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平
家
物
語
の
因
果
観
的
構
想

覚
一
本
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て

佐

伯
　
　
真

Ｈ

　
従
来
の
覚
一
本
の
構
想
論
は
、
諸
本
関
係
を
一
応
措
い
て
覚
一
本
の
叙
述
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

造
そ
の
も
の
を
探
っ
た
も
の
と
、
諸
本
と
の
比
較
に
よ
っ
て
覚
一
本
の
構
成
上

の
整
理
な
ど
を
論
じ
た
も
の
と
に
大
別
で
き
る
と
思
う
。
無
論
両
者
は
互
い
に

重
な
り
合
う
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
山
下
宏
明
氏
「
平
家
物
語
研
究
序
説
」

の
諸
本
間
の
部
分
的
異
同
の
指
摘
に
は
、
構
想
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
が
多
く

含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
部
分
的
特
徴
を
総
合
し
た
、
覚
一
本
全
体
の
構

想
が
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
は
、
同
書
で
は
充
分
触
れ
ら
れ

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
た
と
え
ば
頼
朝
挙
兵
関
係
記
事
の
問
題
か
ら
、
語

り
系
の
「
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
「
平
家
一
族
の
滅
亡
の
哀
史
」
で
あ
る
と
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

麻
原
美
子
氏
の
論
考
等
、
語
り
系
の
、
平
氏
滅
亡
を
中
心
と
し
た
物
語
と
し
て

の
性
格
を
指
摘
す
る
論
は
、
語
り
系
の
構
想
を
論
ず
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も

っ
が
、
麻
原
氏
の
論
が
「
モ
テ
ィ
ー
フ
」
の
語
を
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
の

内
容
は
「
構
想
」
論
と
は
今
一
歩
隔
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
総
じ
て
、
諸
本
比

較
か
ら
提
出
さ
れ
た
問
題
と
、
覚
一
本
の
構
想
論
・
思
想
論
と
は
、
こ
れ
ま
で

充
分
結
合
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
か
っ
て
渥
美
か
を
る
氏
が
「
原
作
者
」
の
意
図
を
、

「
前
半
に
清
盛
を
描
き
、
そ
の
因
果
応
報
と
し
て
後
半
で
平
氏
の
滅
亡
を
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

す
」
「
二
部
構
成
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
た
見
解
は
、
平
家
物
語
の
構
想
の
問
題

を
諸
本
の
展
開
と
関
係
づ
け
た
も
の
と
し
て
、
今
な
お
貴
重
な
論
考
で
あ
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
見
で
は
、
こ
の
「
二
部
構
成
」
は
、
前
記
麻
原
氏
論

文
が
指
摘
す
る
、
語
り
系
の
「
平
家
一
族
の
滅
亡
の
哀
史
」
と
し
て
の
性
格
と

深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
更
に
進
ん
で
、
語
り
系
と
「
増
補
系
」
（
以

下
「
読
み
本
系
」
と
呼
ぷ
）
の
相
違
を
、
こ
の
よ
う
な
構
想
の
有
無
に
求
め
て

も
よ
い
と
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
渥
美
氏
は
右
の
よ
う
な
「
二
部



構
成
」
は
「
原
作
者
」
の
も
の
で
あ
っ
て
「
詞
章
の
増
補
を
見
る
に
及
ん
で
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
構
成
は
次
第
に
霞
ん
で
き
た
」
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
点
に
っ
い
て
の
説

明
は
充
分
納
得
の
い
く
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　
氏
の
論
の
是
非
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
「
原
平
家
」
観
の
問
題
に
も
関
わ

る
の
で
、
こ
こ
で
完
全
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
読
み
本
系
の
問

題
を
別
に
し
て
語
り
系
の
成
長
過
程
の
み
を
見
て
も
、
屋
代
本
か
ら
覚
一
本
へ

の
間
で
、
そ
の
構
成
が
「
霞
ん
で
き
た
」
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
よ
う
な
構
成
を
支
え
る
考
え
方
が
、
平
家
物
語
本
文
の
中
で
最
も
明
瞭
に
示

さ
れ
て
い
る
。

　
　
こ
れ
は
た
だ
入
道
相
国
、
一
天
四
海
を
掌
に
握
っ
て
、
上
は
一
人
を
も
恐

　
　
れ
ず
、
下
は
万
民
を
も
顧
み
ず
、
死
罪
・
流
刑
思
ふ
様
に
行
ひ
、
世
を
も

　
　
人
を
も
悼
ら
れ
ざ
り
し
が
致
す
処
な
り
。
父
祖
の
罪
業
は
子
孫
に
む
く
ふ

　
　
と
い
ふ
事
疑
ひ
な
し
と
ぞ
見
え
た
り
け
る
（
「
女
院
死
去
」
）
（
以
下
、
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
に
断
わ
る
も
の
以
外
、
平
家
物
語
の
引
用
は
覚
一
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

と
い
う
一
文
が
、
覚
一
本
に
至
っ
て
は
じ
め
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

一
事
を
見
て
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
潅
頂
巻
に

お
い
て
、
一
門
の
運
命
を
女
院
の
六
道
体
験
に
な
ぞ
ら
え
て
語
っ
た
後
、
彼
女

達
の
往
生
を
記
す
直
前
に
お
か
れ
た
こ
の
一
文
は
、
覚
一
本
の
平
氏
興
亡
の
物

語
叙
述
の
結
論
と
い
っ
て
も
よ
い
重
み
を
も
っ
て
い
る
が
、
読
み
本
系
諸
本
は

潅
頂
巻
を
立
て
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
こ
の
一
文
を
欠
き
、
屋
代
本
等
の
初

　
　
　
　
　
　
平
家
物
語
の
因
果
観
的
構
想

期
語
り
本
も
ま
た
同
様
な
の
で
あ
る
。

　
現
存
諸
本
の
み
に
立
脚
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
渥
美
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う

な
因
果
観
的
構
想
は
、
「
原
平
家
」
の
も
の
と
考
え
る
よ
り
も
、
覚
一
本
に
お

い
て
最
も
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
平

氏
中
心
の
物
語
と
い
う
傾
向
を
有
す
る
語
り
系
の
成
長
の
中
で
、
次
第
に
ま
と

め
あ
げ
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
以
下
、
物
語
の
叙
述
に
即
し

て
、
そ
の
問
題
を
考
え
る
。

ｏ

　
清
盛
が
悪
行
に
よ
っ
て
悪
因
を
蓄
積
し
、
そ
の
報
い
に
よ
っ
て
平
氏
一
門
が

滅
亡
す
る
と
い
う
構
想
に
と
っ
て
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
が
、
鹿
谷
事
件
の

結
果
で
あ
る
鬼
界
島
流
人
課
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
終
末
部
の
俊
寛
の
恨
み
の

叙
述
を
、
「
か
様
に
人
の
思
ひ
歎
き
の
つ
も
り
ぬ
る
平
家
の
末
こ
そ
お
そ
ろ
し

け
れ
」
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
鹿
谷
事
件
の
犠
牲
者
達
と
平
氏
の
運
命
を
結

び
つ
け
る
の
が
、
語
り
系
の
特
徴
的
姿
勢
で
あ
る
こ
と
は
今
更
い
う
ま
で
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

い
。
こ
の
点
が
、
こ
の
結
び
を
欠
く
読
み
本
系
と
の
大
き
な
相
違
で
あ
る
わ
け

だ
が
、
両
系
統
の
相
違
は
単
に
こ
の
結
文
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

　
語
り
系
に
お
い
て
、
こ
の
結
文
が
強
い
印
象
を
与
え
る
一
因
は
、
そ
れ
ま
で

の
叙
述
の
中
で
、
「
姫
が
事
こ
そ
心
苦
し
け
れ
共
、
そ
れ
も
い
き
身
な
れ
ば
歎

き
な
が
ら
も
す
ご
さ
ん
ず
ら
ん
」
と
い
っ
た
恨
み
多
い
言
葉
を
残
し
っ
っ
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
　
平
家
物
語
の
因
果
榎
的
槍
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ら
食
を
断
っ
て
死
ん
で
い
く
俊
寛
の
姿
が
具
体
的
に
形
象
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
り
、
ま
た
、
有
王
の
「
お
ぼ
し
め
さ
れ
侯
し
御
心
の
内
さ
な
が
ら
む
な
し
う

て
や
み
侯
に
き
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
思
ひ
歎
き
」
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
四
部
本
に
は
こ
れ
ら
の
語
句
は
な
い
。
逆
に
四
部
本

で
は
、
都
へ
帰
れ
と
説
得
す
る
俊
寛
を
制
し
て
島
に
残
り
、
「
立
前
後
取
硫
黄

拾
虎
布
遇
夏
…
」
と
、
病
死
す
る
俊
寛
に
長
い
間
献
身
的
に
尽
す
有
王
の
姿
の

方
が
、
中
心
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

み
本
系
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
詳
細
な
本
文
を
有
す
る
延
慶
本
で
は
さ
ら

に
有
王
の
姿
が
際
立
っ
て
い
て
、
「
有
王
丸
力
志
タ
メ
シ
ス
ク
ナ
ク
ソ
覚
シ
」

「
ミ
メ
カ
タ
チ
心
サ
マ
マ
テ
モ
吉
童
ニ
テ
ソ
有
ケ
ル
」
等
、
有
王
賞
讃
の
句
も

あ
り
、
有
王
に
事
件
の
報
告
者
的
役
割
を
与
え
る
語
り
系
に
比
べ
て
、
大
き
な

関
心
を
有
王
の
方
に
向
け
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
有
王
の
献
身

的
努
力
に
よ
る
主
従
の
奇
跡
的
遜
追
を
興
味
の
中
心
と
し
た
有
王
説
話
、
今
成

　
　
＠

元
昭
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
運
遁
談
」
的
な
傾
向
が
、
読
み
本
系
に
は
見
ら

れ
る
と
い
え
る
。

　
有
王
説
話
は
、
独
立
的
な
説
話
と
し
て
の
性
格
の
強
い
「
遅
遁
談
」
的
傾
向

を
示
す
読
み
本
系
の
形
と
、
俊
寛
の
悲
惨
な
最
期
を
中
心
に
お
く
こ
と
に
よ
っ

て
平
氏
の
運
命
に
関
与
す
る
事
件
と
し
て
描
か
れ
る
語
り
系
の
形
と
の
間
に
、

顕
著
な
相
違
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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有
王
－
俊
寛
と
類
似
の
問
題
は
、
康
頼
・
成
経
と
俊
寛
の
関
係
に
お
い
て
も

存
在
す
る
。
た
と
え
ぱ
、
語
り
系
の
「
足
摺
」
に
お
い
て
は
、
赦
文
を
俊
寛
一

人
が
受
け
取
る
劇
的
構
成
を
は
じ
め
、
い
わ
ゆ
る
「
対
象
圭
体
化
」
の
文
体
を

も
交
え
て
、
俊
寛
の
悲
歎
の
み
が
強
く
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
始
め
の
部

分
に
関
し
て
、
延
慶
本
・
長
門
本
・
盛
衰
記
は
、
使
者
の
到
着
に
際
し
、
康
頼

・
成
経
が
隠
れ
て
い
て
、
使
者
と
わ
か
っ
て
は
じ
め
て
出
て
く
る
と
い
う
構
成

を
と
る
た
め
、
二
人
の
心
理
描
写
が
長
く
続
く
。
ま
た
四
部
本
は
三
人
が
そ
ろ

っ
て
赦
文
を
受
け
と
る
形
を
と
り
、
各
々
の
描
写
に
同
等
の
筆
を
費
し
て
い

る
。
あ
る
い
は
成
経
の
慰
め
に
お
い
て
も
、
「
…
と
慰
め
た
ま
へ
共
、
人
目
も

知
ら
ず
泣
も
だ
え
け
り
」
と
、
俊
寛
の
悲
し
み
を
際
立
た
せ
る
ば
か
り
で
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ル
　
　
　
セ

な
い
語
り
系
の
形
に
対
し
て
、
四
部
本
で
は
、
「
少
将
聞
之
、
何
可
苦
　
乗
レ
船

　
テ
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ケ
ン
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
レ

捨
コ
置
九
国
地
一
上
レ
都
　
有
是
何
是
侯
　
少
縁
事
被
思
食
侯
　
謀
叛
衆
中
此
僧

　
　
コ
ト
レ
　
ニ
リ
　
　
　
　
　
　
ナ
ラ
　
リ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ロ
シ

都
殊
計
勝
館
有
支
度
不
二
名
目
一
御
憤
深
侯
彼
聞
如
何
可
レ
為
懐
一
下
僧

都
一
…
」
と
成
経
ら
の
側
か
ら
事
件
を
描
く
。
延
慶
本
等
も
、
成
経
等
の
描
写

に
よ
っ
て
俊
寛
の
悲
し
み
の
描
写
を
中
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
語
り
系
、
と
り
わ
け
覚
一
本
の
表
現
の
巧
み
さ
の
問
題
で
も
あ

る
の
だ
が
、
単
に
表
現
の
巧
拙
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
、
俊
寛
を
中

心
に
す
え
て
描
く
か
ど
う
か
と
い
う
姿
勢
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
「
足
摺
」

前
後
の
叙
述
態
度
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
覚
一
本
は

「
御
産
」
「
頼
豪
」
末
尾
に
「
俊
寛
僧
都
一
人
赦
免
な
か
り
け
る
こ
そ
う
た
て



け
れ
」
の
句
を
付
加
し
、
俊
寛
の
恨
み
を
平
氏
の
運
命
と
結
び
っ
け
て
語
る
姿

勢
が
顕
著
な
の
で
あ
り
、
覚
一
本
の
「
足
摺
」
は
こ
れ
ら
の
句
に
結
ぴ
っ
く
も

の
と
し
て
、
俊
寛
中
心
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
句
は
屋
代
本

に
も
な
い
も
の
で
、
語
り
系
の
成
長
の
結
果
、
覚
一
本
が
意
識
的
に
俊
寛
中
心

の
叙
述
を
行
な
う
ま
で
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
有
王
や
康
頼
・
成
経
ら
、
す
な
わ
ち
、
個
々
の
話
を
独
立
し

た
説
話
と
し
て
見
た
時
の
圭
人
公
た
り
う
る
人
物
に
比
べ
て
、
俊
寛
に
重
き
を

お
い
て
語
る
覚
一
本
の
叙
述
は
、
俊
寛
の
悲
歎
の
強
調
を
も
っ
て
、
鬼
界
島
流

人
講
を
平
氏
の
運
命
に
関
わ
ら
せ
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
を
、
背
後
に
も
っ
て

い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
こ
う
し
た
俊
寛
の
悲
劇
を
ひ
き
起
こ
し
た
責
任
は
、
た
だ
漠
然
と

平
氏
全
体
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
平
氏
の
頂
点
に
あ
っ
て
絶
対
的
な
権
力
を
握

る
清
盛
の
意
志
が
、
流
人
達
の
運
命
を
常
に
支
配
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
康
頼

．
成
経
の
赦
免
、
俊
寛
の
赦
免
も
れ
が
清
盛
の
好
悪
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
無

論
諸
本
に
共
通
す
る
の
だ
が
、
覚
一
本
が
清
盛
の
支
配
を
強
調
す
る
の
は
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
康
頼
．
成
経
の
赦
免
の
原
因
は
、
教
盛
・
重
盛
の
運
動
以
上

に
、
物
語
中
で
は
「
卒
都
婆
流
」
「
康
頼
祝
言
」
の
厳
島
・
熊
野
の
霊
験
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
覚
一
本
の
「
卒
都
婆
流
」
は
、
都
に
着
い
た

卒
都
婆
を
清
盛
が
見
て
、
「
入
道
も
石
木
な
ら
ね
ば
、
さ
す
が
哀
げ
に
ぞ
の
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ひ
け
る
」
と
結
ば
れ
、
「
入
道
相
国
の
あ
は
れ
み
給
ふ
上
は
、
京
中
の
上
下
、
老
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た
る
も
わ
か
き
も
、
鬼
界
カ
嶋
の
流
人
の
歌
と
て
、
口
ず
さ
ま
ぬ
は
な
か
り
け

り
」
と
、
「
蘇
武
」
に
続
い
て
い
く
。
（
傍
点
部
は
屋
代
本
に
な
し
）
屋
代
本
も

含
め
、
語
り
系
の
「
卒
都
婆
流
」
で
は
、
闘
詳
録
・
延
慶
本
等
に
詳
述
さ
れ

る
、
康
頼
の
母
に
卒
都
婆
が
届
け
ら
れ
る
部
分
が
、
大
き
く
簡
略
化
さ
れ
て
い

る
た
め
、
卒
都
婆
の
効
果
そ
の
も
の
が
、
右
の
一
文
の
「
清
盛
の
同
情
」
と
い

う
結
論
に
集
約
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
強
い
。
延
慶
本
に
は
こ
の
一
文
が
な
い
。

　
　
＠

闘
静
録
は
こ
の
一
文
に
近
い
も
の
を
有
す
る
が
、
こ
の
話
の
結
論
と
し
て
は
、

　
　
　
ハ
リ
ノ
ヲ
　
メ
ノ
ヲ
ノ
ハ
ミ
ノ
ヲ
　
ム
の
ヲ

「
昔
蘇
武
　
作
二
五
言
詩
一
止
二
母
恋
一
今
康
頼
　
読
二
二
首
歌
一
慰
二
親
思
一
」

と
、
卒
都
婆
の
効
果
を
「
親
の
思
い
を
慰
む
」
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
比
べ
、
語
り
系
で
は
、
こ
の
よ
う
な
霊
験
談
も
、
清
盛
の
同
情
と
い

う
現
実
的
効
果
に
導
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
さ
ら
に
微
細
に
見
れ
ば
、
「
足
摺
」
に
お
け
る
成
経
の
慰
め
の
言
葉
の
中
で
、

「
宰
相
ニ
モ
且
ハ
吉
様
二
申
…
」
と
あ
る
延
慶
本
に
比
べ
て
、
語
り
系
に
「
入

道
相
国
の
気
色
を
も
う
か
が
ふ
て
…
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
部

分
を
独
立
し
た
説
話
と
し
て
見
た
と
き
に
は
、
成
経
の
援
助
者
と
し
て
し
ぱ
し

ば
登
場
す
る
門
脇
宰
相
教
盛
の
名
が
挙
が
る
の
は
自
然
な
形
な
の
だ
が
、
そ
の

か
わ
り
に
「
入
道
相
国
」
を
言
う
語
り
系
は
、
流
人
達
の
運
命
を
握
る
人
物
と

し
て
、
常
に
清
盛
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
清
盛
を
、
全
て
の
運
命
を
握
る
権
力
者
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

事
件
の
責
を
彼
に
負
わ
せ
、
も
っ
て
物
語
の
前
半
部
を
平
氏
滅
亡
の
因
を
な
す
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清
盛
の
悪
行
の
叙
述
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
、
語
り
系
、
と
り
わ
け
覚
一
本

の
構
想
は
、
こ
れ
ら
の
中
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
他
に
も
、
覚
一
本
の
前
半
部
に
は
、
上
述
の
構
想
の
も
と
に
物
語
を
統

合
し
て
い
く
傾
向
が
、
屋
代
本
と
比
べ
て
も
な
お
顕
著
に
見
て
と
れ
る
。
山
下

　
　
＠

宏
明
氏
等
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
「
善
光
寺
炎
上
」
を
史
実
に

反
す
る
位
置
に
移
し
、
山
門
事
件
も
ろ
と
も
、
「
平
家
の
末
に
な
り
ぬ
る
先
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

や
ら
ん
」
と
い
う
や
や
無
理
な
形
で
結
ぷ
点
に
も
、
屋
代
本
の
よ
う
な
編
年
体

的
構
成
を
も
崩
し
た
、
覚
一
本
の
構
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
小

督
」
を
巻
六
に
移
し
て
、
高
倉
帝
の
死
を
さ
え
「
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
」
と
清
盛
の
悪
行
に
関

連
づ
け
て
い
る
こ
と
等
も
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
覚
一
本
の

前
半
部
は
清
盛
－
平
氏
の
悪
因
蓄
積
の
過
程
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
に
個
別
の
説
話
を
因
果
観
的
な
平
氏
興
亡
史
の
構
想
の
も
と
に
統

一
し
て
い
く
語
り
系
、
と
り
わ
け
覚
一
本
の
特
色
は
、
後
半
部
を
平
氏
滅
亡
の

叙
述
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
点
に
も
見
て
と
れ
る
。
た
と
え
ば
一
谷
合
戦

に
お
け
る
盛
俊
・
忠
度
・
敦
盛
ら
の
最
期
が
、
読
み
本
系
に
見
ら
れ
る
、
猪
俣

則
綱
・
岡
部
六
弥
太
・
熊
谷
直
実
ら
の
武
勲
談
．
発
心
談
的
形
態
か
ら
、
平
氏

の
武
士
・
公
達
の
最
期
を
語
る
こ
と
を
中
心
と
し
た
章
段
へ
と
変
質
し
て
い
る

　
　
　
　
＠

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
十
二
の
六
代
課
と
そ
の
後
の
残
党
根
絶
の
記
事
が
、
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潅
頂
巻
特
立
と
あ
い
ま
っ
て
、
平
氏
の
徹
底
的
な
全
滅
の
叙
述
と
し
て
整
理
さ

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
注
目
さ
れ
る
が
、
今
は
こ
れ
以
上
触
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

嘗

　
こ
の
よ
う
な
覚
一
本
の
構
想
の
あ
り
方
は
、
何
ら
か
の
思
想
的
立
場
に
立
っ

た
編
者
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
説
話
を
悠
意
的
に
改
変
し
、
統
合
し
て
い
く
と
い
う

よ
う
な
編
集
作
業
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
上
述
の
鬼
界
島
流
人
講

に
お
い
て
も
、
俊
寛
の
怨
霊
が
平
氏
に
報
い
る
と
い
う
発
想
は
、
俊
寛
を
語
る

説
話
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
延
慶
本
「
成
親
卿

北
方
君
達
等
出
家
事
」
に
見
ら
れ
る
、
経
遠
の
娘
（
闘
静
録
・
長
門
本
．
盛
哀

記
で
は
介
錯
の
僧
智
明
の
娘
）
の
怪
死
の
話
に
は
、
成
親
の
怨
霊
が
加
害
者
に

た
た
る
と
い
う
発
想
が
見
ら
れ
、
鹿
谷
事
件
の
犠
牲
者
の
怨
霊
が
平
氏
に
報
い

る
と
い
う
考
え
方
が
、
決
し
て
語
り
系
作
者
の
独
創
な
ど
で
は
な
い
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
た
だ
、
語
り
系
は
、
そ
う
し
た
説
話
の
想
像
力
に
依
拠
し
な
が
ら
、

報
い
の
対
象
を
清
盛
と
平
氏
の
将
来
に
し
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
を
秩
序

立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
清
盛
が
さ
ま
ざ
ま
の
人
間
の
運
命
を
握
る
者
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
悪
因
の
責
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
も
、
清

盛
を
多
く
の
説
話
の
圭
人
公
と
関
係
づ
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
像
を



「
一
天
四
海
を
掌
に
握
る
」
者
と
し
て
巨
大
化
し
て
い
く
と
い
う
、
説
話
的
な

想
像
力
の
上
に
成
立
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
語
り
系
が
清
盛
を

悪
因
蓄
積
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
方
法
は
、
清
盛
を
倫
理
的
に
断
罪
・
非

難
し
、
あ
る
い
は
卑
小
な
悪
役
に
お
と
し
め
る
と
い
う
よ
う
な
方
法
と
は
か
け

　
　
　
　
＠

離
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
覚
一
本
は
「
祇
王
」
冒
頭
を
「
入
道
相
國
、
一
天

四
海
を
た
な
ご
こ
ろ
の
う
ち
に
に
ぎ
り
給
ひ
し
あ
ひ
だ
－
・
…
不
思
議
の
こ
と
を

の
み
し
給
へ
り
。
た
と
へ
ば
…
」
と
語
り
出
し
、
「
祇
王
」
を
清
盛
の
「
不
思
議

の
こ
と
」
の
一
っ
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
屋
代
本
（
抽
書
）
も
類
似
の
冒
頭
を

有
す
る
こ
と
か
ら
は
、
語
り
系
が
本
来
こ
う
し
た
位
置
づ
け
を
意
識
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
読
み
本
系
（
延
慶
本
・
盛
衰
記
）
は
こ
の
一
文
を
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
い
が
、
高
橋
伸
幸
氏
に
よ
っ
て
四
部
本
の
裏
書
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
「
刀
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

聞
」
「
平
家
族
伝
抄
」
の
「
義
王
義
如
事
」
は
、
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
モ
　
　
モ
シ
ヒ
　
　
　
　
　
　
こ
の
ケ
モ
か
な
り
シ
て
シ
て
て
　
　
に

　
　
抑
此
入
道
世
盛
間
　
有
為
元
常
可
何
不
知
　
惣
世
情
疎
　
明
暮
誇
酒
宴

　
　
　
モ
モ
　
に
に
を
　
　
ナ
レ
ハ
に
を
て
と
セ
リ

　
　
夜
董
被
襲
遊
戯
　
榮
花
令
傷
心
　
復
聞
腹
悪
人
　
常
賞
罰
為
宗
科
福
事
、

　
　
リ
シ
に
も

　
　
斯
中
云
義
王
義
如
杜
－
・
（
引
用
は
「
刀
後
聞
」
に
よ
る
。
「
族
伝
抄
」
も

　
　
ほ
ぼ
同
文
）

こ
こ
に
描
か
れ
た
清
盛
像
が
、
語
り
系
の
「
祇
王
」
冒
頭
の
、
「
一
天
四
海
を

掌
に
握
」
る
と
い
う
表
現
に
比
べ
て
む
し
ろ
倭
小
化
さ
れ
て
お
り
、
倫
理
的
に

非
難
さ
れ
て
い
る
色
彩
が
濃
い
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
「
刀
後
聞
」
「
族
伝
抄
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
っ
い
て
は
、
四
部
本
の
裏
書
と
い
う
位
置
づ
け
に
疑
問
が
も
た
れ
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
平
家
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も
と
よ
り
こ
れ
が
読
み
本
系
の
姿
勢
を
示
す
と
は
い
え
な
い
の
だ
が
、
た
だ
清

盛
を
非
難
し
、
悪
人
化
す
る
と
い
う
意
味
だ
け
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
描
写
も
あ

り
え
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。
語
り
系
の
清
盛
が
、
ほ

ん
の
気
ま
ぐ
れ
に
よ
っ
て
祇
王
ら
の
運
命
を
翻
弄
す
る
巨
大
な
権
力
者
と
し
て

の
像
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
悪
人
化
と
は
大
き
く
隔
た
っ
た
も

の
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
巻
六
「
慈
心
坊
」
の
問
題
が
あ
る
。
読
み
本
系
は
、
「
冥
途
蘇
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

記
」
か
ら
大
部
分
を
引
用
す
る
延
慶
本
を
は
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
提
婆
達
多
を

持
ち
出
し
て
、
清
盛
の
慈
恵
僧
正
再
誕
説
を
清
盛
－
権
者
説
に
よ
っ
て
説
明
す

る
。
こ
の
説
話
の
本
文
内
容
を
ほ
と
ん
ど
欠
き
、
意
味
の
通
じ
に
く
い
四
部
本

さ
え
も
が
、
説
話
の
収
載
よ
り
も
こ
の
巷
説
へ
の
釈
明
・
合
理
化
を
目
的
と
し

＠
た
か
の
よ
う
に
、
提
婆
達
多
を
云
々
す
る
程
だ
か
ら
、
悪
行
人
清
盛
を
慈
恵
の

再
誕
と
す
る
説
話
の
処
理
に
、
編
者
が
い
か
に
苦
労
し
た
か
わ
か
ろ
う
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
語
り
系
は
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
論
理
を
一
切
記

さ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
覚
一
本
に
至
っ
て
は
、
慈
恵
僧
正
再
誕
説
を
見
聞

し
て
き
た
尊
恵
を
清
盛
が
平
び
、
ほ
う
ぴ
を
っ
か
わ
し
た
と
い
う
記
述
を
さ
え

付
加
す
る
。
覚
一
本
で
は
、
コ
小
現
最
初
将
軍
身
、
悪
業
衆
生
同
利
益
」
の
偶

の
意
味
－
清
盛
が
悪
業
に
よ
っ
て
滅
ぴ
、
衆
生
に
悪
業
の
恐
ろ
し
さ
を
教
え
た

１
が
、
全
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
覚
一
本
の
「
慈
心

坊
」
は
、
清
盛
の
巨
大
な
行
動
力
、
「
不
思
議
」
を
説
明
す
る
た
め
に
、
慈
恵
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僧
正
再
誕
説
を
単
な
る
出
生
の
異
常
・
神
秘
と
し
て
用
い
、
そ
れ
に
驚
嘆
す
る

態
度
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
成
の
論
理
の
中
に
清
盛
を
あ
て
は
め
よ
う

と
す
る
の
で
は
な
く
、
「
心
も
詞
も
及
ば
れ
」
ぬ
「
不
思
議
」
の
人
と
し
て
清

盛
を
巨
大
化
す
る
覚
一
本
の
姿
勢
が
、
こ
こ
に
も
読
み
と
れ
よ
う
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
語
り
系
、
と
り
わ
け
覚
一
本
の
清
盛
像
は
、
個

別
の
説
話
の
も
つ
想
像
力
の
上
に
（
従
来
注
目
さ
れ
て
き
た
、
清
盛
を
直
接
圭

人
公
と
す
る
説
話
の
み
な
ら
ず
、
本
来
彼
と
は
関
係
が
薄
い
と
思
わ
れ
る
よ
う

な
説
話
を
さ
え
清
盛
の
話
の
一
環
と
す
る
と
い
う
意
味
を
含
め
て
）
巨
大
化
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
因
果
観
的
構
想
の
、
い
わ
ば
軸
と
も
い
う
べ
き
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
清
盛
造
型
に
よ
る
因
果
観
的
構
想
の
深
化
に
注
目

す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
覚
一
本
の
構
想
が
、
決
し
て
単
に
個
人
作
者

の
思
い
つ
き
と
か
、
あ
る
い
は
一
定
の
論
理
の
も
と
に
多
く
の
話
を
切
り
そ
ろ

え
て
ま
と
め
た
と
い
う
質
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

四

　
そ
れ
で
は
、
上
述
の
よ
う
に
物
語
を
ま
と
め
あ
げ
た
因
果
観
的
構
想
と
は
、

ど
の
よ
う
な
思
想
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
「
因
果
観

的
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
こ
の
構
想
を
説
明
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
仏
教

の
、
輪
廻
を
基
底
と
し
た
因
果
観
は
、
本
来
、
現
報
１
１
順
現
業
の
場
合
で
も
、

因
－
果
を
個
人
的
な
問
題
と
し
て
認
識
し
て
お
り
、
潅
頂
巻
の
「
父
祖
の
罪
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

は
子
孫
に
む
く
ふ
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
一
門
滅
亡
」
総
体
を
悪
果
と
す

る
よ
う
な
発
想
と
は
、
や
や
異
質
な
も
の
で
あ
る
。

　
仏
教
的
因
果
観
に
基
く
現
報
が
、
罪
業
を
作
っ
た
本
人
に
の
み
報
う
と
い
う

「
原
則
」
は
、
日
本
の
仏
教
説
話
に
お
い
て
も
よ
く
守
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

り
、
今
試
み
に
「
日
本
説
話
文
学
索
引
」
に
よ
っ
て
「
応
報
」
の
項
二
百
二
十

七
例
（
仏
教
説
話
以
外
の
説
話
も
含
む
）
を
調
べ
て
み
て
も
、
応
報
が
子
に
及

ん
で
い
る
も
の
は
五
例
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
う
ち
、
子
孫
の
繁
栄
を
説

い
た
、
「
備
後
国
風
土
記
逸
文
」
１
１
「
蘇
民
将
来
」
と
、
「
江
談
抄
」
二
（
大
江

音
人
の
予
言
の
説
話
）
は
、
今
、
考
察
の
対
象
外
に
お
く
。
ま
た
、
今
音
物
語

集
震
旦
部
巻
九
１
２
１
，
４
１
の
二
話
は
仏
教
説
話
で
あ
る
が
、
前
者
は
、
狩
を
好

ん
だ
男
が
女
子
を
失
な
う
話
で
あ
り
、
後
者
は
酷
暴
な
獄
吏
に
奇
形
の
子
が
生

ま
れ
、
程
な
く
死
ぬ
と
い
う
話
で
あ
っ
て
、
「
一
門
滅
亡
」
と
い
う
よ
う
な
発

想
か
ら
は
遠
い
。
最
後
に
残
っ
た
「
十
訓
抄
」
十
１
７
６
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

と
し
て
、
大
体
、
仏
教
的
因
果
観
に
基
い
た
説
話
が
「
子
孫
の
滅
亡
」
を
語
る

こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
覚
一
本
の

因
果
観
的
構
想
が
、
単
に
仏
教
的
因
果
観
に
よ
る
物
語
の
再
編
と
は
考
え
が
た

い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
そ
う
し
た
意
味
で
、
佐
々
木
八
郎
氏
が
物
語
構
想
に
お
け
る
儒
教
思
想
の
役

割
を
重
視
さ
れ
た
の
は
、
卓
見
だ
ろ
う
。
先
の
濾
頂
巻
の
一
文
も
、
典
拠
を
挙

げ
る
と
す
れ
ば
最
も
有
力
な
の
は
佐
々
木
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
「
周
易
」



の
「
父
祖
の
善
悪
は
子
孫
に
及
ぶ
」
で
あ
ろ
う
し
、
清
盛
の
悪
行
と
子
孫
の
滅

亡
を
関
係
づ
け
る
上
で
、
佐
々
木
氏
の
い
わ
れ
る
「
儒
教
的
倫
理
思
想
」
が
少

な
か
ら
ぬ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
清
盛
の
悪
行
が
清
盛
自
身
の
堕
地
獄
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
構
想

は
仏
教
的
因
果
観
に
よ
り
、
子
孫
の
滅
亡
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
構
想
は
儒
教

的
倫
理
観
に
よ
っ
た
１
と
い
う
よ
う
に
割
り
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
「
父
祖
の
罪
業
は
子
孫
に
む
く
ふ
」
と
い
う
句
も
、
「
善
悪
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

及
ぷ
」
で
は
な
く
、
「
罪
業
１
む
く
ふ
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
、

単
に
誤
ま
っ
た
引
用
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
も
う

少
し
考
え
る
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
。

　
先
に
「
応
報
」
の
説
話
の
例
と
し
て
挙
げ
た
「
十
訓
抄
」
十
　
７
６
は
、
検
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

違
使
別
当
・
源
経
衡
が
獄
囚
を
冷
酷
に
扱
っ
た
応
報
を
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
其
後
、
別
当
失
ら
れ
け
る
時
、
か
の
獄
囚
の
音
、
耳
に
あ
る
が
如
く
に
聞

　
　
ゆ
る
と
て
、
臨
終
も
心
よ
か
ら
ず
有
け
り
。
其
上
、
重
資
・
師
賢
と
て
中

　
　
納
言
ま
で
成
た
る
お
は
せ
し
か
共
、
其
末
絶
に
け
り
。
是
又
、
法
の
理
と

　
　
云
な
が
ら
、
無
下
に
懸
悦
な
き
心
の
ほ
ど
、
罪
深
く
覚
ゆ
。
（
中
略
）
此

　
　
奉
公
の
忠
な
る
事
な
れ
ど
も
、
か
様
迄
の
慮
り
は
、
罪
業
の
因
に
も
や

　
　
と
、
よ
し
な
く
覚
ゆ
。

こ
の
後
に
は
儒
教
的
善
政
思
想
に
基
く
評
言
が
長
々
と
続
く
の
だ
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
右
に
引
用
し
た
部
分
を
も
儒
教
思
想
と
断
じ
、
「
其
末
絶
に
け
り
」

　
　
　
　
　
　
平
家
物
語
の
因
果
観
的
構
想

を
儒
教
的
倫
理
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ

う
。
仏
教
説
話
が
「
子
孫
滅
亡
」
の
話
を
作
り
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ

の
よ
う
な
事
件
の
説
明
に
は
、
儒
教
的
論
理
に
仏
教
的
論
理
が
混
入
す
る
こ
と

が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
清
盛
の
悪
行
は
、
王
法
－
仏
法
双
方
に
対
す
る
破
壊
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ

え
に
こ
そ
、
当
時
の
社
会
秩
序
総
体
に
対
す
る
破
壊
な
の
で
あ
っ
た
。
一
門
滅

亡
は
そ
の
悪
行
総
体
の
結
果
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
仏
法
に
対
す
る
悪
行

は
清
盛
の
堕
地
獄
を
招
き
、
王
法
に
対
す
る
悪
行
は
一
門
の
滅
亡
を
招
い
た
１

と
い
う
よ
う
に
区
別
し
て
し
ま
う
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。
仏
教
的
罪
業
も
一
門

滅
亡
の
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
灌
朋
巻
の
一
文
に
も
、
仏
教
的
論
理

（
因
果
観
）
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
「
罪

業
　
む
く
ふ
」
と
い
う
語
の
関
連
は
、
儒
教
的
と
い
う
よ
り
は
と
う
見
て
も
仏

教
的
な
発
想
を
見
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
十
訓
抄
の
例
と
同
様
、
こ
の
一
文

も
、
儒
教
的
論
理
（
倫
理
観
）
と
仏
教
的
論
理
（
因
果
観
）
が
混
同
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
単
に
仏
教
と
儒
教
の
論
理
が
混
同

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
論
理
が
い
か
に
物
語
の
構
想

と
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
も
う

一
つ
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
灌
頂
巻
の
文
章
で
清
盛
の
悪
行
と
し
て
具
体
的

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
死
罪
・
流
刑
思
ふ
さ
ま
に
行
な
ひ
」
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
　
　
平
家
物
語
の
因
果
観
的
構
想

と
、
そ
し
て
、
平
家
物
語
中
で
最
も
詳
細
に
、
あ
る
い
は
悲
惨
に
描
か
れ
る

「
死
罪
・
流
刑
」
が
、
成
親
・
俊
寛
ら
、
鹿
谷
事
件
犠
牲
者
の
そ
れ
で
あ
る
こ

　
　
　
ゆ

と
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鹿
谷
事
件
の
義
牲
者
達
の
恨
み
を
、
「
怨

霊
の
恐
し
さ
」
あ
る
い
は
「
思
ひ
歎
き
の
つ
も
り
」
と
し
て
平
氏
の
将
来
に
強

く
結
び
つ
け
る
姿
勢
を
、
覚
一
本
は
最
も
顕
著
に
見
せ
て
い
る
。
覚
一
本
に
お

い
て
、
そ
う
し
た
姿
勢
で
物
語
を
因
果
観
的
に
ま
と
め
あ
げ
た
こ
と
と
、
こ
の

一
文
の
付
加
と
が
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
と
す
れ
ば
、
鹿
谷
事
件
の
叙
述
に

見
ら
れ
た
、
「
清
盛
の
横
暴
↓
人
の
思
ひ
歎
き
の
っ
も
り
↓
平
氏
の
滅
亡
」
と

い
う
構
図
と
同
質
の
内
容
を
、
こ
の
一
文
が
含
み
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

も
、
あ
な
が
ち
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。
少
な
く
と
も
、
覚
一
本
に
お
け
る
因
果

観
的
な
物
語
構
成
に
は
、
怨
霊
観
的
な
考
え
方
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
一
側

面
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
怨
霊
観
、
あ
る
い
は
「
人
の
思
ひ
歎
き
の
っ
も
り
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
方

を
、
儒
・
仏
の
思
想
と
並
べ
て
「
思
想
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
当
で
な
い
だ
ろ
う

し
、
覚
一
本
に
も
「
怨
霊
に
よ
っ
て
平
家
が
滅
亡
し
た
」
等
と
い
う
説
明
は
な

い
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
怨
霊
観
的
な
考
え
方
に
よ
っ
て

ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
一
面
を
も
持
っ
物
語
の
説
明
と
し
て
、
儒
・
仏
の
論
理
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
「
作
晶
」
と
「
思
想
」
の
関
係
こ
そ
が
、
今
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い

こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

す
な
わ
ち
、
儒
教
的
・
あ
る
い
は
仏
教
的
論
理
が
ま
ず
存
在
し
、
そ
れ
に
あ

て
は
め
て
物
語
が
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
は
な
く
、
「
不

思
議
」
の
人
清
盛
の
「
心
も
詞
も
及
ば
れ
」
ぬ
悪
行
と
、
平
氏
の
滅
亡
を
描
い

た
物
語
を
い
か
に
脈
絡
づ
け
て
語
る
か
と
い
う
課
題
が
、
ま
ず
存
在
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
覚
一
本
は
、
個
別
の
説
話
そ
の
も
の
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
そ

こ
に
内
在
す
る
怨
霊
観
的
発
想
を
も
生
か
し
て
そ
の
課
題
を
果
た
す
一
方
、
そ

う
し
て
完
成
し
た
物
語
の
脈
絡
１
１
「
清
盛
の
悪
行
に
よ
る
子
孫
の
滅
亡
」
を
説

明
す
る
も
の
と
し
て
、
儒
・
仏
の
論
理
を
、
部
分
的
に
、
混
同
し
つ
つ
引
用
し

て
、
問
題
の
一
文
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
覚
一
本
が
行
な
っ
た
こ
の
一
文
の
付
加
は
、
決

し
て
安
易
な
「
周
易
」
の
引
用
で
は
な
く
、
平
氏
興
亡
の
物
語
を
統
一
的
に
把

握
せ
ん
と
す
る
主
体
的
積
極
的
な
営
為
の
上
に
生
み
出
さ
れ
た
論
理
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
「
思
想
」
は
、
も
は
や
儒
教
そ
の
も
の
で
も

仏
教
そ
の
も
の
で
も
な
い
。
平
氏
興
亡
史
を
解
釈
し
、
物
語
と
し
て
再
構
成
す

る
た
め
の
、
物
語
と
離
れ
て
は
存
在
し
え
な
い
、
い
わ
ば
「
作
晶
の
思
想
」
と

で
も
呼
ぷ
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。

　
「
構
想
」
と
い
う
語
は
、
物
語
の
著
作
に
先
立
っ
て
作
者
の
脳
裡
に
存
在
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
先
に
引
用
し
た
渥
美
氏
の
「
源
平

家
の
構
想
」
説
も
、
そ
う
し
た
通
念
に
基
く
先
入
観
に
引
か
れ
て
い
る
よ
う
に

田
甘
わ
れ
る
。
し
か
し
繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
構
想
の



明
文
化
が
、
語
り
の
中
で
成
長
し
た
覚
一
本
に
至
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
、
そ

の
よ
う
な
一
般
通
念
と
は
異
な
る
、
平
家
物
語
の
因
果
観
的
構
想
の
特
殊
な
あ

り
方
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
成
立
の
当
初
に
お
い
て
、
序
章
に
「
生
者
必
滅
」
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ら
ぬ
「
盛
者
必
衰
」
の
語
を
記
し
た
「
原
作
者
」
の
姿
勢
は
、
既
に
、
既
成
の

表
現
の
そ
の
ま
ま
の
借
用
で
は
な
か
っ
た
。
平
氏
興
亡
の
現
実
を
見
つ
め
、
そ

れ
に
即
し
た
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
集
約
的
・
理
念
的
表
現
を
作
り
出
そ
う
と
す
る

姿
勢
は
、
平
家
物
語
流
伝
の
出
発
点
か
ら
存
在
し
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
積
極
的
姿
勢
の
継
承
こ
そ
が
、
同
時
に
、
物
語
を
一
定
の
脈
絡
の

も
と
に
再
編
・
統
一
す
る
力
を
生
み
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
覚
一

本
に
至
っ
て
果
た
さ
れ
た
達
成
が
、
平
家
物
語
の
流
伝
過
程
総
体
に
お
け
る
課

題
へ
の
、
一
っ
の
解
答
と
さ
え
呼
ぴ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ

う
。
覚
一
本
の
達
成
と
は
、
こ
の
よ
う
な
構
想
上
の
完
成
を
、
重
要
な
一
面
と

す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
注

　
◎
　
佐
々
木
八
郎
氏
の
「
平
家
物
語
評
講
」
、
あ
る
い
る
「
平
家
物
語
の
世

　
　
界
」
（
「
平
家
物
語
の
達
成
」
所
収
）
に
凝
縮
さ
れ
た
成
果
が
、
こ
の
よ
う

　
　
な
傾
向
の
代
表
で
あ
ろ
う
。

　
◎
　
「
平
家
物
語
の
視
角
」
（
「
文
学
」
昭
４
５
・
６
）
な
お
氏
は
、
こ
の
論
の

　
　
中
で
「
平
家
系
」
（
「
源
平
系
」
に
対
す
る
）
の
名
称
を
用
い
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
平
家
物
語
の
因
果
観
的
構
想

＠
　
「
平
家
物
語
の
基
礎
的
研
究
」
下
篇
三
二
一
頁
。

¢
　
注
９
に
同
。

＠
　
岩
波
」
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

＠
　
鎌
倉
本
に
も
小
異
の
文
一
注
＠
参
照
）
が
あ
る
が
、
同
本
は
覚
一
本
と

　
の
関
係
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
、
一
応
措
い
た
。

¢
　
長
門
本
に
は
こ
の
一
文
が
あ
る
。
し
か
し
長
門
本
は
延
慶
本
と
同
様
の

　
本
文
で
有
王
賞
讃
の
句
等
も
有
す
る
上
、
更
に
「
燈
台
鬼
事
」
を
増
補

　
し
、
か
え
っ
て
「
避
遁
談
」
的
色
彩
を
強
め
て
い
る
。
結
句
の
付
加
は
語

　
り
本
の
影
響
で
は
な
い
か
。

＠
　
覚
一
本
で
は
特
に
、
こ
の
断
食
死
が
頼
豪
の
「
干
死
に
」
を
連
想
し
や

　
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
　
引
用
は
、
慶
大
蔵
斯
道
文
庫
本
に
よ
る
。

＠
　
引
用
は
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
古
典
研
究
会
刊
本
に
よ
る
。

◎
　
　
「
平
家
物
語
流
伝
考
」
、
「
有
王
・
俊
寛
話
を
め
ぐ
っ
て
」
。

＠
　
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
、
「
源
平
闘
謡
録
と
研
究
」
に
よ
る
。

＠
　
　
「
平
家
物
語
研
究
序
説
」
一
六
二
頁
。

＠
　
　
「
王
法
の
末
…
」
と
結
ぷ
の
が
自
然
な
形
で
あ
り
、
高
野
本
等
は
そ
う

　
な
っ
て
い
る
。

＠
　
巻
七
、
北
陸
合
戦
に
お
け
る
高
橋
長
綱
の
最
期
に
も
、
同
様
の
現
象
が

　
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
平
家
物
語
の
因
果
観
的
構
想

＠
　
こ
の
点
、
渥
美
氏
は
「
原
作
者
の
清
盛
観
」
と
し
て
、
指
摘
さ
れ
て
い

　
る
。
（
前
掲
書
、
三
二
八
～
三
三
三
頁
）
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
考
え
ら

　
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
覚
一
本
の
構
想
の
整
え
方
の
問
題
と

　
し
て
の
み
考
え
て
お
く
。

＠
　
昭
和
４
１
年
、
中
世
文
学
会
。

＠
　
引
用
は
注
◎
に
同
。

＠
　
松
本
隆
信
氏
「
四
部
合
戦
状
本
の
裏
書
に
つ
い
て
」
（
注
◎
書
別
冊
解

　
題
）
春
田
宣
氏
「
砥
王
の
一
考
察
」
（
「
中
世
説
話
文
学
論
序
説
」
所
収
）

ゆ
　
後
藤
丹
治
氏
、
「
戦
記
物
語
の
研
究
」
。

ゆ
　
佐
々
木
八
郎
氏
、
「
平
家
物
語
の
達
成
」
五
〇
頁
。

＠
　
境
田
四
郎
・
和
田
克
司
両
氏
編
。

＠
　
注
＠
書
所
収
、
「
平
家
物
語
の
世
界
」
。

＠
　
鎌
倉
本
で
は
、
こ
の
部
分
「
父
祖
ノ
罪
業
ハ
子
孫
二
及
フ
」
と
あ
る
。

＠
　
引
用
は
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
。

＠
　
平
氏
の
手
で
死
刑
に
な
っ
た
の
は
、
厳
密
に
い
え
ば
西
光
一
人
で
あ

　
り
、
事
実
上
は
成
親
も
死
刑
と
い
え
よ
う
。
流
刑
で
は
、
政
治
的
に
重
要

　
な
も
の
は
巻
三
「
大
臣
流
罪
」
で
あ
る
が
、
詳
細
な
話
と
し
て
は
鬼
界
島

　
流
人
講
が
第
一
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ゆ
　
因
果
観
的
構
想
の
基
底
に
は
、
　
こ
の
他
、
「
神
明
の
罰
」
と
い
っ
た
言

　
葉
に
表
わ
さ
れ
る
考
え
方
な
ど
、
考
え
る
ぺ
き
こ
と
が
多
い
と
思
う
。
今

＠ 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
冨
倉
徳
次
郎
氏
「
平
家
物
語
全
注
釈
」
上
巻
三
八
頁
。
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