
給
へ
ば
︑

父
君
︑﹁
こ
の
人
こ
そ
︑
い
と
ま
さ
な
け
れ
︒
か
か
る
わ
ざ
は
︑
女
は
せ
ぬ
も
の
ぞ

や
︒
⁝
﹂︵﹃
宇
津
保
物
語
﹄﹁
国
譲

中
﹂︶

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

二
八



⑪

本
稿
で
問
題
に
す
る
の
は
︑
実
際
の
合
戦
で
守
ら
れ
て
い
た
規
範
で
は
な
く
︑
物

語
中
に
描
か
れ
て
い
る
規
範
で
あ
る
︒

⑫

﹁
自
害
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
﹂
は
︑
相
手
に
禁
止
の
意
を
伝
え
る
表
現
で
あ
る
で

﹁
反
対
以
上
に
意
味
は
な
い
﹂
と
し
て
よ
い
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
が
︑﹁
卑
怯
に

も
﹂
の
よ
う
に
相
手
の
非
を
責
め
る
意
を
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
ろ
う
︒

⑬

諸
注
を
概
観
す
る
と
︑﹃
三
弥
井
古
典
文
庫
﹄
の
頭
注
は
︑﹁
い
け
ま
せ
ん
﹂
と
あ

り
︑﹃
大
系
﹄
と
同
じ
︒
や
や
丁
寧
に
﹁
よ
ろ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
す
る
の
が
︑

﹃
平
家
物
語
評
講
﹄
と
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
で
あ
る
︒
た
だ
し
﹃
平
家
物
語

評
講
﹄
は
︑﹁
ま
さ
な
う
も
﹂
は
﹁
あ
る
行
動
を
非
難
す
る
こ
と
ば
﹂
と
言
い
添
え

る
︒
重
衡
の
行
動
を
強
く
否
定
す
る
も
の
と
し
て
︑﹃
校
注
古
典
叢
書
﹄
の
﹁
と
ん

で
も
な
い
こ
と
を
な
さ
い
ま
す
﹂
と
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄﹁︵
自
害
な
ど
︶

い
け
ま
せ
ん
︑
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
﹂
が
あ
る
︒

⑭

た
と
え
ば
︑
巻
九
﹁
六
ケ
度
軍
﹂
に
平
教
経
が
降
人
に
な
っ
た
沼
田
次
郎
を
福
原

へ
連
れ
て
い
く
例
が
あ
る
︒
降
人
は
そ
の
場
で
斬
ら
ず
︑
本
拠
地
へ
連
れ
て
行
く
こ

と
が
慣
例
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

⑮

﹃
日
本
国
語
大
辞
典
︵
第
二
版
︶﹄
は
︑
土
佐
房
の
例
を
﹁︹
二
︺
そ
の
時
そ
の
時

の
予
想
や
期
待
に
合
致
し
な
い
﹂﹁
⑵
予
想
・
期
待
に
合
わ
ず
︑
い
け
な
い
﹂
の
例

と
し
て
あ
げ
る
︒

⑯

﹁
う
た
て
し
﹂︵
シ
ク
活
用
︶
�
例
︑
名
詞
﹁
う
た
て
さ
﹂
�
例
︑
名
詞
﹁
う
た
て

し
さ
﹂
�
例
︑
形
容
動
詞
﹁
う
た
て
げ
な
り
﹂
�
例
︒
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﹃
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︑
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︒
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二
〇
〇
四

年
︒

�
美
濃
部
重
克
・
榊
原
千
鶴
校
注
﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
六
︵
中
世
文
学
︶
三
弥
井
書
店
︑

二
〇
〇
一
年
︒

�
松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注
・
訳
﹃
枕
草
子
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︶
小
学
館
︑

一
九
九
七
年
︒

�
河
野
多
麻
校
注
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
三
︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
岩
波
書
店
︑
一
九
六

二
年
︒

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

二
九



�
室
城
秀
之
校
注
﹃
う
つ
ほ
物
語

全
﹄
お
う
ふ
う
︑
一
九
九
五
年
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
︑
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
2
0
K
2
1
9
9
9
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ま
さ
な
し
﹂
と
﹁
う
た
て
し
﹂

三
〇


