
『
平
家
物
語
』
．
に
お
げ
る
清
盛
の
座

二
二

「
平
家
物
語
」
に
券
け
る
清
盛
の
座

　
『
平
家
物
語
』
は
清
盛
を
「
砥
園
粋
舎
」
で
「
濫
き
考
」
「
奮
れ
る
人
」
と
観

定
し
、
以
後
の
物
語
叙
述
の
中
で
そ
れ
を
敷
術
し
た
具
体
的
な
形
象
を
施
し
て

い
る
。
例
え
ぱ
次
の
よ
う
な
叙
述
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。

○
資
盛
朝
臣
は
う
く
六
波
羅
一
お
は
し
て
、
お
讐
の
揮
門
に
此
由
う
一
一
一
た
へ
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
さ
れ
げ
れ
ぱ
、
入
道
犬
に
い
か
（
ツ
）
て
、
（
巻
一
「
殿
下
乗
合
」
）

　
○
入
道
み
づ
か
ら
い
た
じ
き
た
か
ら
か
に
ふ
み
な
ら
し
、
大
納
言
の
お
は
し
け
る
う
し

　
　
ろ
の
障
子
を
さ
（
ツ
）
と
あ
け
ら
れ
た
り
。
　
（
中
略
）
以
外
い
か
れ
る
け
し
き
に
て
、

　
　
（
巻
二
「
小
教
訓
」
）

　
○
さ
し
も
よ
こ
紙
を
や
ら
る
二
犬
政
入
道
も
、
「
さ
ら
ぱ
都
が
へ
り
あ
る
ぺ
し
」
と
て
、

　
　
（
巻
六
「
騎
洛
」
）

杉
本
圭
三
郎
氏
は
そ
れ
を
「
激
か
的
た
気
性
」
を
持
ち
「
直
清
径
行
型
の
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

動
」
に
出
る
清
盛
と
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
引
用
が
そ
う
で
あ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
　
　
　
村
　
　
　
　
茂

う
に
、
そ
う
し
た
彼
の
性
格
は
多
く
の
場
合
地
の
文
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い

る
。　

こ
の
顕
著
な
例
が
巻
三
「
法
印
問
答
」
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
清
盛
が
静

憲
法
印
に
述
べ
た
て
る
後
白
河
院
へ
の
意
趣
は
、
武
久
堅
氏
が
指
摘
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
＠

「
保
元
平
治
の
奉
公
」
を
拠
り
所
に
し
て
お
り
、
極
め
て
筋
道
の
立
っ
た
も
の

で
あ
る
と
い
え
る
。
現
に
『
平
家
物
語
』
自
身
も
後
白
河
院
の
反
応
を
「
道
理

至
極
し
て
、
仰
下
さ
る
二
方
も
な
し
。
（
巻
三
「
大
臣
流
罪
」
）
」
と
叙
述
し
て

い
る
。
こ
の
点
だ
け
に
限
れ
ほ
、
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
『
愚

管
抄
』
た
ど
に
俵
え
ら
れ
て
い
る
理
知
と
才
覚
に
長
げ
た
清
盛
像
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
結
局
『
平
家
物
語
』
の
清
盛
に
こ
れ
と

は
異
な
る
印
象
を
受
げ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
地
の
文
に
置
か
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
．

　
　
且
は
腹
立
し
、
且
は
落
涙
し
給
へ
は
、
法
印
お
そ
ろ
し
う
も
又
哀
れ
に
も
覧
へ
て
汗



　
　
水
に
た
り
給
ぬ
。

も
ち
ろ
ん
清
盛
の
抗
弁
そ
の
も
の
に
。
も
激
情
が
描
き
込
ま
れ
て
い
な
い
わ
げ
で

は
た
い
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
れ
を
こ
う
し
た
形
で
改
め
て

説
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
執
勧
さ
は
、
お
そ
ら
く
享
受
者
に
。
特
定
の
清

盛
観
を
植
え
つ
け
よ
う
と
す
る
『
平
家
物
語
』
の
姿
勢
か
ら
出
て
い
る
。
す
な

わ
ち
素
材
伝
承
が
含
み
持
つ
多
様
た
清
盛
像
の
中
に
、
自
ら
が
清
盛
に
与
え
た

位
置
づ
げ
が
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
を
『
平
家
物
語
』
は
避
げ
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
『
平
家
物
語
』
の
「
激
情
的
」
「
直
情
径

行
的
」
清
盛
像
は
一
定
の
意
図
の
も
と
に
形
象
さ
れ
て
お
り
、
誇
張
さ
れ
た
等

身
大
の
姿
と
い
う
観
点
だ
げ
で
は
捉
え
き
れ
た
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
い
わ
ぱ
地
の
文
に
置
か
れ
た
こ
れ
ら
の
叙
述
は
、
『
平
家
物
語
』
に
お
げ

る
清
盛
の
読
み
取
り
方
を
規
制
し
、
誘
導
す
る
機
能
を
担
っ
た
装
置
な
の
で
あ

る
。　

『
平
家
物
語
』
の
清
盛
形
象
を
考
え
る
う
え
で
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
も

う
一
つ
の
属
性
を
伝
え
て
い
る
の
が
巻
五
「
物
怪
之
沙
汰
」
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
巨
大
た
顔
、
数
多
の
離
合
す
る
髄
誰
と
い
う
二
っ
の
妖
径
が
出
現
す
る
が
、

ど
ぢ
ら
も
清
盛
の
持
っ
異
常
た
眼
力
の
前
に
一
瞬
に
し
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た

と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
幾
つ
か
の
怪
異
講
と
予
兆
講
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
り

立
つ
こ
の
章
段
は
、
物
語
の
展
開
の
上
で
以
後
の
平
氏
の
滅
亡
を
暗
示
す
る
機

能
を
負
っ
て
い
る
。
こ
の
叙
述
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
一
環
と
し
て
位
置
し
て
い
る

　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
清
盛
の
座

臥

の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
独
白
で
清
盛
が
常
人
と
は
異
た
る
能
力
の
持
ち
主
で

あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
機
能
も
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
平
家
物
語
』
の
清
盛
は
激
情
性
と
異
常
た
能
力
の
持
ち
主
と

し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
物
語
が
意
識
的
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
。
こ
う
し
た
清
盛
像
の
移
象
根
拠
に
つ
い
て
は
、
作
者
が
王
朝
杜
会
的

価
値
観
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
清
盛
の
所
行
を
悪
行
と
把
握
し
、
そ
の
遂
行
者

で
あ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
造
型
し
た
と
い
う
共
通
理
解
を
得
て
い
る
と
見
受
げ
ら

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
見
解
を
深
め
う
る
方
途
を
示
し
て
い
る
の
が
、
清
盛
像
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

中
に
須
佐
之
男
の
姿
を
読
み
取
れ
る
と
す
る
山
下
宏
明
氏
の
御
指
摘
で
あ
る
。

『
平
家
物
語
』
の
清
盛
形
象
が
、
古
代
末
期
の
動
乱
時
代
を
領
導
し
た
個
性
を

把
握
す
る
た
め
の
一
回
的
た
も
の
で
は
た
く
、
む
し
ろ
伝
統
に
培
わ
れ
た
先
験

的
な
方
法
を
踏
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
こ
の
御
指
摘
は
、
王
朝
杜

会
的
価
値
観
次
る
も
の
を
い
か
に
捉
え
直
す
か
、
そ
し
て
物
語
が
そ
れ
を
叙
述

と
し
て
ど
う
引
き
受
げ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
う
え
で
重
要
た
指
針
に
た
る
と

思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
清
盛
像
の
考
察
を
通
じ
て
こ
の
問
題
に
、
立
ち
入
り
、
そ

こ
か
ら
改
め
て
『
平
家
物
語
』
を
読
み
解
い
て
い
く
た
め
の
可
能
性
を
探
る
こ

と
に
目
標
を
お
く
。

一
一

「
赦
園
精
舎
」
で
は
、

清
盛
の
名
を
導
く
た
め
に
、

将
門
を
筆
頭
と
す
る
四

；
二



　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
に
お
げ
る
清
盛
の
座

人
の
名
を
挙
げ
る
が
、
そ
の
名
は
巻
五
「
朝
敵
揃
」
の
「
野
心
を
さ
し
は
さ
ん

で
、
朝
威
を
ほ
ろ
ぽ
さ
ん
と
す
る
輩
」
の
例
と
し
て
も
う
一
度
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
。

　
朝
敵
と
は
天
皇
の
秩
序
に
帰
順
せ
ず
、
異
議
を
唱
え
る
と
見
傲
さ
れ
た
存
在

に
付
与
さ
れ
る
呼
称
で
あ
り
、
宣
旨
に
お
い
て
そ
う
名
指
さ
れ
る
こ
と
で
彼
ら

は
秩
序
に
帰
属
す
る
人
問
（
常
人
）
か
ら
他
者
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
存
在
と
見
傲
さ
れ
た
人
物
は
叙
述
化
に
際
し
て
、
し
ぱ
し
ば
常
人

と
の
差
異
を
明
示
す
る
た
め
の
表
徴
を
施
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ぱ
『
俵

藤
太
物
語
』
に
お
げ
る

　
　
た
け
は
七
尺
に
嚢
り
て
、
五
た
い
は
、
こ
と
く
く
、
か
ね
な
り
、
ひ
だ
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
御
ま
な
こ
に
、
ひ
と
見
二
つ
あ
り

と
い
う
将
門
叙
述
や
、
安
倍
貞
任
の
『
陸
奥
話
記
』
に
お
げ
る
「
其
長
六
尺
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

誰
腰
園
七
尺
四
寸
容
貌
魁
偉
」
、
お
よ
び
そ
の
延
長
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
屋

代
本
「
剣
巻
」
『
義
経
記
』
の
九
尺
五
寸
と
い
う
身
長
描
写
な
ど
が
そ
れ
で
あ

る
。
ま
た
藤
原
純
友
に
は
著
し
い
身
体
的
特
徴
の
叙
述
は
認
め
ら
れ
た
い
が
、

　
　
西
國
の
海
に
、
い
く
つ
と
も
な
く
お
ほ
い
か
だ
を
か
ず
し
ら
ず
あ
つ
め
て
、
い
か
だ

　
　
の
う
へ
に
つ
ち
を
ふ
せ
て
、
う
へ
き
を
お
ほ
し
、
よ
も
や
ま
の
田
を
つ
く
り
、
す
み

　
　
っ
き
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

と
い
う
『
大
鏡
』
の
叙
述
は
、
あ
る
い
は
山
口
昌
男
氏
が
『
目
本
書
紀
』
で
の

土
蜘
蛛
の
穴
居
性
か
ら
指
摘
さ
れ
た
「
差
異
性
の
強
調
は
、
空
間
的
差
異
に
よ

　
　
　
＠

っ
て
示
す
」
と
い
う
方
法
を
汲
む
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
た
い
。
『
平
家
物
語
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

が
い
う
清
盛
の
異
常
な
眼
力
も
、
「
砥
園
精
舎
」
に
お
げ
る
彼
の
朝
敵
の
系
譜

上
へ
の
位
置
づ
げ
を
具
体
的
な
叙
述
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
こ
こ
か
ら
『
平
家
物
語
』
が
清
盛
を
朝
敵
と
認
定
し
て
い
る
可
能

性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
彼
の
所
行
と
さ

れ
る
諸
事
件
の
叙
述
方
法
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
例
え
ぱ
巻
二
「
数
訓
状
」
。
こ
こ
で
の

　
　
此
一
門
亡
ぽ
す
ぺ
き
申
法
皇
の
御
繕
構
こ
そ
遺
恨
の
次
第
な
れ
。
此
後
も
護
奏
す

　
　
る
者
あ
ら
ぱ
當
家
追
討
の
院
宣
下
さ
れ
つ
と
お
ぽ
ゆ
る
ぞ
。

と
い
う
彼
の
言
葉
は
、
物
語
の
文
脈
上
、
鹿
谷
の
密
謀
者
の
断
罪
を
経
て
巻
三

「
法
皇
被
流
」
を
導
く
重
要
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
清
盛
が
秩
序
へ

の
敵
対
を
表
明
し
た
言
葉
と
読
む
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は

長
と
し
て
の
一
門
保
全
の
意
識
で
あ
り
、
武
久
堅
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
保
元
平
治
の
奉
公
」
を
拠
り
所
と
し
た
「
法
皇
そ
の
人
」
へ
の
非
難
で
あ
る
。

こ
れ
が
秩
序
へ
の
反
逆
の
位
相
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
秩
序
の
位
相
に
立

つ
重
盛
の
謹
言
が
対
置
さ
れ
る
か
ら
に
他
た
ら
な
い
。
儒
教
語
彙
を
用
い
て
朝

恩
を
説
く
こ
の
諌
言
は
、
作
者
の
王
朝
杜
会
的
な
価
値
観
に
も
と
づ
く
清
盛
批

判
を
重
盛
に
代
弁
さ
せ
た
も
の
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
狙
い
は
、
単
な

る
価
値
観
の
擁
護
で
は
た
く
、
む
し
ろ
批
判
の
形
式
で
価
値
観
を
呈
示
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
清
盛
の
所
行
の
位
置
づ
げ
を
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
法
印
問
答
」
の
地
の
文
と
同
様
、
重
盛
の
謹
言
は
清
盛



把
握
を
反
秩
序
老
っ
ま
り
朝
敵
の
方
向
へ
と
導
く
た
め
に
機
能
し
て
い
る
の
だ

と
い
え
る
。

　
あ
る
い
は
巻
五
「
都
遷
」
。
こ
こ
で
は
先
雛
の
累
積
に
よ
っ
て
遷
都
が
天
皇

の
権
限
に
属
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
桓
武
帝
が
定
め
た
平
安
京
は
こ

と
さ
ら
の
勝
地
で
あ
り
、
後
に
は
天
皇
で
さ
え
遷
都
を
偉
っ
た
こ
と
が
叙
述
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
段
構
え
の
平
安
京
擁
護
論
は
「
入
道
相
國
、
人
臣
の

身
と
し
て
う
つ
さ
れ
る
ぞ
お
そ
ろ
し
き
。
」
と
い
う
清
盛
指
弾
の
叙
述
へ
と
収

敷
さ
れ
て
お
り
、
遷
都
の
動
機
も
悪
行
の
あ
げ
く
「
い
ま
の
こ
る
と
こ
ろ
都
う

っ
り
た
れ
ぱ
、
か
様
に
し
給
ふ
に
や
」
と
突
き
放
し
た
形
で
説
明
を
加
え
ら
れ

て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
「
都
遷
」
の
こ
れ
ら
の
叙
述
は
同
巻
「
婦
洛
」

の
「
さ
し
も
よ
こ
紙
を
や
ら
る
二
」
と
い
う
清
盛
評
価
と
緊
密
に
呼
応
し
て
い

る
。
す
た
わ
ち
こ
の
一
連
の
遷
都
事
件
の
叙
述
も
、
清
盛
を
反
秩
序
的
人
物
と

し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
『
平
家
物
語
』
の
意
図
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
「
婦
洛
」
で
こ
の
事
件
が
結
着
を
み
る
と
、

次
の
よ
う
た
叙
述
が
表
れ
る
。

　
　
今
度
の
都
う
つ
り
の
本
意
を
い
か
に
と
い
ふ
に
、
奮
都
は
南
都
・
北
嶺
ち
か
く
し

　
　
て
、
い
さ
二
か
の
事
に
も
春
目
の
碑
木
、
日
吉
の
紳
輿
た
一
ソ
一
ど
い
ひ
て
、
み
だ
り

　
　
が
は
し
。
頑
原
は
山
へ
だ
上
り
江
か
さ
た
（
ツ
）
て
、
程
も
さ
す
が
に
と
を
げ
れ
ぱ
、

　
　
さ
様
の
こ
と
を
や
す
か
ら
じ
と
て
、
入
道
相
國
の
は
か
ら
ひ
い
だ
さ
れ
た
り
け
る
と

　
　
か
や
。

こ
こ
で
は
反
秩
序
的
行
為
で
は
な
い
も
う
一
つ
の
事
件
解
釈
を
、
他
な
ら
ぬ
物

　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
清
盛
の
座

語
自
身
が
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
『
平
家
物
語
』
は
清
盛
側
の
論
理
に
も
目
が

届
い
て
い
る
わ
げ
だ
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
こ
れ
を
遷
都
事
件
の
叙
述
を
有

機
的
に
連
関
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
反
秩
序
的
行
為
と
し
て
把
握
す
る

意
図
が
勝
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
同
様
の
意
図
は
巻
五
「
南
都
炎
上
」
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
焼

亡
事
件
の
原
因
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
『
山
椀
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

の
「
官
兵
所
爲
歎
、
悪
徒
所
爲
歎
、
不
分
明
」
と
い
う
記
述
な
ど
で
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
様
々
た
解
釈
が
生
じ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
『
平
家

物
語
』
で
は
こ
れ
を
松
明
に
よ
る
失
火
と
い
う
、
清
盛
の
意
志
と
は
離
れ
た
も

の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
巻
十
と
、
十
二
に
お
げ
る
南
都
攻
め
の

将
軍
重
衡
の
処
断
を
叙
述
す
る
話
群
で
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
両
老

が
緊
密
な
呼
応
関
係
を
持
ち
一
っ
の
体
系
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
う
え
で
た
お
巻
六
「
入
道
死
去
」
で
清
盛
に
も
結
び
つ
げ
て
い
く
の
は
、

『
平
家
物
語
』
が
「
南
都
炎
上
」
も
天
皇
の
秩
序
に
対
す
る
反
逆
と
い
う
位
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

で
提
え
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
法
滅
は
、
「
王
法
仏
法
相
依
論
」

を
介
し
て
お
の
ず
と
王
法
へ
の
反
逆
に
結
び
っ
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
大
仏
を
「
聖
武
皇
帝
、
手
づ
か
ら
み
が
き
た
て
給
ひ
し
」
と
説
明
し
、

事
件
全
体
を
同
帝
の
衰
文
で
結
ぶ
た
ど
、
こ
と
さ
ら
天
皇
の
権
威
と
関
連
づ
け

た
叙
述
を
配
し
て
い
る
こ
と
に
、
そ
う
い
っ
た
意
図
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
に
お
げ
る
清
盛
の
座

　
こ
の
よ
う
に
、
清
盛
に
は
朝
敵
老
に
通
じ
る
形
象
が
施
さ
れ
、
そ
の
所
行
も

天
皇
の
秩
序
に
対
す
る
反
逆
の
位
相
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
た
が
ら
、

彼
は
一
方
で

　
　
人
の
し
た
が
ひ
っ
く
事
、
吹
風
の
草
木
を
た
び
か
す
が
如
し
、
世
の
あ
ま
ね
く
仰
げ

　
　
る
事
、
ふ
る
雨
の
國
土
を
う
る
ほ
す
に
同
じ

と
、
頚
辞
的
な
叙
述
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
渥
美
か
を
る
氏
が
「
善
と
か
悪
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

か
の
倫
理
感
を
超
越
し
た
一
っ
の
”
力
〃
」
と
捉
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
『
平
家
物

語
』
の
清
盛
は
朝
敵
の
座
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
も
た
お
そ
れ
と
は
一
線
を
画
す

存
在
と
し
て
、
い
わ
ぱ
複
眼
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は

彼
の
も
う
一
つ
の
位
置
づ
げ
と
は
ど
の
よ
う
匁
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

　
目
下
力
氏
が
清
盛
の
悪
行
老
像
は
多
く
の
悪
評
を
か
う
こ
と
に
な
っ
た
「
法

皇
幽
閉
事
件
以
降
の
所
行
」
を
核
に
し
て
移
象
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

　
　
　
　
＠

さ
れ
て
い
る
。
「
砥
園
精
舎
」
で
清
盛
を
超
高
、
王
葬
、
朱
昇
、
安
禄
山
と
結

び
つ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
確
か
に
『
平
家
物
語
』
は
こ
の
、
い
わ
ゆ
る

治
承
三
年
の
政
変
に
特
別
た
意
味
を
認
め
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら

異
朝
の
諸
人
物
は
、
文
献
に
徴
す
と
、
朱
昇
を
除
い
て
、
王
位
纂
奪
者
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

た
点
で
共
通
し
て
お
り
、
　
『
平
家
物
語
』
が
そ
の
系
譜
の
上
に
清
盛
を
位
置
づ

け
る
の
は
、
両
者
が
同
じ
属
性
を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
認
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
清
盛
の
一
連
の
所
行
の
中
に
こ
う
し
た
解
釈
が
生
じ
る

根
拠
を
求
め
る
た
ら
ば
、
そ
れ
は
治
承
三
年
の
政
変
以
外
に
は
あ
り
え
次
い
。

後
白
河
院
の
幽
閉
に
続
い
て
、
高
倉
帝
を
廃
し
安
徳
帝
を
践
昨
さ
せ
る
と
い
う

行
為
は
ま
さ
に
超
高
以
下
の
諸
人
物
と
併
置
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
。

　
そ
う
す
る
と
清
盛
は
単
に
反
逆
の
人
臣
と
い
う
位
相
だ
げ
で
は
把
握
で
き
な

い
こ
と
に
な
る
。
天
皇
の
秩
序
に
お
い
て
王
位
に
異
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
皇
統
に
連
た
る
者
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
点
に
っ
い
て
、
記
紀
に
お
け
る
須
佐
之
男
の
高
天
原
の
悪
業
が
「
『
大
嘗
き

こ
し
め
す
』
天
照
大
神
へ
の
挑
戦
」
で
あ
り
、
倭
建
の
大
確
命
殺
害
に
も
、
景

行
天
皇
と
そ
の
王
位
に
対
す
る
ラ
ィ
バ
ル
関
係
を
前
提
に
し
た
「
挑
戦
」
性
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

認
め
ら
れ
る
と
い
う
西
郷
信
綱
氏
の
御
指
摘
が
あ
る
。
史
書
に
徴
す
と
、
崇
道

天
皇
（
早
良
親
王
）
、
伊
予
親
王
、
平
城
上
皇
た
ど
が
王
位
に
異
を
唱
え
た
皇

族
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
傾
向
を
受
け
る
か
の
よ
う
に
、
巻
六
「
砥
園
女
御
」
で
は
清
盛
が

実
は
白
河
院
の
子
で
、
直
接
皇
統
に
繋
が
る
存
在
で
あ
っ
た
と
叙
述
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
皇
胤
説
は
鳥
羽
院
の
「
清
盛
が
花
族
は
人
に
お
と
ら
じ
」
と
い
う
言

葉
で
清
盛
の
栄
華
の
説
明
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
栄
華
を
背
景
に

し
て
彼
の
数
々
の
所
行
は
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
『
平
家
物
語
』

に
お
げ
る
清
盛
像
の
全
て
を
覆
う
位
置
づ
げ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
治
承
三
年
の
政
変
に
際
し
て
『
平
家
物
語
』
は
次
の
よ
う
な
叙
述
も



み
せ
て
い
る
。

　
　
去
年
讃
岐
院
の
御
追
號
、
宇
治
の
悪
左
府
の
購
官
有
し
か
共
、
世
問
は
た
を
し
づ
か

　
　
な
ら
ず
、
凡
是
に
も
限
る
ま
じ
か
む
た
り
。
「
入
道
相
國
の
心
に
天
魔
入
れ
か
は
一
ツ
）

　
　
て
、
腹
を
す
へ
か
ね
給
へ
り
」
と
聞
え
し
か
ぱ
、
（
巻
三
「
行
隆
之
沙
汰
」
）

保
元
の
乱
の
反
秩
序
的
皇
族
が
、
霊
魂
の
懸
依
と
い
う
想
像
を
介
し
て
、
清
盛

に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
諸
本
中
、
延
慶
本
、
長
門
本
、
源
平
盛

衰
記
は
、
崇
徳
院
が
輿
で
春
属
と
と
も
に
。
清
盛
の
邸
に
入
っ
た
と
い
う
夢
想
を

叙
述
し
、
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
明
確
に
説
明
し
て
い
る
。
す
た
わ
ち
『
平
家
物

語
』
は
治
承
三
年
の
政
変
を
保
元
の
御
国
争
い
、
つ
ま
り
王
位
を
め
ぐ
る
皇
族

問
の
争
い
、
と
同
じ
次
元
の
出
来
事
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う

し
た
解
釈
が
可
能
で
あ
っ
た
の
も
、
や
は
り
清
盛
が
崇
徳
院
と
同
じ
位
相
に
立

つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
『
平
家
物
語
』
に
お
げ
る
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
げ
は
、
清
盛
の
形
象
に
も
反

映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
ば
し
ぱ
叙
述
さ
れ
る
彼
の
激
情
性
は
、
他
の
反
秩

序
的
皇
族
の
彩
象
に
も
通
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
例
え
ぱ
須
佐
之
男
は

　
　
青
山
如
二
枯
山
泣
枯
、
河
海
者
悉
泣
乾
。
是
以
悪
神
之
音
、
如
二

　
　
狭
蝿
一
皆
満
、
万
物
之
妖
悉
発
。

　
　
　
　
　
　
　
＠

と
い
う
「
突
伊
佐
知
」
に
、
倭
建
は
大
碓
命
殺
害
の
際
に
み
せ
た
「
待
捕
推
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

而
、
引
コ
閾
其
枝
二
異
１
薦
投
棄
」
と
い
う
「
建
荒
之
情
」
に
、
各
六
暴
力
的
で

内
性
の
激
し
さ
を
持
っ
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
に
お
げ
る
清
盛
の
座

　
ま
た
『
保
元
物
語
』
の
崇
徳
院
も
「
カ
上
リ
ケ
レ
バ
御
恨
ノ
ミ
残
ケ
ル
ニ

＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ヤ
。
」
、
「
是
ニ
ヨ
リ
新
院
御
恨
今
一
入
ゾ
マ
サ
ラ
セ
給
。
」
と
遺
恨
を
募
ら
せ
て

い
っ
た
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
「
望
郷
ノ
鬼
ト
コ
ソ
成
ソ
ス

　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ラ
ム
メ
」
、
「
日
本
国
ノ
大
悪
魔
ト
成
ラ
ム
」
と
い
う
怨
念
の
表
白
に
繋
げ
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
瞑
志
の
強
さ
を
叙
述
さ
れ
る
こ
と
に
た
っ
て
い
る
。

　
王
位
を
め
ぐ
っ
て
天
皇
と
敵
対
関
係
に
あ
る
皇
族
、
す
な
わ
ち
反
秩
序
的
な

皇
族
は
、
叙
述
化
に
あ
た
り
内
性
の
激
し
さ
を
持
っ
人
物
と
し
て
彩
象
さ
れ
て

い
く
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
や
は
り
朝
敵
老
叙
述

に
－
み
た
よ
う
に
、
皇
族
内
の
異
端
者
に
１
差
異
性
を
明
示
す
る
機
能
を
負
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
『
保
元
物
語
』
の
叙
述
方
法
か
ら
は
、
王
位
争
い
で
反
秩
序
者
の
位
置

を
与
え
ら
れ
た
皇
族
は
、
一
方
的
に
乱
の
元
凶
の
役
割
を
押
し
っ
げ
ら
れ
る
と

い
う
傾
向
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
『
保
元
物
語
』
は
帝
位
を
奪
わ
れ
た
崇

徳
院
の
心
中
を
次
の
よ
う
に
臆
測
し
て
い
る
。

　
　
心
ナ
ラ
ズ
御
位
ヲ
サ
ラ
セ
給
ツ
カ
バ
、
ナ
ヲ
返
シ
ツ
ク
ベ
キ
御
志
モ
ヤ
一
シ
く
ケ

　
　
ソ
、
又
新
院
ノ
一
宮
重
仁
親
王
ヲ
位
二
付
奉
ラ
セ
給
ハ
ソ
ト
ヲ
ボ
シ
メ
シ
ケ
ル
ニ
ヤ
、

　
　
　
　
　
ゆ

　
　
御
心
中
難
知
。

そ
し
て
こ
の
王
位
へ
の
野
心
が
後
白
河
帝
の
即
位
で
阻
ま
れ
た
た
め
に
１
、
鳥
羽

院
の
死
を
機
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
我
モ
此
時
世
ヲ
争
ソ
ワ
ソ
事
神
慮
ニ
モ
違
ヒ
、
人
望
ニ
モ
背
カ
ジ
物
ヲ
ト
仰
ラ
ル
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
に
お
げ
る
清
盛
の
座

と
直
ち
に
謀
反
を
画
策
し
た
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
秩
序
側
が

帝
位
を
奪
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
先
帝
コ
ト
ナ
ル
御
ツ
・
ガ
モ
渡
ラ
セ
給
ハ
ヌ
ニ
、
ヲ
シ
ヲ
ロ
セ
奉
ラ
セ
給
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
叙
述
さ
れ
る
の
み
で
、
立
ち
入
っ
た
説
明
は
次
さ
れ
て
い
た
い
。
し
か
し
こ

こ
で
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
秩
序
側
の
意
図
は
『
愚
管
抄
』
や
『
古
事
談
』
に
よ
っ

て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
『
古
事
談
』
は
強
制
的
た
退
位
の
裏
に
あ
っ

た
両
院
の
不
和
の
原
因
と
し
て
次
の
よ
う
た
事
情
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
待
賢
門
院
ハ
白
川
院
御
猶
子
之
儀
ニ
テ
令
レ
入
内
一
給
。
其
問
法
皇
令
二
密
通
一
給
。
人

　
　
皆
之
レ
知
敏
。
崇
徳
院
ハ
白
川
院
御
胤
子
云
々
。
鳥
羽
院
モ
其
由
ヲ
知
食
テ
、
叔
父

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
子
ト
ゾ
申
給
ケ
ル
。

ま
た
同
書
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
鳥
羽
院
の
死
を
叙
述
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も

『
保
元
物
語
』
が
触
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

　
　
鳥
羽
院
最
後
ニ
モ
（
中
略
）
閉
眼
之
後
ア
ナ
賢
新
院
二
、
・
・
ス
ナ
ト
仰
事
ア
リ
ケ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
如
案
新
院
ハ
奉
レ
見
ト
被
レ
仰
ケ
レ
ド
御
遺
言
旨
侯
ト
テ
懸
廻
不
レ
奉
レ
入
云
友
。

そ
れ
で
は
『
保
元
物
語
』
が
こ
う
し
た
経
緯
に
目
が
届
い
て
い
た
い
の
か
と
い

う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
た
い
。
な
ぜ
た
ら
そ
こ
に
は

　
　
我
此
所
二
有
テ
ハ
一
定
古
又
二
逢
ベ
キ
申
女
房
兵
衛
が
告
申
。
時
二
難
ヲ
ヤ
退
ト
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
出
サ
セ
給
ハ
ソ
ト
ハ
思
食
也
。
全
ク
別
ノ
意
趣
ナ
シ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
か
、
あ
る
い
は
「
兵
ヲ
集
メ
可
被
責
ト
聞
ヘ
シ
カ
バ
禦
シ
計
也
。
」
と
い
う

叙
述
で
、
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
逆
へ
と
追
い
込
ま
れ
て
い
く
崇
徳
院

の
立
場
が
掬
い
上
げ
ら
れ
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ま
さ
に
「
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

遷
」
の
清
盛
に
認
め
ら
れ
た
の
と
同
様
の
叙
述
方
法
が
認
め
ら
れ
る
。
お
そ
ら

く
『
保
元
物
語
』
は
『
古
事
談
』
に
通
う
よ
う
な
叙
述
を
素
材
と
し
て
持
た
な

か
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
黙
殺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
崇
徳

院
の
一
方
的
た
異
議
申
し
立
て
の
相
に
お
い
て
乱
の
経
緯
を
叙
述
す
る
方
法
は
、

『
保
元
物
語
』
が
意
識
的
に
選
択
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
に
、
異
端
の
皇
族
と
い
う
位
置
づ
け
は
事
象
の
単
な
る
写
し
取
り

の
結
果
得
ら
れ
る
も
の
で
は
た
く
、
一
定
の
解
釈
に
も
と
づ
く
叙
述
操
作
の
も

と
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
前
節
で
検
討
し

た
清
盛
を
朝
敵
の
位
相
で
捉
え
る
た
め
の
操
作
は
、
同
時
に
彼
を
異
端
の
皇
族

の
位
相
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
『
平

家
物
語
』
が
清
盛
の
こ
う
し
た
位
置
づ
げ
を
獲
得
す
る
う
え
で
、
最
も
重
要
た

契
機
と
た
っ
た
の
が
治
承
三
年
の
性
格
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
王
位
を
左
右
し
た

か
ら
ド
は
、
も
は
や
清
盛
を
人
臣
の
位
相
だ
げ
か
ら
提
え
る
こ
と
は
で
き
狂
い
。

だ
か
ら
『
平
家
物
語
』
は
彼
に
皇
族
と
い
う
も
う
一
つ
の
座
を
用
意
し
た
げ
れ

ぱ
た
ら
た
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
皇
胤
説
と
、
激
情
性
と
い
う
内
性
の
激
し
さ
は
、

こ
う
し
た
意
識
の
も
と
に
呼
び
こ
ま
れ
て
い
る
。

　
「
殿
上
の
交
を
だ
に
き
ら
は
れ
し
（
巻
一
「
吾
身
栄
花
」
）
」
地
下
人
の
流
れ

を
汲
む
反
逆
の
人
臣
で
あ
る
と
同
時
に
異
端
の
皇
族
で
も
あ
る
、
つ
ま
り
秩
序

に
対
し
て
同
じ
態
度
を
取
り
た
が
ら
全
く
対
照
的
た
立
場
に
あ
る
二
つ
の
存
在
、



こ
の
両
者
の
位
置
づ
げ
を
結
び
合
わ
せ
て
『
平
家
物
語
』
の
清
盛
の
座
は
作
ら

れ
て
い
る
。
比
較
的
明
瞭
な
輸
郭
を
持
ち
な
が
ら
も
微
妙
な
揺
れ
を
見
せ
る
彼

の
形
象
は
、
こ
の
二
重
の
規
定
の
相
乗
と
牽
制
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

　
『
平
家
物
語
』
は
平
氏
一
族
の
盛
衰
を
追
う
と
と
も
に
、
併
せ
て
混
迷
す
る

時
代
の
諸
相
を
も
叙
述
し
て
い
る
が
、
中
で
も
巻
一
か
ら
二
に
か
げ
て
は
こ
の

傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
時
枝
誠
記
氏
は
こ
こ
に
「
平
安
末
期
の
不
安
定
た
政
治

的
杜
会
的
状
況
」
を
「
種
々
な
勢
力
の
角
逐
抗
争
」
で
具
体
化
さ
せ
る
と
い
う

作
者
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
と
し
、
そ
の
根
底
に
１
は
「
末
法
濁
世
の
観
念
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

横
た
わ
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
末
法
が
、
正
法
像
法
の
次
に
来
る
仏
法
衰
徴
の
世
を
指
す
仏
教
用
語
で
あ
る

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
井
上
光
貞
氏
の
御
指
摘
に
よ
る
と
、
こ
れ

が
国
内
に
広
く
流
布
し
た
の
は
、

　
　
律
令
的
杜
会
秩
序
が
漸
く
解
体
し
て
、
武
士
階
級
の
興
起
に
伴
な
う
杜
会
的
不
安
が

　
　
日
常
化
し
、
寺
院
も
僧
兵
の
勢
力
に
握
ら
れ
て
、
貴
族
階
級
が
み
な
、
末
法
の
世
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
な
が
ら
の
歴
史
的
現
実
を
膚
で
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

摂
関
制
の
燭
熟
期
前
後
で
あ
っ
た
。

　
『
平
家
物
語
』
の
標
構
す
る
「
末
代
」
が
、
こ
う
し
た
時
代
相
を
仏
教
的
に

　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
清
盛
の
座

解
釈
し
た
末
法
と
い
う
言
葉
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
巻
二
の
い
わ
ゆ
る

山
門
騒
動
の
叙
述
に
集
中
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
例
か
ら
窺
え
る
。
例
え
ぼ
次

の
よ
う
な
も
の
。

　
　
夫
末
代
の
俗
に
至
り
て
は
、
三
國
の
佛
法
も
次
第
に
衰
微
せ
り
（
巻
二
「
山
門
滅

　
　
亡
」
）

し
か
し
『
平
家
物
語
』
は
こ
れ
を
正
法
た
ら
ぬ
「
上
古
」
と
い
う
言
葉
と
も
対

概
念
化
し
て
お
り
、
仏
教
に
囚
わ
れ
ず
よ
り
広
い
意
味
と
し
て
も
使
用
し
て
い

る
。
例
え
ぱ
歴
代
の
冤
罪
例
を
挙
げ
て

　
　
上
古
猶
か
く
の
ご
と
し
、
況
や
未
代
に
。
を
い
て
お
や
。
（
巻
二
「
小
教
訓
」
）

と
評
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
か
っ
て
の
諸
帝
の
治
世
を
指
す
。
そ
し
て
ま
た
こ

の
叙
述
か
ら
は
、
「
上
古
」
と
「
末
代
」
が
、
前
者
が
正
で
後
老
が
負
で
あ
る

と
い
う
価
値
観
の
も
と
に
、
対
概
念
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
山
口
昌
男
氏
は
民
俗
的
な
時
問
の
意
識
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
さ

れ
て
い
る
。

　
　
多
く
の
人
問
杜
会
は
時
問
を
円
環
的
な
構
造
を
持
っ
も
の
と
し
て
捉
え
て
き
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
〒

　
　
の
中
で
も
多
く
は
、
大
陰
暦
に
従
う
か
、
季
節
の
推
移
に
従
い
、
一
定
期
問
を
経
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
と
時
問
は
磨
滅
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
力
が
蓄
積
さ
れ
る
。

永
藤
靖
氏
も
こ
う
し
た
円
環
的
な
時
問
意
識
を
「
古
代
人
が
最
初
に
抱
い
た
時

問
意
識
」
と
み
る
も
の
の
、
以
後
は
仏
教
が
新
た
に
も
た
ら
し
た
「
直
線
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

歴
史
的
な
時
問
」
意
識
に
席
を
あ
け
わ
た
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
清
盛
の
座

し
天
皇
、
将
軍
の
代
替
わ
り
や
辛
酉
革
命
の
年
な
ど
特
定
の
更
新
の
時
を
節
目

に
し
て
、
土
地
の
復
活
と
再
生
と
を
本
質
的
機
能
に
持
つ
「
地
発
」
の
観
念
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

も
と
づ
く
徳
政
一
撰
が
起
き
て
い
る
と
い
う
勝
俣
鎮
夫
氏
の
御
指
摘
か
ら
み
て
、

中
世
の
時
問
意
識
の
本
流
が
直
線
性
に
あ
る
と
し
て
も
そ
こ
に
は
た
お
円
環
的

な
時
問
意
識
が
止
め
ら
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
上
古
」
と
「
末
代
」
の
対
比
は
、
こ
れ
も
『
平
家
物
語
』
に
認
め
ら
れ
る
、

故
事
先
例
と
物
語
的
現
在
と
の
対
置
と
い
う
叙
述
方
法
に
通
う
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
両
者
は
円
環
的
た
時
間
意
識
の
も
と
に
歴
史
を
繰
り
返
し
の
視
点
か
ら

把
握
し
、
事
象
を
一
回
性
個
別
性
に
お
い
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
先
例
を
祖
型
と

し
そ
の
反
復
の
達
成
度
に
お
い
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
所
産
で
は
次
い

だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
『
平
家
物
語
』
の
い
う
末
代
と
は
秩
序
の
「
時
間
が
磨
減

し
て
、
マ
イ
ナ
ス
の
力
が
蓄
積
さ
れ
」
、
更
新
が
必
要
と
な
っ
た
、
そ
う
し
た

時
を
表
し
た
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
平
家
物
語
』
は
時
代
の
混
迷
す
る
諸
相
を
、
蓄
積
さ
れ
た
負

の
力
が
時
問
の
衰
徴
に
乗
じ
て
惹
き
起
こ
し
た
歪
み
の
具
象
化
と
し
て
把
握
し

て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
負
の
力
を
表
現
し
た
言
葉
が
、
諸
事
件
の

原
因
と
し
て
し
ぱ
し
ぱ
用
い
ら
れ
て
い
る
「
天
魔
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

治
承
三
年
の
政
変
の
原
因
も
「
天
魔
入
れ
か
は
（
ツ
）
て
」
と
叙
述
さ
れ
て
い
た

が
、
こ
れ
も
負
の
力
が
清
盛
を
具
象
化
の
媒
体
と
し
て
姿
を
表
し
た
こ
と
を
意

味
し
た
叙
述
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
山
口
氏
が
、
反
秩
序
者
の
機
能
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

　
　
秩
序
を
統
合
不
可
能
で
理
解
不
可
能
な
部
分
に
、
形
を
与
え
場
を
与
え
て
統
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
負
性
の
形
代
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

『
平
家
物
語
』
が
清
盛
の
反
秩
序
性
を
い
う
の
も
実
は
こ
の
よ
う
た
位
置
づ
げ

を
彼
に
与
え
る
た
め
で
は
た
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
同
所
で
は
「
天
魔
」
は
崇
徳
院
の
御
霊
で
あ
っ
た
と
も
説
明
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
こ
か
ら
こ
の
出
来
事
を
御
国
争
い
の
位
相
に
据
え
直
す
こ
と
で
清
盛

を
異
端
の
皇
族
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
『
平
家
物
語
』
の
意
図
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
既
述
し
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
を
位
置
づ
げ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、

天
皇
の
王
権
そ
の
も
の
を
脅
か
す
負
の
力
を
浄
化
す
る
た
め
に
、
「
天
皇
と
ほ

と
ん
ど
構
造
的
た
位
置
が
同
一
」
の
近
親
者
を
移
代
と
し
て
選
び
出
し
て
追
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

す
る
方
法
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
小
松
和
彦
氏
の
御
指
摘
が
参
考
に
な
る
。
氏

は
そ
の
例
と
し
て
須
佐
之
男
、
倭
建
を
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
既
述
し
た
よ

う
に
、
そ
れ
に
通
う
移
象
を
与
え
ら
れ
て
い
る
清
盛
は
、
機
能
的
な
面
に
お
い

て
も
ま
た
両
者
と
共
有
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
た
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
点
を
考
え
る
う
え
で
、
延
慶
本
の
い
わ
ゆ
る
清
盛
追
悼
話
群
（
第
三
本
）

は
暗
示
的
な
形
態
と
み
せ
て
い
る
。
他
諾
本
に
比
べ
て
延
慶
本
の
こ
こ
が
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

な
構
想
を
持
つ
こ
と
を
、
佐
伯
真
一
氏
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
同
種
姓
の
尺
尊
と
調
達
が
、
前
者
は
善
根
菱
老
は
悪
業
で
衆
生
を
利

益
し
た
の
と
同
じ
関
係
を
、
白
河
院
と
そ
の
落
胤
清
盛
が
持
つ
と
す
る
、
『
法

華
経
』
「
提
娑
品
」
に
よ
る
説
話
で
示
さ
れ
た
ア
ナ
ロ
ジ
ッ
ク
た
論
理
が
構
想



の
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
論
理
を
清
盛
皇
胤
説
に
結
び
っ
げ
る
た
め
に

は
、
内
的
な
接
点
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
『
平
家
物
語
』
が
清
盛
を
、

負
の
力
を
負
っ
て
追
放
さ
れ
る
皇
族
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
そ
れ
た
の
で
は
た

い
か
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
的
秩
序
が
健
全
な
状
態
に
あ
り
、
衆
生
利
益
を
も
た

ら
す
た
め
に
、
同
種
姓
の
反
秩
序
的
存
在
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
理
は
そ

の
ま
ま
王
権
に
お
い
て
反
秩
序
的
皇
族
の
清
盛
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ

と
に
。
対
応
す
る
。
し
た
が
っ
て
延
慶
本
は
こ
の
説
話
を
導
入
し
、
定
着
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
結
果
は
か
ら
ず
も
、
延
慶
本
の
清
盛
追
悼
話
群
は
却
っ

て
『
平
家
物
語
』
の
基
層
部
分
を
露
呈
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
平
家
物
語
』
が
清
盛
を
反
秩
序
的
存
在
に
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
つ
ま
り
彼
を
「
秩
序
に
統
合
不
可
能
」
な
負
の
力
の
形
代
と
み
る
立
場
を

採
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
清
盛
の
所
行
を
悪
行
と
し
て
叙

述
し
て
い
く
こ
と
が
そ
の
ま
ま
、
彼
に
負
の
力
を
担
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
で
あ
り
、
彼
が
反
秩
序
的
存
在
で
あ
る
こ
と
の
表
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
異
常
な
属
性
は
、
『
平
家
物
語
』
が
諸
事
件
に
認
め
た
負
の
力
が
投
影
さ
れ

た
も
の
に
他
た
ら
た
い
。
　
『
平
家
物
語
』
の
清
盛
叙
述
は
確
か
に
諸
伝
承
を
組

み
合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
現
実
態
か
ら
引
き
出
し
た
清
盛
の

姿
を
止
め
て
い
る
と
は
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
集
積
が
直
ち
に
『
平
家

物
語
』
の
清
盛
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
本
節

で
述
べ
た
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
て
形
象
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
『
平
家
物
語
』
に
お
げ
る
清
盛
の
座

で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

五

　
こ
の
よ
う
に
１
『
平
家
物
語
』
は
清
盛
を
反
秩
序
的
存
在
と
位
置
づ
げ
て
い
く

が
、
そ
れ
は
ま
た
清
盛
を
負
性
の
形
代
す
な
わ
ち
供
犠
と
見
徴
し
て
い
く
こ
と

で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
清
盛
の
座
を
支
え
て
い
る
の
が
、
平
安
末
期

の
混
迷
す
る
時
代
相
に
秩
序
の
衰
徴
を
認
め
、
負
性
の
浄
化
に
よ
っ
て
そ
の
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

生
と
更
新
、
っ
ま
り
「
歴
史
の
援
撫
」
を
期
す
と
い
う
思
惟
で
あ
っ
た
。
む
し

ろ
そ
れ
は
秩
序
の
維
持
と
安
定
へ
の
渇
望
と
呼
ぶ
方
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
文
叙
述
の
分
析
と
移
成
圏
の
想
定
を
踏
ま
え
て
、
小
林
美
和
氏
は
延
慶
本

の
杜
会
的
機
能
を

　
　
皇
統
を
中
心
と
す
る
国
政
の
安
泰
を
寿
ぐ
寿
祝
の
文
芸

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

と
い
う
点
に
認
め
ら
れ
、
生
彩
貴
重
氏
が
、
灌
頂
巻
の
分
析
に
即
し
て
こ
れ
を

「
『
平
家
物
語
』
に
内
在
し
た
物
語
の
基
層
的
な
性
格
」
へ
と
広
げ
る
見
解
を

　
　
　
　
　
＠

示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
課
題
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
近
年
の
間
題
提
起
は
極

め
て
示
唆
的
な
点
を
多
く
含
む
も
の
で
あ
る
と
想
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
先
学
の

御
指
摘
を
も
指
針
に
、
『
平
家
物
語
』
の
世
界
を
さ
ら
に
具
体
的
に
読
み
解
い

て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

注◎

以
下
『
平
家
物
語
』
の
本
文
引
用
は
岩
波
目
木
古
典
文
学
大
系
に
よ
り
、
巻
数
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



『
平
家
物
語
』
に
お
げ
る
清
盛
の
座

　
章
段
名
で
引
用
位
置
を
示
す
。

◎
　
「
清
盛
像
の
形
成
と
展
開
」
（
講
座
日
本
文
学
『
平
家
物
語
』
（
上
）
）
。

　
「
清
盛
伝
承
の
様
式
と
古
層
」
（
『
文
学
』
昭
和
五
十
八
年
二
月
号
）
。

＠
　
『
軍
記
物
語
の
方
法
』
四
七
～
五
二
頁
。

◎
　
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
九
巻
一
六
四
頁
下
段
。

＠
　
古
典
文
庫
『
陸
奥
話
記
』
四
八
頁
。

＠
　
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
大
鏡
』
一
九
三
頁
。

◎
　
『
文
化
と
両
義
性
』
二
一
頁
。

◎
　
　
に
同
じ
。

＠
　
増
補
史
料
大
成
『
山
椀
記
』
一
五
三
頁
下
段
（
治
承
四
年
十
二
月
二
八
日
の
項
）
。

＠
　
『
王
法
と
仏
法
』
二
一
頁
で
黒
田
俊
雄
氏
が
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
。

＠
　
『
平
家
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
三
二
九
頁
上
段
。

＠
「
平
家
物
語
の
人
々
（
清
盛
と
重
盛
）
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
五
七
年
六
月
号
）
。

＠
　
超
高
は
『
史
記
』
「
秦
始
皇
本
紀
」
第
六
や
『
今
昔
物
語
』
巻
第
十
「
秦
始
皇
在

　
感
楊
宮
政
世
語
」
第
一
に
、
王
葬
は
『
漢
書
』
巻
之
九
十
九
上
「
王
葬
」
や
延
慶
本

　
第
一
本
「
清
盛
繁
昌
」
に
、
安
禄
山
は
『
唐
書
』
巻
二
百
二
十
五
上
「
列
俸
」
や

　
『
今
昔
物
語
』
巻
第
十
「
唐
玄
宗
后
楊
貴
妃
依
皇
寵
被
殺
語
」
第
七
に
各
々
王
位
纂

　
奪
の
叙
述
が
あ
る
。

　
　
な
お
朱
昇
に
つ
い
て
は
『
平
家
物
語
研
究
事
典
』
に
増
田
欣
氏
の
次
の
よ
う
な
御

　
指
摘
が
あ
る
。

　
　
　
朱
昇
は
や
や
異
質
で
あ
り
、
「
貞
観
政
要
」
（
論
君
道
第
一
）
に
暗
君
の
例
と
し

　
　
て
「
秦
二
世
、
則
隠
二
蔵
其
身
↓
損
二
隔
疎
賎
一
而
偏
信
二
趨
高
↓
天
下
潰
飯
、
不
レ

　
　
得
聞
也
、
梁
武
帝
偏
信
二
朱
昇
｛
而
侯
景
挙
レ
兵
向
レ
『
、
寛
不
レ
得
レ
知
也
」
と
あ

　
　
り
、
超
高
と
朱
昇
と
（
更
に
晴
の
虞
世
基
と
）
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
拠
っ
た

　
　
ら
し
い
。

　
管
見
の
及
ん
だ
限
り
で
も
、
確
か
に
朱
昇
を
謀
反
人
と
す
る
叙
述
は
認
め
ら
れ
な
か

三
二

　
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
氏
の
御
旨
摘
に
従
う
。

＠
　
『
古
事
記
研
究
』
一
二
七
頁
。

＠
　
小
学
館
目
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
、
上
代
歌
謡
』
七
四
頁
。

＠
＠
の
書
二
一
五
頁
。

＠
未
刊
国
文
資
料
『
半
井
本
保
元
物
語
と
研
究
』
六
頁
。

＠
　
＠
の
書
六
頁
。

ゆ
　
＠
の
書
一
〇
〇
頁
。

ゆ
　
＠
の
書
一
〇
一
頁
。

＠
＠
の
書
六
頁
。

＠
　
＠
の
書
二
二
頁
。

ゆ
＠
の
書
六
頁
。

＠
　
こ
の
点
に
つ
い
て
麻
原
美
子
氏
が
、
半
井
本
の
後
白
河
帝
叙
述
に
即
し
、
詳
細
な

　
検
討
を
加
え
て
お
ら
れ
る
。
　
（
「
『
保
元
物
語
』
試
論
－
為
朝
造
型
の
論
理
を
め
ぐ
っ

　
て
－
」
一
百
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
戦
記
文
学
』
一
一
）

＠
ゆ
　
古
典
文
庫
『
古
事
談
』
（
上
）
一
六
八
頁
。

＠
　
＠
の
書
一
八
頁
。

＠
　
＠
の
書
一
〇
〇
頁
。
こ
の
叙
述
が
崇
徳
院
の
配
流
後
の
怨
念
の
表
白
に
繋
が
っ
て

　
い
く
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
『
保
元
物
語
』
が
こ
れ
を
単
な
る
申
し
開
き
や
弁

　
解
と
は
捉
え
て
い
な
い
こ
と
が
こ
こ
に
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ゆ
「
『
平
家
物
語
は
い
か
に
読
む
べ
き
か
』
に
対
す
る
一
試
論
」
（
目
本
文
学
研
究
資

　
料
叢
書
『
平
家
物
語
』
）
。

ゆ
　
『
目
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
』
一
八
三
～
一
八
四
頁
。

ゆ
　
岩
波
現
代
選
書
『
文
化
の
詩
学
１
』
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
。

＠
　
歴
史
新
書
『
時
間
の
思
想
』
二
二
頁
。

ゆ
　
岩
波
新
書
『
一
撲
』
一
六
三
～
一
六
四
頁
。

ゆ
『
知
の
遠
近
法
』
三
六
二
頁
。



＠
「
天
皇
制
１
そ
の
象
徴
論
的
素
描
」
（
『
伝
統
と
現
代
』
第
三
一
号
一
一
昭
和
五
〇
年

　
一
月
一
一
）
。

ゆ
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
清
盛
追
悼
話
群
１
『
唱
導
性
』
の
一
断
面
１
」
（
『
軍
記
と

語
り
物
一
第
二
一
号
一
一
昭
引
奉
三
月
一
弓

＠
　
Ｍ
・
エ
リ
ア
ー
デ
著
、
堀
一
郎
訳
『
永
遠
回
帰
の
神
話
』
七
七
頁
お
よ
び
一
〇
〇

　
頁
。

ゆ
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
性
格
－
寿
祝
と
唱
導
の
文
芸
－
」
（
『
伝
承
文
学
研
究
』
第

　
二
〇
号
一
一
昭
和
五
二
年
七
旦
一
）
。

＠
「
『
平
家
物
語
』
の
構
想
試
論
－
廃
帝
物
語
と
、
神
々
の
加
護
と
放
逐
の
構
想
・
延

　
慶
本
を
中
心
に
し
て
１
」
（
『
日
本
文
学
』
昭
和
五
八
年
四
月
号
）
。

『
平
家
物
語
』
に
お
げ
る
清
盛
の
座

三
三
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