
四
部
合
戦
状
本
「
平
家
物
語
」

巻
二
の
位
相

「
平
家
打
聞
」
を
手
が
か
り
に
し
て

岩
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「
平
家
物
語
」
と
い
う
呼
称
が
、
異
本
の
総
体
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
い
う

認
識
は
、
諸
異
本
が
「
平
家
物
語
」
と
い
う
呼
称
の
前
で
は
等
価
で
あ
り
、
一

つ
の
異
本
の
も
つ
固
有
性
や
独
立
性
は
、
そ
の
異
本
自
ら
は
証
し
得
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
一
異
本
が
有
す
る
世
界
は
他
異
本
の
有
す
る
世
界
と
並
べ
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
帯
び
る
。
そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
他
本
と
の
落
差
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
そ
の
異
本
の
有
す
る
世
界
は

き
わ
め
て
独
立
性
の
高
い
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
四
部
合
戦
状
本
「
平
家
物
語
」
（
以
下
、
四
部
本
と
略
す
）
は
、
「
平
家
物

語
」
の
異
本
群
の
中
で
そ
の
よ
う
な
独
立
性
の
高
い
異
本
と
し
て
理
解
さ
れ
て

き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
研
究
史
を
概
観
し
て
み
て
も
、
か
つ
て
の
原
態
・
古

態
を
め
ぐ
る
諸
論
や
、
そ
の
特
異
な
真
名
表
記
に
お
け
る
成
立
基
盤
の
問
題
、

そ
れ
と
大
き
く
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
妙
本
寺
本
「
曽
我
物
語
」
や
赤
木
文
庫
本

「
神
道
集
」
と
の
関
係
な
ど
、
様
々
な
角
度
か
ら
論
及
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
四
部
合
戦
状
本
「
平
家
物
語
」
巻
二
の
位
相

そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
平
家
物
語
」
を
総
体
と
し
て
認
識
し
よ
う

と
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
独
立
性
の
高
い
異
本
の
解
明
が
必
要
と
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
存
す
る
四
部
本
は
巻
二
・
八
が
欠
巻
で
あ
り
、
全
体
像

の
解
明
に
は
そ
の
こ
と
が
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
四
部
本
の
他
の
巻
、
特
に
欠
巻
の
前
後
の
巻
の
内
容
か
ら
、
あ
る
程
度

の
記
事
内
容
の
推
測
は
可
能
で
あ
る
。
四
部
本
が
「
平
家
物
語
」
の
異
本
の
一

っ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
欠
巻
の
部
分
だ
け
が
他
本
と
相
当
隔
た
っ
た
内

容
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
延
慶
本
と
長
門
本
の
よ
う

な
、
あ
る
い
は
語
り
本
系
の
諸
本
の
よ
う
な
親
密
な
関
係
を
有
す
る
異
本
が
四

部
本
に
は
無
い
以
上
、
「
平
家
物
語
」
諸
異
本
と
の
比
較
か
ら
欠
巻
部
の
具
体

的
な
内
容
は
推
定
し
え
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
四
部
本
は
、
や
は
り
独

立
性
の
高
い
異
本
な
の
で
あ
る
が
、
逆
に
そ
の
こ
と
が
四
部
本
全
体
の
叙
述
の

傾
向
な
り
、
特
徴
な
り
を
導
き
出
す
こ
と
を
難
し
く
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
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」
巻
二
の
位
相

い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
四
部
本
の
欠
巻
部
は
、
異
本
間
か
ら
は
そ
の
あ
る

べ
き
姿
を
推
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
四
部
本
の
注
釈
書
た
る

「
平
家
打
聞
」
（
以
下
、
「
打
聞
」
と
略
す
）
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
復
元
が
可

　
　
　
　
　
　
　
　
０

能
な
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
打
聞
」
の
注
釈
語
や
そ

の
注
釈
内
容
を
、
「
平
家
物
語
」
の
他
異
本
の
叙
述
の
状
況
か
ら
導
き
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
四
部
本
の
叙
述
内
容
が
お
お
よ
そ
推
定

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
ま
で
の
「
打
聞
」
研
究
史
に
お
い
て
、
同
書
と
四

部
本
と
の
か
か
わ
り
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
四
部
本
の
注
釈
書
と
し
て
の
性
格
が

指
摘
で
き
る
以
上
、
そ
う
し
た
方
法
は
有
効
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
「
平
家
物
語
」
の
異
本
問
で
は
独
立
性
の
高
い
四
部
本
の
世
界

を
解
明
す
る
た
め
に
、
そ
の
欠
巻
の
う
ち
、
「
打
聞
」
の
注
釈
語
数
が
多
い
巻

二
の
内
容
を
対
象
に
据
え
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
他
異
本
の
記
述
内

容
を
検
討
し
つ
つ
、
四
部
本
巻
二
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
を
推
定

し
て
み
た
い
。（

一
）

　
「
打
聞
」
に
お
け
る
注
釈
が
、
現
存
の
四
部
本
の
叙
述
に
ほ
ぽ
沿
っ
て
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　

れ
て
い
る
こ
と
は
、
訓
読
の
作
業
を
続
け
て
き
た
中
で
、
基
本
的
に
確
認
で
き

て
い
る
事
項
の
一
つ
で
あ
る
。
い
ま
、
注
釈
の
対
象
と
な
る
本
文
が
無
い
巻
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

に
お
い
て
も
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
傾
向
が
存
在
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

四
部
本
の
本
文
を
推
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
こ
の
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て

み
た
い
。

　
「
打
聞
」
の
注
釈
語
と
四
部
本
の
関
係
に
つ
い
て
、
巻
一
を
例
に
と
っ
て
考

え
て
み
る
。
「
打
聞
」
の
巻
一
の
注
釈
語
の
数
は
３
８
項
目
あ
り
、
い
ず
れ
も
四

部
本
に
存
在
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
打
聞
」
の
「
義
形
」
「
堪
覚
」
「
照
宣
公
」

の
３
項
目
は
、
四
部
本
で
そ
れ
ぞ
れ
「
儀
形
」
「
勘
覚
」
「
昭
宣
公
」
と
な
っ
て

い
て
用
字
が
相
違
し
て
い
る
が
、
音
通
に
よ
る
も
の
で
意
味
の
相
違
は
な
い
。

ま
た
、
「
打
聞
」
の
注
釈
語
の
順
と
、
四
部
本
の
記
述
で
相
違
し
て
い
る
と
こ

ろ
は
な
く
、
「
打
聞
」
が
対
象
と
し
た
巻
一
の
本
文
は
現
存
の
四
部
本
に
比
し

て
、
注
釈
語
の
部
分
に
お
い
て
は
異
同
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
を
四
部
本
の
欠
巻
部
を
除
い
て
他
の
す
べ
て
の
巻
で
考
え
て
み

る
と
、
「
打
聞
」
の
注
釈
語
と
現
存
四
部
本
中
の
語
が
一
致
し
な
い
例
は
き
わ

め
て
少
な
く
、
そ
の
中
に
は
「
打
聞
」
の
転
写
段
階
で
の
錯
誤
と
思
わ
れ
る
も

の
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
巻
五
の
「
持
統
」
注
の
よ
う
に
、
二
項
目
前
に

す
で
に
注
記
を
終
え
た
「
持
統
」
と
い
う
語
が
再
び
掲
出
さ
れ
、
「
持
統
は
、

之
を
略
す
」
と
い
う
注
釈
を
示
し
て
く
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
お

そ
ら
く
「
打
聞
」
が
四
部
本
で
は
一
度
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
「
持
統
」
と
い

う
語
を
あ
や
ま
っ
て
、
二
度
記
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
巻
九

　
　

の
「
今
の
女
院
」
注
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
現
存
の
四
部
本
で
は
「
上
西
門



院
」
と
表
記
し
て
あ
る
語
の
注
釈
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
が
、
意
味

的
に
ま
っ
た
く
相
違
す
る
も
の
で
な
い
以
上
、
現
存
四
部
本
と
「
打
聞
」
が
注

釈
し
た
四
部
本
の
問
に
文
脈
の
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
注
釈
語
が
四
部
本
本
文
の
順
と
異
な
っ
て
前
後
し
て
い
る
も
の
は
１
０

例
に
満
た
な
い
ほ
ど
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
果
た
し
て
「
打
聞
」
が
対
象
に
し

た
四
部
本
が
そ
う
い
う
順
序
で
記
し
て
い
た
の
か
、
「
打
聞
」
自
体
が
あ
や
ま

っ
て
前
後
さ
せ
て
記
し
て
き
た
の
か
は
判
断
が
つ
か
な
い
。
例
え
ば
、
前
述
し

た
巻
五
の
二
度
出
て
く
る
「
持
統
」
注
の
前
後
は
順
序
が
狂
っ
て
い
る
。
「
打

聞
」
で
は
「
持
統
」
「
文
武
」
「
元
明
」
「
持
統
」
「
人
丸
」
「
元
正
」
と
い
う
順

に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
四
部
本
で
は
「
持
統
」
「
人
丸
」
「
文
武
」
「
元
明
」

「
元
正
」
と
い
う
順
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
「
人
丸
」
注
を
抜

い
て
記
し
た
こ
と
に
気
づ
い
た
作
者
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
再
び
「
持
統
」
ま

で
戻
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
に
「
人
丸
」
注
を
入
れ
た
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。

明
ら
か
に
「
打
聞
」
自
体
の
錯
誤
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

現
存
四
部
本
と
「
打
聞
」
の
対
象
と
し
て
四
部
本
が
大
き
く
違
う
も
の
で
あ
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
打
聞
」
が
対
象
と
し
た
四
部
本
本
文
は
、
現
存
四
部

本
と
き
わ
め
て
近
い
も
の
だ
と
い
う
巻
一
で
み
た
傾
向
は
、
全
巻
に
わ
た
っ
て

い
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
認
識
に
た
つ
と
、
「
打
聞
」

巻
二
の
注
釈
語
は
四
部
本
の
巻
二
に
存
在
し
た
は
ず
の
語
で
あ
り
、
か
つ
そ
の

　
　
　
　
　
四
部
合
戦
状
本
「
平
家
物
語
」
巻
二
の
位
相

順
序
は
四
部
本
巻
二
の
叙
述
の
順
序
に
等
し
か
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
以
下
、

「
打
聞
」
の
注
釈
語
の
順
に
し
た
が
っ
て
、
四
部
本
巻
二
の
叙
述
内
容
を
推
定

し
て
い
き
た
い
。

（
二
）

　
「
打
聞
」
の
巻
二
の
注
釈
語
は
２
５
項
目
あ
り
、
「
平
家
物
語
」
の
他
異
本
の
十

二
巻
本
巻
二
相
当
分
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
い
ず
れ

か
の
異
本
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
他
異
本
と
比
較
対
照
し
て

検
証
す
る
と
、
叙
述
内
容
か
ら
お
お
よ
そ
次
の
四
っ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
表
記
の
順
は
「
打
聞
」
本
文
の
順
に
従
っ
て
い

る
。Ａ

　
「
明
雲
流
罪
関
係
」
…
…
「
庁
の
使
」
「
村
上
」
「
六
勝
寺
」
「
印
鐙
」
「
鳥

　
羽
院
」
「
度
縁
」
「
世
美
丸
」
「
四
明
」
「
伝
教
」
「
慈
覚
大
師
」
の
１
０
注
。

Ｂ
　
「
鹿
谷
（
成
親
尋
問
・
重
盛
教
訓
）
関
係
」
…
「
籍
焚
」
「
韓
影
」
「
葱
酷
」

　
「
禍
敗
」
「
衛
府
」
「
安
和
」
「
北
野
」
「
大
公
望
」
の
８
注
。

Ｃ
　
「
蘇
武
関
係
」
…
「
十
九
年
経
」
「
李
広
」
「
李
陵
」
「
永
律
」
「
昔
、
巌
堀

　
に
在
り
」
の
５
注
。

Ｄ
　
「
怨
霊
記
事
関
係
」
…
…
「
圓
位
上
人
」
「
花
山
院
」
の
２
注
。

　
四
部
本
の
巻
一
と
巻
三
の
内
容
か
ら
推
し
て
、
巻
二
の
記
事
構
成
の
流
れ
は
、

他
異
本
と
そ
う
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
四
部
合
戦
状
本
「
平
家
物
語
」
巻
二
の
位
相

こ
の
注
釈
語
の
羅
列
を
見
て
も
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
他
異
本
と
比
較
し
て
問
題
点
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
や
、
四

部
本
の
み
の
特
徴
を
示
す
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
以
下
、
Ａ
－
Ｄ
の

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
そ
の
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
。
な
お
、
本
稿
の
目
的
は
四
部

本
巻
二
の
内
容
の
推
定
で
あ
る
か
ら
、
特
に
そ
の
点
に
か
か
わ
る
も
の
以
外
は
、

「
打
聞
」
の
注
釈
内
容
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
注
釈
語
の
並
び
方
を
中
心
に
考
え

て
い
く
こ
と
を
言
明
し
て
お
く
。

　
ま
ず
Ａ
に
つ
い
て
、
「
庁
の
使
」
は
巻
二
の
冒
頭
の
記
事
と
し
て
、
諸
異
本

共
通
し
て
記
載
す
る
の
で
問
題
は
な
い
。
続
く
「
村
上
」
「
六
勝
寺
」
の
二
注

　
　
　
　
　
　
　
＠

は
、
早
川
厚
一
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
覚
一
本
や
屋
代
本
な
ど
の
語

り
本
系
に
は
見
え
る
が
、
い
わ
ゆ
る
読
み
本
系
諸
本
は
記
さ
な
い
語
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
部
本
と
語
り
本
系
の
記
事
の
一
致
は
、
す
で
に
早
川
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
も
そ
の
傾
向
は
推
測
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
二
注
に
つ
い
て
は
、

語
り
本
系
と
位
置
が
相
違
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
問
題
点
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

語
り
本
系
で
こ
の
二
語
は
、
「
印
鐙
」
「
鳥
羽
院
」
「
度
縁
」
と
い
う
「
打
聞
」

で
の
注
釈
語
よ
り
も
後
に
出
て
く
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

「
打
聞
」
の
他
の
巻
に
お
い
て
注
釈
語
が
前
後
す
る
例
は
あ
ま
り
な
い
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
語
の
存
在
は
、
語
り
本
系
と
四
部
本
の
記
事

配
列
が
違
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
覚
一
本
で
こ
の
二
語
は
、
明
雲
流
罪

の
決
定
が
な
さ
れ
た
後
、
「
度
縁
」
を
召
し
あ
げ
、
還
俗
さ
せ
た
と
い
う
記
事

一
八

の
後
に
、

＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
此
明
雲
と
申
は
、
村
上
天
皇
第
七
の
皇
子
、
具
平
親
王
よ
り
六
代
の
御
末
、

　
久
我
大
納
言
顯
通
卿
の
御
子
也
。
誠
に
無
螢
の
磧
徳
、
天
下
第
一
の
高
僧
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
て
お
は
し
け
れ
ば
、
君
も
臣
も
た
（
ツ
）
と
み
、
天
王
寺
・
六
勝
寺
の
別
當

　
を
も
か
け
給
へ
り
。
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
り
、
「
打
聞
」
の
注
釈
語
を
示
す
。

　
以
下
の
引
用
文
中
も
同
様
で
あ
る
。
）

と
い
う
明
雲
の
出
自
の
説
明
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
「
村
上
」
「
六
勝
寺
」
と

い
う
言
葉
か
ら
は
四
部
本
の
本
文
も
同
内
容
で
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い

が
、
こ
の
場
合
歴
史
的
時
問
の
制
約
を
受
け
な
い
人
物
の
説
明
と
し
て
の
記
事

と
い
う
性
質
上
、
論
理
的
に
は
「
明
雲
」
の
名
が
出
て
き
た
後
な
ら
ば
、
ど
の

箇
所
に
入
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
お
そ
ら
く
四
部
本
で
は
「
庁
の

使
」
と
「
印
鐙
」
の
間
に
、
「
明
雲
」
と
い
う
名
が
記
さ
れ
、
そ
の
後
に
こ
の

出
自
の
説
明
が
記
載
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
「
印
鐙
」
「
鳥
羽
院
」

「
度
縁
」
に
関
し
て
は
、
他
異
本
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
記
事
で
四
部
本
も
同

内
容
で
あ
ろ
う
。
明
雲
が
座
主
を
辞
任
し
て
「
印
鐙
」
を
返
し
、
「
鳥
羽
院
」

の
皇
子
が
替
わ
っ
て
天
台
座
主
に
な
り
、
明
雲
の
流
罪
が
決
定
し
て
「
度
縁
」

を
召
し
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
次
の
「
世
美
丸
」
と
い
う
語
は
、
「
打
聞
」
の
巻
二
の
注
釈
語
の
中

で
、
唯
一
他
異
本
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
注
釈
内
容
を
あ
げ
て
み
る
。

¢
　
世
美
丸
は
延
喜
第
四
の
太
子
。
此
の
宮
の
住
み
た
ま
ふ
故
に
、
彼
の
河
原
を



　
ば
四
宮
河
原
と
名
付
く
る
な
り
。

こ
の
「
世
美
丸
」
注
は
、
「
度
縁
」
注
と
「
四
明
」
注
の
問
に
あ
っ
て
、
他
異

本
を
見
て
も
、
該
当
す
る
べ
き
箇
所
、
す
な
わ
ち
「
度
縁
」
と
「
四
明
」
の
問

に
、
「
世
美
丸
」
と
い
う
語
、
あ
る
い
は
「
延
喜
第
四
の
太
子
」
と
い
う
言
い

方
は
存
在
し
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
四
部
本
が
独
自
に
使
用
し
た
語
な
の
で
あ

ろ
う
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
、
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る

で
あ
ろ
う
か
。
他
異
本
の
こ
の
あ
た
り
の
文
脈
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
盛
衰
記

の
み
に
み
ら
れ
る
記
事
に
「
世
美
丸
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
見

出
せ
る
。
明
雲
の
流
罪
の
模
様
を
記
す
と
こ
ろ
で

＠
　
同
二
十
三
日
、
座
主
一
切
経
の
別
所
を
出
で
て
配
所
へ
赴
き
結
ふ
。
（
中
略
）

　
彼
の
粟
田
口
・
両
葉
山
・
四
宮
河
原
を
打
過
ぎ
て
、
影
も
涼
し
き
会
坂
の
、

　
関
の
清
水
を
過
ぎ
越
え
て
、
粟
津
の
浦
に
ぞ
出
で
給
ふ
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
中
の
道
行
文
的
な
部
分
は
他
の
異
本
に
は
な
く
、

一
切
経
の
別
所
か
ら
粟
津
の
国
分
寺
に
入
っ
た
と
い
う
記
述
が
み
え
る
だ
け
な

の
で
あ
る
が
、
「
世
美
丸
」
と
い
う
語
は
こ
の
引
用
文
中
の
「
四
宮
河
原
」
に

関
連
し
て
、
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
打
聞
」

の
注
釈
の
中
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
「
四
宮
河
原
」
と
「
世
美
丸
」
と
い
う
語
が

結
び
っ
い
て
文
脈
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
。
こ
の
前
後

の
「
打
聞
」
の
注
釈
語
が
、
明
雲
流
罪
に
関
連
し
た
部
分
の
も
の
で
あ
り
、

「
世
美
丸
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
状
況
は
、
諸
異
本
の
文
脈
か
ら
だ
け
で

　
　
　
　
　
四
部
合
戦
状
本
「
平
家
物
語
」
巻
二
の
位
相

考
え
る
と
こ
れ
以
外
に
は
想
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
四
部
本
巻

二
に
盛
衰
記
に
の
み
存
在
す
る
本
文
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
。

　
「
四
明
」
「
伝
教
」
「
慈
覚
大
師
」
の
３
項
目
に
つ
い
て
は
、
こ
の
順
で
三
つ

と
も
あ
ら
わ
れ
る
の
は
延
慶
本
（
た
だ
し
、
「
慈
覚
大
師
」
は
「
慈
覚
」
と
な

っ
て
い
る
）
だ
け
で
あ
る
。
盛
衰
記
は
「
伝
教
」
「
慈
覚
」
の
語
の
用
い
方
は

延
慶
本
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
四
明
」
は
そ
の
二
語
の
後
に
記
さ
れ
て
お
り
、

覚
一
本
で
は
「
四
明
」
と
い
う
語
は
散
見
す
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
「
伝
教
」

よ
り
は
後
に
あ
り
、
か
つ
「
慈
覚
大
師
」
は
見
え
な
い
の
で
、
両
本
と
も
「
打

聞
」
と
は
一
致
し
な
い
。
延
慶
本
で
は
、
明
雲
の
流
罪
に
対
す
る
大
衆
の
愈
議

の
言
葉
の
中
に

＠
　
　
テ
ヲ
　
メ
・
・
ノ
ニ
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
ト

　
仏
日
和
光
」
弘
四
明
峯
於
一
乗
之
法
一
（
中
略
）
云
貫
主
一
云
山
上
一
誰
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
是
ヲ
軽
シ
メ
ム
。
就
中
一
伝
教
、
慈
覚
、
智
証
三
代
之
御
事
ハ
申
二
不
及
Ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
い
う
形
で
出
て
き
て
い
る
。
お
そ
ら
く
四
部
本
本
文
は
、
こ
の
延
慶
本
本
文

と
近
似
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
四
部
本
巻
二
の
明
雲
流
罪
関
係
記
事
は
、
基
本
的

に
は
他
異
本
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
展
開
と
な
っ
て
お
り
、
部
分
的
に
は
四
部
本

独
自
の
記
事
配
列
や
使
用
語
を
有
し
、
特
定
の
異
本
と
近
似
し
た
本
文
が
あ
っ

た
と
推
測
し
て
み
た
。
た
だ
、
続
く
二
行
阿
閣
梨
」
の
故
事
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
に
っ
い
て
は
、
「
打
聞
」
に
注
釈
語
が
な
い
の
で
判
断
が
っ
か
な
い
。
そ

の
こ
と
も
含
め
て
、
こ
の
あ
た
り
の
記
事
構
成
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
も
う
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
四
部
合
戦
状
本
「
平
家
物
語
」
巻
二
の
位
相

度
ま
と
め
て
記
し
て
み
た
い
。

　
次
に
Ｂ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
「
鮮
焚
」
「
韓
影
」
「
菟
酪
」
「
禍
敗
」
の
四
注

は
、
鹿
谷
事
件
が
発
覚
し
た
後
の
成
親
の
尋
問
の
様
子
を
い
う
場
面
に
諸
本
ほ

ぽ
同
内
容
の
文
脈
で
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
四
部
本
に
も
そ
れ
以
前

の
文
脈
で
、
行
綱
の
密
告
、
主
要
人
物
の
逮
捕
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
次
の
「
衛
府
」
注
は
事
件
を
知
っ
た
重
盛
が
、
六
波
羅
に
駆

け
つ
け
る
場
面
に
「
節
朴
四
五
人
、
随
身
二
三
人
計
召
具
テ
」
（
延
慶
本
。
他

本
も
同
様
）
と
い
う
形
で
出
て
く
る
。
続
く
「
安
和
」
「
北
野
」
の
二
注
は
、

そ
の
重
盛
が
無
実
護
奏
の
可
能
性
を
示
し
て
清
盛
に
教
訓
す
る
と
こ
ろ
で
諸
本

こ
の
二
語
を
記
す
の
だ
が
、
順
序
は
い
ず
れ
の
本
も
「
打
聞
」
と
は
逆
に
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
を
延
慶
本
で
記
す
と

　
小
恥
天
神
ハ
時
平
ノ
大
臣
ノ
護
奏
ニ
ヨ
（
ツ
）
テ
、
延
喜
ノ
御
門
二
被
流
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
奉
リ
、
西
宮
大
神
ハ
多
田
ノ
新
発
ガ
霞
言
ニ
ヨ
（
ツ
）
テ
、
安
和
ノ
御
門
二

　
被
流
一
給
キ
。

と
な
り
、
二
つ
の
事
象
が
歴
史
的
に
並
ん
で
い
る
の
だ
が
、
四
部
本
の
み
が

「
安
和
」
と
「
延
喜
」
の
両
帝
の
時
代
の
順
序
を
逆
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
こ
の
場
合
に
は
「
打
聞
」
が
前
後
し
て
記
し
た
と
考
え
た
ほ
う
が

妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
同
じ
こ
と
を
述
べ
る
対
句
で
あ
る
の
だ

か
ら
、
記
事
の
存
在
に
つ
い
て
は
諸
本
と
四
部
本
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
次
の
「
大
公
望
」
は
、
語
り
本
系
に
は
な
い
が
読
み
本
系
に
は
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇

し
、
前
二
注
の
後
に
あ
っ
て
位
置
に
も
問
題
は
な
い
。
延
慶
本
で
は

　
『
積
善
ノ
家
ニ
ハ
余
慶
ア
リ
。
積
悪
ノ
門
二
余
映
留
ル
ー
ト
コ
ソ
承
レ
。
周

　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
“
ソ
ヨ
コ

　
ノ
文
王
ハ
大
公
望
二
命
ゼ
ラ
レ
テ
、
四
如
己
ヲ
恐
レ
、
唐
ノ
大
宗
ハ
張
温
古

　
ヲ
切
テ
後
、
五
復
ノ
奏
ヲ
用
ラ
ル
。

と
な
っ
て
い
る
。
長
門
本
や
盛
衰
記
で
も
同
様
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
鹿
谷
事
件
の
顛
末
を
描
く
Ｂ
の
記
事
も
、
お
お
よ
そ

他
本
と
変
わ
ら
ず
四
部
本
に
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
Ａ
の
「
一

行
阿
闇
梨
」
の
故
事
と
同
様
、
「
蜂
火
の
沙
汰
」
の
故
事
が
存
在
し
た
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
多
い
の
で
次
項
で
考
察
す
る
と
し
て
、
Ｄ
を
先
に

考
え
る
と
、
「
圓
位
上
人
」
「
花
山
院
」
の
２
注
は
、
こ
れ
も
語
り
本
系
に
は
な

い
が
、
読
み
本
系
に
は
存
在
す
る
。
ま
ず
「
回
位
上
人
」
は
、
讃
岐
院
に
追
号

が
あ
っ
て
、
崇
徳
院
と
な
っ
た
記
事
の
後
に
、
延
慶
本
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
仁
安
三
年
ノ
冬
比
、
西
行
法
師
、
後
ニ
ハ
大
法
房
円
位
上
人
ト
申
ケ
ル
ガ
、

　
諸
国
修
行
シ
ケ
ル
ガ
、
此
君
崩
御
ノ
事
ヲ
聞
テ
、
四
国
へ
渡
リ
、
サ
ヌ
キ
ノ

　
松
山
ト
云
所
ニ
テ
、

と
記
さ
れ
て
く
る
。
い
わ
ゆ
る
西
行
の
白
峯
訪
墓
説
話
で
あ
る
。
長
門
本
「
圓

位
」
、
盛
衰
記
「
円
意
」
と
ど
ち
ら
も
「
上
人
」
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

文
脈
は
同
じ
で
あ
る
。
次
の
「
花
山
院
」
は
、
怨
霊
を
恐
れ
て
崇
徳
院
に
続
き

宇
治
の
悪
左
府
頼
長
に
贈
官
贈
位
し
た
と
い
う
記
述
の
後
で
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
冷
泉
院
ノ
御
物
狂
ハ
シ
ク
マ
シ
マ
シ
、
花
山
ノ
法
皇
ノ
御
位
ヲ
サ
ラ
セ
給
ヒ
、

　
三
条
院
ノ
御
目
ノ
ク
ラ
ク
オ
ハ
シ
マ
シ
・
モ
、
元
方
民
部
卿
ノ
怨
霊
ノ
崇
リ

　
ト
コ
ソ
承
レ
。

と
延
慶
本
で
は
記
さ
れ
て
い
る
。
長
門
本
、
盛
衰
記
も
ほ
ぼ
同
文
で
「
花
山

院
」
で
は
な
く
「
花
山
法
皇
」
と
記
す
が
、
四
部
本
も
同
じ
文
脈
だ
と
考
え
ら

れ
よ
う
。
こ
の
あ
た
り
の
怨
霊
の
恐
れ
を
い
う
記
述
は
、
語
り
本
系
に
は
記
事

自
体
が
な
く
読
み
本
系
と
根
本
的
に
構
成
が
違
う
の
で
、
四
部
本
が
読
み
本
系

的
本
文
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
こ
と
は
輿
味
深
い
。

　
以
上
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
「
打
聞
」
の
注
釈
語
を
検
討
し

て
四
部
本
巻
二
の
あ
り
よ
う
を
推
定
し
て
み
た
。
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
ま
と
め

に
つ
い
て
は
、
Ｃ
を
検
討
し
た
後
で
、
最
後
に
総
合
的
に
示
し
て
み
た
い
。

（
三
）

　
「
打
聞
」
が
記
す
注
釈
語
か
ら
、
四
部
本
巻
二
の
位
相
を
推
定
す
る
に
あ
た

っ
て
、
最
も
問
題
に
な
る
の
が
（
一
）
で
あ
げ
た
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち

「
蘇
武
」
の
故
事
に
関
す
る
注
に
お
い
て
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
蘇
武
」

の
故
事
に
関
し
て
は
諸
異
本
異
同
が
多
く
、
四
部
本
の
本
文
が
ど
の
よ
う
な
傾

向
に
あ
る
の
か
は
非
常
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
十
九
年
経
」

「
李
広
」
「
李
陵
」
「
永
律
」
「
昔
、
巌
堀
に
在
り
」
こ
れ
ら
五
項
目
の
注
釈
語
か

ら
想
起
さ
れ
る
四
部
本
の
本
文
は
、
他
の
異
本
の
い
ず
れ
と
も
一
致
し
な
い
。

　
　
　
　
　
四
部
合
戦
状
本
「
平
家
物
語
」
巻
二
の
位
相

要
す
る
に
「
打
聞
」
か
ら
想
起
さ
れ
る
四
部
本
の
「
蘇
武
」
の
故
事
は
、
独
自

の
記
さ
れ
方
を
し
た
と
判
断
す
る
し
か
な
い
よ
う
な
語
の
配
列
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
を
（
二
）
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
注
釈
語
の
並
び
方

か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
「
打
聞
」
の
記
す
順
に
、
検
討
を
加
え
て
み
る
。
ま
ず
、
「
十
九
年
経
」
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
蘇
武
が
胡
国
で
過
ご
し
た
年
月
で
あ
っ
て
、
諸
本
と

も
に
記
す
が
語
句
の
相
違
、
位
置
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
覚
一
本
で
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
箇
所
は
、
漢
の
昭
帝
が
蘇
武
の
雁
書
を
見
て
軍
を
派
遣
し
勝
利
し

た
後
に
、
「
十
九
年
の
星
霜
を
送
て
、
か
た
足
は
き
ら
れ
な
が
ら
、
輿
に
か
・

れ
て
古
郷
へ
ぞ
騎
り
け
る
。
」
と
な
っ
て
語
は
相
違
す
る
。
他
の
語
り
本
系
で

も
同
じ
で
あ
る
。
延
慶
本
で
は
、
位
置
は
語
り
本
系
と
同
じ
で
「
蘇
武
ハ
片
足

ハ
折
レ
タ
レ
ド
モ
、
十
九
年
ノ
星
霜
ヲ
経
テ
、
古
郷
へ
帰
リ
上
シ
ニ
、
」
と
記

し
、
長
門
本
も
「
十
九
年
の
星
霜
を
経
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
盛
衰
記
で
は
、

ほ
ぼ
同
様
の
位
置
に
「
蘇
武
は
十
六
に
し
て
胡
国
に
行
き
、
十
九
年
を
経
て
後
、

三
十
五
に
て
旧
里
に
帰
る
。
」
と
あ
っ
て
「
打
聞
」
と
一
致
す
る
が
、
そ
れ
以

前
に
蘇
武
の
胡
国
で
の
苦
し
い
生
活
を
記
す
部
分
で
（
雁
書
の
前
）
、
「
繋
が
ぬ

月
日
明
け
暮
れ
て
、
十
九
年
を
ぞ
経
た
り
け
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
「
十
九

年
経
」
と
い
う
語
は
盛
衰
記
で
は
二
度
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

語
句
的
に
は
盛
衰
記
の
み
が
二
箇
所
と
も
四
部
本
と
一
致
す
る
が
、
延
慶
本
や

長
門
本
に
し
て
も
、
仮
に
四
部
本
の
表
記
が
「
十
九
年
経
星
霜
」
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二



　
　
　
　
　
四
部
合
戦
状
本
「
平
家
物
語
」
巻
二
の
位
相

た
場
合
、
「
打
聞
」
が
あ
や
ま
っ
て
「
十
九
年
経
」
だ
け
を
取
り
出
し
て
注
釈

を
加
え
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
送
り
て
」
と
す
る
語

り
本
系
よ
り
は
、
読
み
本
系
三
本
に
よ
り
近
い
書
き
方
に
な
っ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
る
が
、
そ
の
位
置
は
盛
衰
記
も
含
め
て
諸
本
共
通
し
て
い
る
雁
書
の
後
と
、

盛
衰
記
だ
け
が
用
い
る
雁
書
の
前
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
こ

こ
で
は
指
摘
し
て
お
く
。

　
次
に
、
「
李
広
」
注
で
あ
る
が
、
他
異
本
で
「
李
広
」
の
名
を
表
す
の
は
覚

一
本
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
雁
書
を
見
た
直
後
に
昭
帝
が
、

　
「
あ
な
む
ざ
ん
や
、
蘇
武
が
ほ
ま
れ
の
跡
な
り
け
り
。
い
ま
だ
胡
國
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
に
こ
そ
」
と
て
、
今
度
は
李
廣
と
云
將
軍
に
仰
て
、
百
万
騎
を
さ
し
つ
か
は

　
す
。

と
、
蘇
武
救
出
の
た
め
胡
国
に
お
く
っ
た
征
討
軍
の
将
軍
の
名
と
し
て
見
え
る
。

こ
の
雁
書
の
後
の
蘇
武
救
出
を
目
的
と
し
た
軍
の
将
軍
の
名
は
、
諸
本
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

て
様
々
で
、
延
慶
本
や
長
門
本
で
は
「
永
律
」
、
平
松
家
本
は
「
李
陵
」
、
八
坂

系
の
奥
村
家
本
は
「
楊
李
」
と
な
っ
て
お
り
、
屋
代
本
等
は
百
万
騎
の
軍
勢
を

お
く
る
が
将
軍
の
名
は
見
え
な
い
。
盛
衰
記
は
、
軍
を
お
く
ら
な
い
の
で
当
然

名
前
は
な
い
。
さ
て
、
こ
の
「
李
広
」
の
名
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
部
本

が
覚
一
本
と
同
じ
本
文
を
有
し
て
い
た
と
短
絡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
「
打
聞
」
で
は
こ
の
後
に
出
て
く
る
「
昔
、
巌
堀
に
在
り
」
注
は
ど
う

考
え
て
も
雁
書
の
本
文
に
対
す
る
注
な
の
で
、
「
李
広
」
は
雁
書
の
前
に
出
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
一

き
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
な
ら
ば
覚
一
本
の
よ
う
に
雁
書
の
後
に
帝
が
差

し
向
け
る
将
軍
の
名
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
も
っ
と
も
、
四
部
本
で
は

何
ら
か
の
理
由
で
「
李
広
」
と
い
う
将
軍
の
名
が
、
雁
書
の
以
前
に
で
て
き
た

と
仮
定
す
る
こ
と
に
っ
い
て
は
、
後
に
で
て
く
る
「
水
律
」
注
と
関
係
が
あ
る

の
で
そ
の
と
き
に
、
併
せ
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
、
諸
本
で

は
覚
一
本
と
四
部
本
の
み
が
お
そ
ら
く
「
李
広
」
と
い
う
名
を
記
す
の
で
は
あ

る
が
、
そ
の
文
脈
は
別
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
。

　
次
に
で
て
く
る
「
李
陵
」
に
つ
い
て
は
、
「
蘇
武
」
の
故
事
の
中
に
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
何
度
も
出
て
く
る
名
で
あ
る
こ
と
と
、
他
の
注
釈
語
の
並
び

方
が
他
異
本
と
は
相
違
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
李
陵
」
注
は
、
他
異
本
と
の

比
較
か
ら
四
部
本
の
記
述
を
推
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
同

じ
語
が
何
度
も
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
本
文
中
に
「
李
陵
」
と
い
う
語

が
初
め
て
使
わ
れ
た
時
に
為
さ
れ
た
注
釈
と
推
定
さ
れ
る
が
、
文
脈
は
判
断
が

っ
か
な
い
。

　
そ
の
次
の
「
永
律
」
注
に
っ
い
て
は
、
先
ほ
ど
の
「
李
広
」
注
と
ま
っ
た
く

同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
す
な
わ
ち
「
永
律
」
の
名
を
記
す
の
は
、
延
慶
本
と
長

門
本
だ
け
で
、
そ
れ
も
前
述
し
た
よ
う
に
雁
書
の
後
に
派
遣
す
る
将
軍
の
名
と

し
て
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
李
広
」
注
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
「
永
律
」
注

も
次
の
「
昔
、
厳
堀
に
在
り
」
注
の
前
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
仮
に
雁
書
の
前
に

「
水
律
」
（
あ
る
い
は
「
李
広
」
で
も
）
と
い
う
将
軍
名
が
記
さ
れ
て
い
た
と
し



て
も
、
今
度
は
「
李
広
」
と
「
永
律
」
の
関
係
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
永
律
」
の
場
合
も
、
「
李
広
」
の
時

に
下
し
た
結
論
と
同
様
に
、
延
慶
本
や
長
門
本
の
文
脈
と
は
違
う
形
で
、
四
部

本
に
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
人
物
に
関
す
る
三
っ
の
注
は
、

そ
も
そ
も
「
打
聞
」
の
注
釈
内
容
自
体
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
だ
が
、
今
は

最
初
に
断
っ
た
よ
う
に
項
目
の
並
び
だ
け
で
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
「
蘇

武
」
の
「
故
事
」
の
注
釈
内
容
に
つ
い
て
は
別
稿
を
定
め
た
い
。

　
最
後
に
「
昔
、
巌
堀
に
在
り
」
注
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
雁

書
の
詩
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。
「
平
家
物
語
」
の
異
本
中
、
「
蘇
武
」

の
故
事
自
体
を
記
さ
な
い
源
平
闘
課
録
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
こ
の
雁
書
の
詩

を
記
し
て
い
る
。
語
句
の
異
同
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
っ
て
、
お
そ

ら
く
四
部
本
も
同
様
の
詩
を
記
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
た
だ
、
諸
異
本
い

ず
れ
も
「
打
聞
」
で
「
在
り
」
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
「
籠
め
ら
れ
」
と
な
っ

て
い
て
相
違
す
る
。
伝
承
の
過
程
で
の
異
な
り
で
あ
ろ
う
が
、
管
見
に
お
よ
ぶ

限
り
、
他
作
品
に
お
い
て
も
「
在
り
」
と
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
「
打

聞
」
自
体
の
書
写
上
の
誤
り
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
気
に
か
か
る
点
で
は
あ
る

こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
な
お
、
「
十
九
年
経
」
注
と
の
関
係
に
お
い
て
、
こ

の
「
昔
、
巌
堀
に
在
り
」
の
詩
の
前
に
盛
衰
記
の
み
が
記
し
、
詩
の
後
に
他
の

異
本
が
記
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
「
打
聞
」
の
他
の
注
釈
語
に
も
問
題
点
が

多
い
こ
と
か
ら
、
「
十
九
年
経
」
は
盛
衰
記
の
み
に
み
ら
れ
た
本
文
が
、
四
部

　
　
　
　
　
四
部
合
戦
状
本
「
平
家
物
語
」
巻
二
の
位
相

本
の
本
文
だ
と
推
定
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
「
打
聞
」
の
注
釈
語
の
並
び
方
か
ら
推
定
さ
れ
る
四
部
本
の
蘇

武
の
故
事
の
本
文
は
、
他
異
本
と
大
き
く
相
違
す
る
こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
故
事
は
康
頼
が
卒
塔
婆
を
流
し
た
こ
と
と
の
関
係
か
ら

記
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
雁
書
の
存
在
に
つ
い
て
は
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
、
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
現
段
階
に
お
い
て
、
「
打
聞
」

の
注
釈
語
の
並
び
方
か
ら
だ
け
で
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
う
し
か
な
い

で
あ
ろ
う
。
紙
数
に
も
余
裕
が
な
い
の
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
打
聞
」
の

注
釈
内
容
か
ら
、
改
め
て
「
蘇
武
」
に
つ
い
て
は
考
察
し
て
み
た
い
。

（
四
）

　
Ａ
－
Ｄ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
推
定
し
て
み
た
四
部
本
巻
二
の
内
容
を
ま
と

め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
そ
の
中
で
「
」
内
の
語
は
「
打
聞
」
の

注
釈
語
を
示
し
、
（
　
）
内
は
「
打
聞
」
の
注
釈
語
か
ら
直
接
は
わ
か
ら
な
い

が
、
文
脈
と
し
て
四
部
本
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
記
事
で
あ
る
。

　
Ａ
「
明
雲
流
罪
関
係
」

　
　
ア
　
「
庁
の
使
」
が
御
輿
振
り
の
張
本
の
大
衆
を
召
す
。

　
　
イ
　
明
雲
の
出
自
。
語
り
本
的
本
文
。
「
村
上
」
「
六
勝
寺
」
。

　
　
ウ
　
明
雲
、
座
主
辞
任
。
「
印
鐙
」
を
返
し
、
「
烏
羽
院
」
の
皇
子
が
天
台

　
　
　
座
主
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
四
部
合
戦
状
本
「
平
家
物
語
」
巻
二
の
位
相

　
　
エ
　
明
雲
の
流
罪
決
定
。
「
度
縁
」
を
召
し
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
オ
　
明
雲
の
流
罪
。
（
盛
衰
記
的
道
行
文
「
世
美
丸
」
）
。

　
　
カ
　
大
衆
愈
議
。
延
慶
本
的
本
文
。
「
四
明
」
「
伝
教
」
「
慈
覚
大
師
」
。

　
Ｂ
「
鹿
谷
事
件
関
係
」

　
　
ア
　
（
行
網
密
告
、
首
謀
者
逮
捕
）
。

　
　
イ
　
成
親
の
尋
問
の
様
子
。
文
選
引
用
部
分
。
「
鯖
焚
」
「
韓
鼓
」
「
蓮
酷
」

　
　
　
「
禍
敗
」
。

　
　
ウ
　
重
盛
、
六
波
羅
へ
。
「
衛
府
」

　
　
エ
　
重
盛
教
訓
。
「
安
和
」
「
北
野
」
（
逆
か
）
の
無
実
護
奏
の
例
。
「
大
公

　
　
　
望
」
の
例
。
読
み
本
系
的
本
文
。

　
　
オ
　
（
鬼
界
ケ
嶋
流
人
関
係
記
事
）

　
Ｃ
「
蘇
武
関
係
」

　
　
不
明
。
「
十
九
年
経
」
「
李
広
」
「
李
陵
」
「
永
律
」
。
た
だ
し
、
雁
書
の
詩

　
　
は
存
在
。
「
昔
、
巌
堀
に
在
り
」
。

　
Ｄ
「
怨
霊
記
事
関
係
」

　
　
ア
　
読
み
本
系
的
本
文
。
（
崇
徳
院
追
号
）
「
圓
位
上
人
」
の
白
峰
行
。

　
　
イ
　
読
み
本
系
的
本
文
。
（
悪
左
府
頼
長
、
贈
官
贈
位
）
「
花
山
院
」
の
譲

　
　
　
位
。

　
こ
の
よ
う
に
四
部
本
の
巻
二
の
内
容
は
推
定
さ
れ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら

他
異
本
と
記
事
の
流
れ
は
大
き
く
相
違
し
な
い
が
、
語
り
本
系
、
延
慶
本
、
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

衰
記
と
部
分
的
に
近
い
記
述
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
四
部
本
の
有
し
て
い
た
世
界
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
が
、
「
打
聞
」
の
訓
読
作
業
を
続
け
て
き
た
中
で
、
最
も
関
心
を
ひ
く
事
柄

の
一
つ
で
あ
り
、
本
稿
の
出
発
点
で
も
あ
っ
た
。
四
部
本
が
、
果
た
し
て
「
平

家
物
語
」
諸
異
本
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
な
る
の
か
。
そ
う
し
た
四

部
本
の
位
相
は
、
他
本
と
の
比
較
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
「
打
聞
」
の
注
釈
内

容
か
ら
逆
に
照
射
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
場
合
も
あ
り
、
「
打
聞
」
が
四

部
本
の
世
界
像
の
解
明
に
呆
た
す
役
割
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
「
打
聞
」
巻
二
の
注
釈
語
を
手
が
か
り
に
、
幻
の
四
部
本
巻
二

の
文
脈
を
た
ど
っ
て
み
た
。
欠
巻
部
の
内
容
と
い
う
非
常
に
興
味
深
い
問
題
を

追
っ
て
み
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
た
四
部
本
本
文
は
、
特
定
の
異
本
と

の
部
分
的
近
接
性
と
い
う
特
色
を
有
し
、
四
部
本
の
世
界
像
の
解
明
と
と
も
に

成
立
の
問
題
も
含
め
た
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
同
じ
く

欠
巻
の
巻
八
に
つ
い
て
は
「
打
聞
」
の
注
釈
語
数
が
少
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う

な
方
法
か
ら
は
内
容
を
推
定
し
え
な
い
が
、
「
打
聞
」
自
体
の
作
品
世
界
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
四
部
本
の
世
界
が
意
味
付
け
さ
れ

て
い
く
こ
と
は
問
違
い
な
い
。
本
稿
は
、
そ
の
一
端
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、

作
品
と
注
釈
の
関
係
に
つ
い
て
ま
た
新
た
な
視
点
か
ら
取
り
組
ん
で
み
た
い
と

考
え
て
い
る
。



注
○
早
川
厚
一
氏
「
『
平
家
打
聞
』
と
『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』
」
（
名
古
屋
学
院

　
大
学
論
集
一
人
文
・
自
然
科
学
篇
）
）

　
　
同
志
社
大
学
中
世
文
学
輪
読
会
「
資
料
　
訓
読
『
平
家
打
聞
』
（
一
）
－
（
四
）
」

　
（
同
志
社
国
文
学
３
４
・
３
６
・
３
７
・
３
８
号
　
一
九
九
一
・
三
－
一
九
九
三
・
十
二
）
な

　
お
、
そ
こ
で
対
象
と
し
た
四
部
本
本
文
は
汲
古
書
院
刊
影
印
本
で
、
打
聞
本
文
は
島

　
原
松
平
文
庫
本
を
底
本
と
し
、
山
岸
徳
平
氏
旧
蔵
本
を
対
校
本
と
し
た
。
以
下
、

　
「
打
聞
」
の
注
釈
語
は
す
べ
て
同
書
に
拠
っ
た
が
、
部
分
的
に
改
め
た
も
の
も
あ
る
。

　
前
掲
¢
の
中
で
早
川
氏
は
、
こ
の
こ
と
も
含
め
て
現
存
四
部
本
と
、
「
打
聞
」
が

　
対
象
と
し
た
四
部
本
の
相
違
を
１
６
項
目
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

＠
前
掲
¢
と
同
じ
。

　
　
「
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
に
お
け
る
語
り
本
系
近
似
本
文
に
つ
い
て
　
　
巻
十

　
を
中
心
と
し
て
１
」
（
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
（
人
文
・
自
然
科
学
篇
）
２
３
巻
－

　
号
一
九
八
六
・
六
）

＠
覚
一
本
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
書
店
）
を
す
べ
て
用
い
た
。

¢
　
引
用
は
、
同
志
社
大
学
中
世
文
学
輪
読
会
「
資
料
　
訓
読
『
平
家
打
聞
』
（
一
）
」

　
（
同
志
社
国
文
学
３
４
号
　
一
九
九
一
・
三
）
に
よ
る
。

＠
源
平
盛
衰
記
の
引
用
は
、
新
定
源
平
盛
衰
記
（
新
人
物
往
来
社
）
を
す
べ
て
用
い

　
た
。

　
　
延
慶
本
の
引
用
は
、
延
慶
本
平
家
物
語
本
文
篇
上
（
勉
誠
社
刊
）
を
す
べ
て
用
い

　
た
。

＠
前
掲
Ｏ
の
中
で
早
川
氏
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
ま
た
、
「
四
明
」
（
ニ
ハ
ニ
頁
）

　
は
、
現
存
諸
本
の
中
で
は
、
延
慶
本
の
安
居
院
唱
導
の
一
文
を
含
む
記
事
に
一
致
す

　
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

◎
黒
田
彰
氏
は
「
蘇
武
覚
書
－
中
世
史
記
の
世
界
か
ら
　
　
」
（
文
学
５
２
巻
ｕ
号

　
一
九
八
四
・
十
一
　
後
に
「
中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境
」
に
所
収
）
の
中
で
「
平

　
　
　
　
四
部
合
戦
状
本
「
平
家
物
語
」
巻
二
の
位
相

松
家
本
等
、

人
ら
し
い
。
」

「
李
広
」
を
「
李
陵
」
と
し
、

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
李
陵
は
先
出
「
李
勝
荊
」

二
五

と
は
別
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