
『
屋
代
本
平
家
物
語
』
本
文
の
基
礎
的
問
題

　
　
－
巻
一
「
殿
下
乗
合
」
の
叙
述
検
討
か
ら
１

谷
　
　
村

茂

１
　
は
じ
め
に

１
系
統
性
と
基
調
性
１

　
『
平
家
物
語
』
諸
本
文
問
に
は
確
か
に
系
統
性
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
既
成

の
「
読
み
本
」
「
語
り
本
」
は
問
違
い
な
く
有
効
な
分
類
指
標
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
呼
称
が
示
す
「
伝
達
１
１
享
受
」
方
法
か
ら
諸
本
文
の
あ
り
よ
う
ま
で
規

定
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。
「
語
り
」
と
い
う
総
じ
て
堅
固
で
安
定

し
た
評
価
軸
の
も
と
、
「
語
り
本
」
系
は
系
統
か
ら
自
己
完
結
的
な
閉
じ
た
体

系
、
す
な
わ
ち
範
列
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
。
対
す
る
「
読
み
本
」
系
は
増
補

系
．
著
述
系
・
非
当
道
系
な
ど
と
と
い
う
複
数
の
呼
称
の
存
在
が
表
す
よ
う
に
、

「
語
り
」
に
適
合
し
な
い
本
文
系
統
群
に
反
措
定
と
し
て
与
え
ら
れ
た
外
因
的

な
枠
組
み
の
も
と
で
範
列
化
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
範

列
化
の
基
盤
に
据
え
ら
れ
て
い
る
「
語
り
」
性
の
多
く
は
、
「
語
ら
れ
て
い
た
」

と
い
う
史
料
的
情
報
を
も
と
に
、
覚
一
本
と
屋
代
本
の
本
文
差
に
読
み
取
れ
る

　
　
　
　
　
屋
代
本
平
家
物
語
』
本
文
の
基
礎
的
問
題

文
学
性
を
投
影
し
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
平
家
「
語
り
」
の
「
語
ら
れ
か
た
」

の
実
態
に
根
ざ
し
た
と
必
ず
し
も
い
い
き
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
我
々

が
現
在
知
っ
て
い
る
の
は
台
本
と
テ
キ
ス
ト
が
同
一
化
し
て
以
降
、
詞
章
を
誤

り
な
く
暗
ん
じ
て
語
る
こ
と
が
語
り
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

の
平
家
物
語
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
本
文
生
成
期
の
語

り
の
実
態
を
辿
る
こ
と
が
不
可
能
に
近
い
う
え
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
既
成
の

「
語
り
」
論
で
本
文
展
開
を
説
明
す
る
こ
と
の
や
む
を
得
な
い
限
界
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
語
り
」
と
本
文
と
の
相
関

性
を
め
ぐ
っ
て
一
種
の
膠
着
し
た
循
環
論
法
が
構
成
さ
れ
て
き
た
側
面
は
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
き
な
い
。
叙
法
の
問
題
と
し
て
の
据
え
直
し
や
、
伝
承
実
態
の
再
検
証
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
い
は
諸
論
の
展
望
と
総
括
が
試
み
ら
れ
、
既
成
の
平
家
「
語
り
」
観
が
問
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
、
諸
本
の
異
体
性
を
個
々
の
本
文
の
関
係
か
ら
捉
え
な

お
す
こ
と
を
通
じ
て
、
既
成
の
系
統
が
負
う
範
列
性
を
相
対
化
す
る
作
業
が
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
『
屋
代
本
平
家
物
語
－
本
文
の
基
礎
的
問
題

要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
の
足
掛
り
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
語
り
本
を
略

本
、
読
み
本
を
広
本
と
、
量
的
す
な
わ
ち
外
形
的
特
徴
で
呼
び
分
け
る
こ
と
に

し
た
い
。

　
こ
の
系
統
性
と
相
補
関
係
を
構
成
す
る
問
題
が
基
調
性
で
あ
る
。
『
平
家
物

語
』
諸
本
文
に
は
系
統
を
越
え
て
叙
述
が
結
ば
れ
合
っ
て
い
る
こ
と
が
看
て
取

れ
、
そ
こ
に
諸
本
文
が
一
点
か
ら
分
岐
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
遡
行
本
文
の
影
が
生
み
出
し
て
い
る
の
が
，
平
家

物
語
』
諸
本
文
を
貫
く
基
調
性
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
基
調
性
が
本
文
に
即

し
て
実
態
的
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
、
異
体
の
認
定
を
成
立
さ
せ
る
定
点
も
得

ら
れ
ず
、
既
成
の
範
列
性
の
相
対
化
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
基
調
性
を
窺
わ

せ
る
叙
述
は
本
文
の
表
層
の
随
所
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
諸
本
文
ご
と

の
志
向
性
に
基
づ
い
て
本
文
が
改
変
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
『
平
家
物
語
』
で
は
、

そ
の
認
定
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
や
は
り
一
定
の
本
文
批
判
が
必
要
と

な
る
だ
ろ
う
。
可
能
な
限
り
こ
の
点
へ
の
検
討
も
展
開
し
た
い
。

　
こ
れ
ら
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
の
古
態
的
本
文
と
指
摘
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
る
屋
代
本
・
覚
一
本
（
略
本
系
）
・
延
慶
本
・
長
門
本
（
広
本
系
）
を
取
り

上
げ
、
巻
一
「
殿
下
乗
合
」
を
分
析
の
場
と
し
て
、
そ
の
四
本
文
の
相
関
性
の

あ
り
よ
う
と
、
そ
の
中
で
屋
代
本
本
文
が
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

る
こ
と
が
小
稿
の
課
題
で
あ
る
。

皿
　
屋
代
本
と
覚
一
本
の
関
係

一
八

覚
一
本
本
文
に
は
屋
代
本
的
本
文
を
踏
ま
え
て
改
変
を
加
え
て
い
る
と
推
定

さ
れ
る
叙
述
が
偏
在
す
る
。

　
ま
ず
資
盛
が
出
か
け
た
狩
場
に
っ
い
て
の
叙
述
で
あ
る
。
略
本
系
の
屋
代

本
一
覚
一
本
（
略
二
本
）
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
ａ
０
（
屋
）
紫
野
ヤ
右
近
馬
場
ノ
辺
二
打
出
テ
、

　
　
　
（
覚
）
議
や
紫
野
、
右
近
馬
場
に
う
ち
出
て
、

覚
一
本
は
「
紫
野
」
「
右
近
馬
場
」
に
ほ
ぽ
同
じ
地
域
の
「
蓮
台
野
」
を
加
え

て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
広
本
系
の
延
慶
本
・
長
門
本
（
広
二
本
）
に
は
こ
の
「
蓮

台
野
」
の
み
が
採
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
文
脈
の
も
と
で
叙
述
さ

れ
て
い
る
。

　
ａ
　
新
三
位
中
将
資
盛
、
越
前
守
タ
リ
シ
時
、
蓮
台
野
二
出
テ
小
鷹
狩
ヲ
セ

　
　
　
ラ
レ
ケ
ル
ニ
、
小
侍
二
三
十
騎
バ
カ
リ
打
ム
レ
テ
、
（
引
用
は
延
慶
本
、

　
　
　
長
門
本
略
同
じ
。
）

こ
れ
を
、
全
て
の
地
名
を
備
え
る
覚
一
本
が
遡
行
形
で
、
そ
こ
か
ら
屋
代
本
と

広
二
本
が
そ
れ
ぞ
れ
地
名
を
選
択
し
た
結
果
と
み
る
な
ら
ば
、
「
紫
野
」
「
右
近

馬
場
」
と
「
蓮
台
野
」
を
取
り
分
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
両
本
文
の
問
に
は
、

重
複
を
避
け
る
志
向
性
が
存
在
し
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

例
え
ば
次
の
よ
う
な
事
例
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
見
方
は
採
り
に



　
、
　
◎

く
レ

　
　
　
　
　
　
　
サ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
カ
ソ

　
ｂ
（
屋
）
入
道
最
愛
ノ
孫
ニ
テ
ハ
御
坐
シ
ケ
リ
、
大
二
怒
テ
、

　
　
（
覚
）
入
道
大
に
い
か
ツ
て
、

　
　
（
延
）
入
道
最
愛
ノ
孫
ニ
テ
ハ
ヲ
ハ
シ
ケ
リ
、
大
二
怒
テ
、

　
　
（
長
）
入
道
さ
ゐ
あ
い
の
ま
こ
に
て
お
は
し
け
り
・
大
に
い
か
り
て

　
「
殿
下
乗
合
」
に
限
っ
て
も
、
屋
代
本
と
広
二
本
の
間
に
は
こ
う
し
た
系
統

性
を
越
え
て
連
関
性
を
持
つ
叙
述
が
偏
在
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
系
統
派
生
以

前
に
遡
る
叙
述
、
い
わ
ば
物
語
の
基
調
性
を
な
す
叙
述
が
分
か
ち
合
わ
れ
て
い

る
と
見
通
さ
れ
る
の
だ
が
（
皿
節
参
照
）
、
こ
の
よ
う
な
叙
述
の
一
致
性
を
留

め
て
い
る
屋
代
本
・
広
二
本
本
文
の
あ
り
よ
う
に
は
、
重
複
を
避
け
よ
う
と
す

る
志
向
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
・
の
地
名
叙
述
は
覚
一
本
の
形
が
、

屋
代
本
（
略
本
）
の
＠
・
広
二
本
の
　
に
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
ら
れ
て
い
た
別
系
の

叙
述
を
折
衷
す
る
と
い
う
階
梯
を
経
て
成
立
し
た
後
出
的
な
も
の
で
あ
る
と
判

定
さ
れ
る
。

　
一
」
う
し
た
覚
一
本
本
文
の
折
衷
的
し
た
が
っ
て
後
出
的
な
性
格
は
、
平
家
の

侍
に
よ
る
報
復
の
狼
籍
を
描
写
し
た
次
の
叙
述
に
も
認
め
ら
れ
る
。

　
・
¢
（
屋
）
其
後
御
車
ノ
物
見
打
破
リ
簾
カ
ナ
グ
リ
落
シ
、
牛
ノ
鰍
胸
当

　
　
　
　
　
　
切
リ
放
チ
、
散
々
ニ
シ
チ
ラ
シ
テ
、
悦
申
ノ
時
作
テ
、

　
　
　
（
覚
）
其
後
は
、
御
車
の
内
へ
も
弓
の
は
ず
つ
き
い
れ
な
ン
ど
し
て
、

　
　
　
　
　
簾
か
な
ぐ
り
お
と
し
、
牛
の
鰍
胸
懸
き
り
は
な
ち
、
か
く
散
々

　
　
　
　
　
『
屋
代
本
平
家
物
語
－
本
文
の
基
礎
的
問
題

　
　
　
　
　
　
に
し
ち
ら
し
て
、
悦
の
時
を
つ
く
り
、

　
　
　
（
延
）
供
奉
ノ
殿
上
人
、
或
ハ
物
見
打
破
ラ
レ
、
或
ハ
鰍
ム
ナ
ガ
イ
切

　
　
　
　
　
　
放
レ
テ
　
蜘
蛛
ヲ
散
ス
ガ
如
ク
逃
隠
レ
ヌ
。

　
　
　
（
長
）
供
奉
の
殿
上
人
　
あ
る
ひ
は
も
の
見
う
ち
や
ふ
ら
れ
・
あ
る
ひ

　
　
　
　
　
　
は
し
り
か
い
む
な
か
い
き
り
は
な
た
れ
て
・
く
も
の
こ
を
ち
ら

　
　
　
　
　
　
す
や
う
に
し
ち
ら
し
て
、

叙
述
そ
の
も
の
は
四
本
文
と
も
通
じ
合
う
要
素
を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
基
調

性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
略
二
本
は
基
房
の
受
け
た
狼
籍
、
広
二
本
は

「
供
奉
ノ
殿
上
人
」
の
受
け
た
狼
籍
、
と
い
う
よ
う
に
、
叙
述
の
位
置
付
け
に

系
統
上
の
差
異
を
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
広
本
が
基
房
の
遭
難
の
さ
ま
を
次
の

よ
う
に
別
な
形
で
叙
述
し
て
い
る
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

・
？
延
一
雫
ハ
禦
ノ
内
へ
弓
ノ
ハ
ズ
ヲ
ア
ラ
・
カ
ニ
ツ
キ
入
く
シ

　
　
　
　
　
　
ケ
レ
バ
、
コ
ラ
ヘ
カ
ネ
テ
落
サ
セ
給
テ
、
ア
ヤ
シ
ノ
民
ノ
家
二

　
　
　
　
　
　
立
入
セ
給
ニ
ケ
リ
。
前
駈
ヤ
御
随
身
モ
イ
ヅ
チ
カ
失
ニ
ケ
ム
、

　
　
一
人
モ
無
リ
ケ
リ
。

（
長
）
あ
ま
つ
さ
へ
御
こ
し
の
し
り
か
い
き
り
は
な
ち
て
・
御
車
の
内

　
　
へ
弓
を
あ
ら
・
か
に
っ
き
入
け
れ
ば
、
殿
下
も
御
車
よ
り
く
っ

　
　
れ
お
ち
さ
せ
給
て
、
あ
や
し
の
し
っ
の
い
ゑ
に
た
ち
入
せ
給
け

　
　
れ
は
・
前
駈
も
御
随
身
も
い
っ
ち
へ
か
失
た
り
け
ん
、
一
人
も

　
　
な
か
り
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
『
屋
代
本
平
家
物
語
』
本
文
の
基
礎
的
問
題

略
本
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｃ
　
は
広
本
系
の
段
階
で
増
補
さ
れ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
基
房
遁
走
を
前
提
に
し
て
い
る
は
ず
の
次
の

叙
述
は
、
屋
代
本
本
文
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｃ
　
（
屋
）
其
後
ハ
殿
下
ノ
御
行
辺
ヲ
奉
レ
知
タ
ル
物
モ
無
リ
ケ
ル
処
二
、

　
　
　
（
覚
）
×

　
　
　
（
延
）
其
後
、
殿
下
ノ
御
ユ
ク
ヱ
知
マ
イ
ラ
セ
タ
ル
者
無
リ
ケ
ル
ニ
、

　
　
　
（
長
）
其
後
は
殿
下
の
御
行
末
も
し
り
ま
い
ら
せ
た
る
人
一
人
も
な
か

　
　
　
　
　
　
り
け
る
に
、

基
房
が
狼
籍
の
場
に
車
に
の
っ
た
ま
ま
取
り
残
さ
れ
る
と
い
う
経
過
を
採
る
略

本
の
叙
述
形
態
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
不
要
な
叙
述
の
は
ず
に
も
拘
ら
ず
、
こ

れ
を
留
め
て
い
る
屋
代
本
の
あ
り
方
か
ら
、
広
本
の
よ
う
な
本
文
の
先
行
性
が

窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
れ
を
持
た
な
い
覚
一
本
本
文
は
屋
代
本
・
広
本

的
本
文
を
遡
行
す
る
本
文
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
改
め
て
Ｃ
¢
の
叙
述
を
み
る

と
、
覚
一
本
本
文
だ
け
が
「
物
見
打
破
リ
」
を
傍
線
部
の
よ
う
に
置
き
換
え
て

い
る
こ
と
が
判
る
が
、
そ
の
波
線
部
は
広
本
Ｃ
　
の
傍
線
部
の
叙
述
と
重
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ａ
の
事
例
と
同
様
、
覚
一
本
が
広
本
的
な
本
文
を

踏
ま
え
て
い
る
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
三
者
の
関
係
に
は
ひ

と
ま
ず
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
略
本
系
の
報
復
描
写

は
簡
略
で
、
概
し
て
広
二
本
の
よ
う
な
本
文
の
抄
出
を
思
わ
せ
る
。
そ
の
抄
出

の
過
程
で
屋
代
本
本
文
の
よ
う
な
Ｃ
　
を
残
す
形
が
生
じ
た
。
覚
一
本
本
文
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇

そ
う
し
た
整
理
を
完
成
す
る
と
と
も
に
、
広
本
型
の
本
文
か
ら
叙
述
を
摂
取
し

狼
籍
叙
述
の
中
に
新
た
に
生
か
し
た
の
で
あ
る
。

　
複
雑
な
相
貌
は
呈
し
て
い
る
が
、
次
の
基
房
遭
難
の
叙
述
に
も
同
じ
傾
向
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
テ

　
ｄ
（
屋
）
前
駈
ヤ
随
身
共
カ
ハ
ナ
ヤ
カ
ニ
装
束
キ
タ
ル
ヲ
散
々
二
当
落
シ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
此
彼
ニ
ヲ
ツ
メ
ヲ
カ
ケ
、
取
テ
押
テ
次
第
二
髪
キ
ル
。
前
駈
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
フ
シ

　
　
　
　
　
蔵
人
ノ
大
夫
高
範
、
本
鳥
切
レ
ケ
リ
。
随
身
十
人
カ
内
、
右
府

　
　
　
　
　
ヤ
ウ

　
　
　
　
　
生
武
元
カ
本
鳥
モ
被
レ
切
ケ
リ
。

　
　
（
覚
）
前
駆
御
随
身
ど
も
が
け
ふ
を
は
れ
と
し
や
う
ぞ
ひ
た
る
を
、
あ
そ

　
　
　
　
　
こ
に
追
か
け
こ
・
に
追
っ
め
、
馬
よ
り
と
ツ
て
引
お
と
し
、
さ
む

　
　
　
　
　
く
＼
に
陵
礫
し
て
、
一
々
に
も
と
ど
り
を
き
る
。
随
身
十
人
が
う

　
　
　
　
　
ち
、
右
の
府
生
武
基
が
も
と
“
り
も
き
ら
れ
に
け
り
。
其
中
に
、

　
　
　
　
　
藤
藏
人
大
夫
隆
教
が
も
と
“
り
を
き
る
と
て
、
「
是
は
汝
が
も

　
　
　
　
　
と
“
り
と
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
主
の
も
と
“
り
と
思
ふ
べ
し
」
と
い

　
　
　
　
　
ひ
ふ
く
め
て
き
ツ
て
ン
げ
り
。

　
　
一
延
一
散
々
二
懸
散
シ
テ
、
右
ノ
府
生
武
光
ヲ
始
ト
シ
テ
、
引
落
く
十

　
　
　
　
　
九
人
マ
デ
本
鳥
ヲ
切
ル
。
十
九
人
ガ
中
藤
蔵
人
大
夫
高
範
ガ
本
鳥

　
　
　
　
　
ヲ
切
ケ
ル
時
ハ
、
是
ハ
汝
ガ
本
鳥
ヲ
切
ニ
ハ
非
ズ
、
主
ノ
本
鳥
ヲ

　
　
　
　
　
切
ル
也
レ
ト
、
云
含
メ
テ
ゾ
切
ケ
ル

　
　
（
長
）
散
々
に
か
け
ち
ら
し
て
う
ち
お
と
し
は
り
お
と
す
・
馬
に
任
せ
て



　
　
　
　
　
逃
も
の
も
あ
り
、
馬
を
捨
て
か
く
る
・
者
も
あ
り
・
前
駈
御
随
身

　
　
　
　
　
共
れ
う
り
や
く
し
て
・
前
駈
六
人
次
第
に
本
鳥
を
き
り
て
け
り
。

　
　
　
　
　
そ
の
中
に
藤
蔵
人
の
大
夫
た
か
の
り
が
本
鳥
を
き
り
け
る
時
は
、

　
　
　
　
　
な
ん
ち
か
主
の
本
鳥
を
き
る
な
り
と
い
ひ
ふ
く
め
て
こ
れ
を
き
る
。

　
　
　
　
　
随
身
十
人
か
内
、
右
府
生
武
元
同
く
本
鳥
を
き
ら
れ
に
け
り
。

屋
代
本
は
前
駆
（
高
範
）
か
ら
随
身
（
武
基
）
へ
と
叙
述
を
運
ん
で
い
る
。
対

し
て
覚
一
本
は
両
者
の
位
置
が
転
倒
し
、
し
か
も
隆
教
（
高
範
）
の
立
場
へ
の

言
及
が
な
い
た
め
、
彼
が
随
身
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

覚
一
本
の
異
体
性
は
、
高
範
の
書
切
り
に
描
写
性
な
い
し
場
面
性
を
持
た
せ
た

こ
と
で
叙
述
が
肥
大
し
、
そ
の
た
め
後
送
り
に
し
た
結
果
生
じ
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
場
面
性
は
広
本
本
文
と
何
等
か
の
関
係
を
有
し
て

い
る
こ
と
は
問
違
い
な
い
。

　
そ
こ
で
ま
ず
延
慶
本
の
本
文
を
見
る
。
こ
こ
に
は
警
切
り
説
話
に
加
え
て
、

相
模
守
通
貞
の
奮
戦
と
逃
走
と
い
う
独
自
の
説
話
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
通
貞

説
話
の
取
り
込
み
が
延
慶
本
の
叙
述
の
変
容
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
え

る
。
延
慶
本
は
こ
の
高
範
・
通
貞
両
説
話
に
よ
っ
て
、
場
面
性
の
累
積
で
関
白

襲
撃
を
組
み
上
げ
る
形
を
と
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
構
成
を
意
識

し
た
と
き
、
そ
の
口
あ
け
と
す
べ
く
、
場
面
性
の
な
い
随
身
武
光
（
武
基
）
の

配
置
換
え
を
試
み
、
そ
の
結
果
転
倒
が
生
じ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

覚
一
本
と
概
ね
同
じ
理
由
と
い
え
る
が
、
延
慶
本
の
方
に
は
さ
ら
に
明
確
な
方

　
　
　
　
　
『
屋
代
本
平
家
物
語
』
本
文
の
基
礎
的
問
題

法
意
識
を
窺
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
た
、
基
房
の
随
行
者
を
延
慶
本

の
み
が
「
十
九
人
」
と
い
う
括
り
方
を
し
て
い
て
、
前
駆
随
身
を
区
別
し
て
い

な
い
。
こ
れ
も
延
慶
本
独
自
の
、
清
盛
が
事
前
に
通
貞
対
策
を
指
示
す
る
言
葉

に
あ
る
「
御
随
身
廿
人
ニ
ハ
ヨ
モ
過
ジ
。
」
と
い
う
叙
述
に
呼
応
さ
せ
た
も
の

で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
書
を
切
ら
れ
た
高
範
が
出
家
を
演
じ
る
と
い
う
、
こ
の
警
切
り
と

呼
応
し
た
後
日
謂
の
冒
頭
で
、
延
慶
本
は
彼
が
前
駆
で
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
し

て
い
る
。
長
門
本
も
同
話
同
叙
述
を
持
っ
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
広
本
親
本
段
階

の
叙
述
で
あ
り
、
延
慶
本
が
残
し
て
い
る
の
は
改
変
上
の
不
手
際
と
み
ら
れ
る
。

　
そ
の
長
門
本
は
、
「
散
々
二
懸
散
シ
テ
」
な
ど
、
延
慶
本
と
叙
述
関
連
を
持

ち
な
が
ら
も
、
前
駆
随
身
を
整
理
す
る
こ
と
、
高
範
か
ら
武
基
へ
叙
述
を
運
ぶ

点
な
ど
屋
代
本
に
等
し
い
叙
法
を
と
る
。
む
し
ろ
こ
ち
ら
に
『
平
家
物
語
』
叙

述
の
基
調
が
窺
わ
れ
る
が
、
「
な
ん
ち
か
主
の
本
烏
を
き
る
な
り
」
と
い
う
叙

述
に
は
延
慶
本
的
な
叙
述
形
か
ら
の
省
略
が
見
ら
れ
る
。
延
慶
本
・
長
門
本
本

文
は
分
岐
的
な
関
係
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
延
慶

本
本
文
に
は
、
よ
り
多
く
改
変
の
手
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
諸
本
の
あ
り
よ
う
の
中
で
、
屋
代
本
に
等
し
く
、
所
々
に
広
本
と

の
近
接
を
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
覚
一
本
の
本
文
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

屋
代
本
と
長
門
本
に
は
「
次
第
二
」
に
共
通
叙
述
が
認
め
ら
れ
る
が
、
覚
一
本

も
「
一
々
」
と
、
異
体
な
が
ら
こ
れ
に
通
う
表
現
を
採
っ
て
い
る
。
ま
た
武
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二



　
　
　
　
　
『
屋
代
本
平
家
物
語
－
本
文
の
基
礎
的
問
題

の
叙
述
も
こ
の
三
本
に
お
い
て
は
ほ
ぽ
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
高
範

の
書
切
り
の
冒
頭
「
其
中
に
」
は
長
門
本
に
一
致
し
て
い
る
。
武
基
の
身
分

（
随
身
）
の
み
を
残
す
と
い
う
中
途
半
端
な
形
を
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

既
述
し
た
よ
う
に
、
覚
一
本
は
叙
述
の
配
分
上
の
問
題
で
、
単
純
に
こ
れ
を
転

倒
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
延
慶
本
の
転
倒
と
の
間
に
、
特
に
参
照
関
係
を

認
め
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
む
し
ろ
転
倒
を
指
標
に
、
延
慶
本
か
ら
の
摂

取
を
想
定
す
る
と
説
明
で
き
な
い
要
素
が
多
い
。
お
そ
ら
く
覚
一
本
は
長
門
本

的
な
広
本
本
文
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
延
慶
本

の
「
十
九
人
ガ
中
二
」
に
も
基
底
に
同
様
の
叙
述
の
存
在
は
想
定
さ
れ
る
。
ま

た
、
「
な
ん
ち
か
主
の
本
鳥
を
き
る
な
り
」
の
部
分
も
覚
一
本
が
長
門
本
か
ら

取
っ
た
と
も
思
え
な
い
。
延
慶
本
・
長
門
本
に
は
共
通
親
本
が
存
在
し
た
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

性
が
夙
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
覚
一
本
が
高
範
の
書
着
ら
れ
に
場
面
性
を
摂

臥
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
共
通
親
本
段
階
か
ら
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
「
殿
下
乗
合
」
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
長
門
本
が
そ
の
祖
本

の
姿
を
よ
く
伝
え
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ｅ
０
（
屋
）
摂
政
関
白
ノ
カ
・
ル
御
目
二
合
セ
給
事
、
是
ソ
始
ト
承
ル
。

　
　
　
（
覚
）
摂
政
関
白
の
か
・
る
御
目
に
あ
は
せ
給
事
、
い
ま
だ
承
及
ず
。

　
　
　
　
　
　
是
こ
そ
平
家
の
悪
行
の
は
じ
め
な
れ
。

　
　
　
（
延
）
摂
政
関
白
ノ
カ
・
ル
ウ
キ
目
ヲ
御
覧
ズ
ル
事
、
昔
モ
今
モ
タ
メ

　
　
　
　
　
　
シ
ア
リ
ガ
タ
ク
コ
ソ
有
ケ
メ
。
是
ゾ
平
家
ノ
悪
行
ノ
始
ナ
ル
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
一

　
　
　
（
長
）
摂
政
く
わ
ん
は
く
の
か
・
る
う
き
目
を
御
覧
す
る
事
、
昔
も
今

　
　
　
　
　
も
た
め
し
す
く
な
く
こ
そ
あ
り
け
め
。
是
そ
平
家
の
悪
行
の
始

　
　
　
　
　
な
る
。

　
屋
代
本
の
み
が
傍
線
部
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
広
本
「
是
ゾ
平
家
ノ
悪
行

ノ
始
ナ
ル
」
が
、
屋
代
本
の
「
是
ソ
始
ト
承
ル
」
に
「
平
家
ノ
悪
行
」
を
補
え

ば
ほ
ぽ
構
成
さ
れ
る
。
覚
一
本
は
係
結
び
の
形
こ
そ
異
な
れ
、
広
本
に
等
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

叙
述
を
持
つ
。
し
か
し
そ
の
直
前
の
叙
述
「
い
ま
だ
承
及
ず
」
に
は
注
意
を
要

す
る
。
こ
れ
は
屋
代
本
の
「
是
ソ
始
ト
承
ル
」
の
名
残
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
覚
一
本
・
延
慶
本
・
長
門
本
の
叙
述
の
在
り
方
に
基
調

性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
は
「
昔
モ
今
モ
タ
メ
シ
ア
リ
ガ
タ
ク
コ
ソ
有
ケ

メ
」
と
一
致
し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

　
覚
一
本
が
そ
れ
を
と
っ
て
い
な
い
の
は
お
そ
ら
く
そ
の
直
前
に
あ
る
略
本
特

有
の
次
の
叙
述
の
た
め
で
あ
る
。
（
引
用
屋
代
本
。
覚
一
本
（
　
）
部
の
異
同

あ
り
。
）

　
　
ｅ
　
大
職
冠
淡
海
公
ノ
御
事
ハ
中
々
（
あ
げ
て
）
不
レ
及
レ
申
二
、
忠
仁

　
　
　
　
公
照
宣
公
、
ヨ
リ
以
来
、

こ
う
し
た
叙
述
を
略
述
し
て
構
成
し
直
し
て
い
る
の
が
、
広
二
本
の
「
昔
モ
今

モ
タ
メ
シ
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
叙
述
の
基
調
性
が
略
二
本
に
あ
る

と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。
「
悪
行
ノ
始
」
は
む
し
ろ
広
本
で
生
れ
た
、
屋
代
本

と
の
異
体
関
係
に
あ
る
叙
述
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
覚
一
本



の
叙
述
に
は
そ
う
し
た
異
体
同
士
を
調
整
し
、
折
衷
し
た
痕
跡
を
認
め
て
よ
い

と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
覚
一
本
は
、
屋
代
本
の
よ
う
な
略
系
本
文
の
上
に
自
ら
の
本
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
築
い
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
再
構
成
が
な
さ
れ
る
に
際
し
て
広
本
的
な
、
恐

ら
く
広
本
親
本
的
な
叙
述
が
加
味
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は

と
り
も
な
お
さ
ず
覚
一
本
本
文
の
後
出
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

皿
　
屋
代
本
と
広
二
本
と
の
関
係

　
皿
で
見
た
よ
う
に
、
屋
代
本
も
ま
た
広
二
本
と
叙
述
を
共
有
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
覚
一
本
の
本
文
を
前
提
に
し
て
改
変
を
施
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
む
し
ろ
広
二
本
と
屋
代
本
は
同
じ
傾
向
の
本
文
を
分
か
ち
合
う
関
係
に
あ

る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
ー
で
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
基
房
遁

走
と
そ
の
呼
応
叙
述
の
あ
り
よ
う
か
ら
考
え
て
、
広
本
か
ら
屋
代
本
的
本
文
が

派
生
し
た
た
め
と
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
ｅ
　
の
事
例
の
よ
う

に
、
広
本
が
略
本
を
踏
ま
え
て
い
る
と
見
る
べ
き
叙
述
も
存
在
し
て
い
る
。
略

本
、
殊
に
屋
代
本
、
と
広
二
本
と
の
近
接
性
は
分
岐
関
係
に
よ
っ
て
基
調
性

（
遡
行
性
）
を
分
け
合
っ
て
い
る
結
果
で
あ
る
と
い
う
推
定
は
、
こ
こ
か
ら
だ

け
で
も
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
で
は
両
者
が
分
岐
関
係
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
内
実
を
、
と
く
に
近
時
論
じ

　
　
　
　
　
　
　
　

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
延
慶
本
的
、
な
い
し
そ
の
親
本
的
本
文
か
ら
の
屋
代
本
の

　
　
　
　
　
『
屋
代
本
平
家
物
語
』
本
文
の
基
礎
的
問
題

派
生
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
挙
げ
る
の
は
屋
代
本
本
文
の
、
報
復
に
行
き
向
か
っ
た
平
氏
の
侍
の
規

模
や
様
子
を
叙
述
し
た
部
分
で
あ
る
。

　
ｆ
０
（
屋
）
宗
ト
ノ
者
ニ
ハ
伊
勢
守
景
網
ヲ
始
ト
シ
テ
六
十
余
人
、
都
合
其

　
　
　
　
　
　
勢
三
百
余
騎
、

屋
代
本
は
武
者
筆
頭
と
し
て
景
網
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
叙
述
は

他
三
本
に
認
め
ら
れ
な
い
屋
代
本
独
自
の
増
補
で
は
あ
り
、
覚
一
本
な
ど
は
別

叙
述
で
瀬
尾
・
難
波
の
名
を
挙
げ
て
い
る
と
い
う
異
体
を
示
し
て
い
る
（
ｗ
の

事
例
ｈ
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
こ
の
瀬
尾
・
難
波
は
略
二
本
に
お
い
て
郎
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

代
表
と
し
て
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
久
松
宏
二
氏
の
指
摘
に
よ
れ

ば
、
巻
二
「
小
教
訓
」
の
成
親
を
責
め
問
う
場
面
で
は
略
本
の
構
想
意
識
に
即

し
て
両
人
の
役
割
が
肥
大
し
て
い
る
と
い
う
。
略
本
に
お
い
て
は
、
彼
ら
は
編

者
の
掌
中
の
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
殿
下
乗
合
」
で
は
、
主
に
類
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

化
・
集
約
化
の
意
識
が
主
に
働
い
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
覚
一
本
が

報
復
の
実
行
者
と
し
て
瀬
尾
・
難
波
を
挙
げ
る
の
も
、
こ
う
し
た
略
系
本
文
の

志
向
性
に
も
と
づ
い
て
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
報
復

の
武
者
名
は
浮
動
的
で
必
ず
し
も
叙
述
に
と
っ
て
本
質
的
な
要
素
と
は
い
え
な

い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
も
な
お
、
屋
代
本
の
景
綱
に
は
一
回
的
で
非
類

型
的
で
あ
る
こ
と
、
次
の
よ
う
に
広
二
本
の
清
盛
に
よ
る
報
復
を
知
っ
た
重
盛

の
言
葉
に
や
は
り
そ
の
名
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
古
層
性
の
露
呈
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
『
屋
代
本
平
家
物
語
』
本
文
の
基
礎
的
問
題

認
め
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ハ

　
ｆ
　
（
屋
）
小
松
殿
是
ヲ
聞
テ
、
大
二
騒
カ
レ
ケ
リ
。

　
　
　
（
覚
）
小
松
殿
こ
そ
大
に
さ
は
が
れ
け
れ
。

　
　
　
（
延
）
小
松
内
大
臣
此
事
ヲ
聞
テ
大
ニ
サ
ハ
ガ
レ
ケ
リ
。
景
綱
家
貞
奇

　
　
　
　
　
　
匿
ナ
リ
。

　
　
　
（
長
）
小
松
の
大
臣
殿
こ
そ
大
に
さ
は
か
れ
け
れ
・
景
網
家
貞
き
く
わ

　
　
　
　
　
　
い
な
り
・

い
さ
さ
か
唐
突
な
違
名
者
の
「
家
貞
」
は
、
巻
一
「
殿
上
闇
討
」
に
忠
盛
の
介

添
え
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
平
氏
相
伝
の
郎
等
と
し
て
こ
こ
で
名
が
挙
る
の

も
不
審
に
は
当
た
ら
な
い
と
は
い
え
る
。
た
だ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
「
殿

上
闇
討
」
に
あ
る
家
貞
の
出
自
の
叙
述
で
、
略
二
本
が
「
家
房
」
と
す
る
彼
の

父
を
広
二
本
は
「
季
房
／
す
ゑ
房
」
と
し
て
お
り
、
「
季
」
と
「
家
」
に
通
用

性
が
窺
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
景
網
と
連
記
さ
れ
て
い
る
「
家
貞
」

は
「
季
貞
」
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
や
は
り
久
松
氏
が
延
慶
本
に
お
け
る
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

盛
の
側
近
性
の
強
さ
を
指
摘
し
て
い
る
源
大
夫
判
官
季
貞
は
ま
た
、
延
慶
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

（
お
そ
ら
く
は
広
二
本
の
）
の
「
無
文
」
に
お
い
て
重
盛
と
同
じ
夢
を
見
る
と

い
う
、
略
本
系
の
瀬
尾
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
「
殿
下
乗
合
」
の
家
貞
が
こ

の
季
貞
だ
と
し
た
ら
、
広
本
、
特
に
延
慶
本
に
顕
著
な
重
盛
説
話
の
系
列
性
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
う
文
脈
か
ら
、
側
近
で
あ
り
な
が
ら
重
盛
に
「
夢
見
」
を
さ
せ
な
か
っ
た
人

物
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

　
論
旨
に
戻
る
。
こ
の
よ
う
に
、
独
自
の
論
理
を
窺
わ
せ
る
連
名
者
を
と
も
な

い
っ
っ
、
広
二
本
に
も
や
は
り
景
綱
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
っ
ま
り
、
屋

代
本
と
広
二
本
に
は
、
片
や
待
ち
伏
せ
の
箇
所
、
片
や
重
盛
の
憤
り
の
言
葉
に

と
、
別
個
の
文
脈
の
中
で
そ
の
名
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
あ

り
方
は
、
広
二
本
、
ま
た
は
そ
の
想
定
親
本
段
階
か
ら
屋
代
本
が
直
接
に
摂
取

し
た
結
果
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
お
そ
ら
く
報
復
の
実
行
者
と
し
て
景
綱
の
名
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
本
文
が
先
行
し
、
そ
こ
か
ら
の
分
岐
の
後
、
何
段
階
か
の
各

系
統
ご
と
の
詞
章
展
開
を
経
た
と
い
う
経
緯
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
名

を
「
殿
下
乗
合
」
の
原
資
料
に
ま
で
辿
り
つ
く
要
素
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
一
」
う
し
た
事
例
か
ら
屋
代
本
と
広
二
本
の
叙
述
的
一
致
な
い
し
近
似
は
、
異

体
関
係
の
所
産
と
捉
え
ら
れ
る
。
千
明
守
氏
は
ま
た
、
前
節
で
触
れ
た
略
二
本

を
兄
弟
関
係
と
し
て
派
生
さ
せ
た
親
本
は
さ
ら
に
「
延
慶
本
の
よ
う
な
、
雑
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
内
容
の
記
事
を
た
く
さ
ん
取
り
込
ん
だ
未
整
理
な
形
態
の
本
文
」
を
も
と
に

し
て
い
る
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
氏
の
規
定
は
緩
や
か
な
も
の
で
あ
る
が
、

延
慶
本
に
近
い
本
文
を
持
つ
延
慶
本
・
長
門
本
共
通
本
文
を
想
定
し
て
い
る
と

し
た
ら
、
そ
の
点
に
は
検
討
の
余
地
が
認
め
ら
れ
る
。
現
広
二
本
文
か
ら
帰
納

し
て
広
本
親
本
本
文
の
輪
郭
が
具
体
的
に
規
定
し
た
と
し
て
も
、
屋
代
本
本
文

が
そ
こ
に
還
元
で
き
な
い
こ
と
が
、
一
」
う
し
た
事
例
か
ら
十
分
予
測
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
略
二
本
か
ら
見
通
さ
れ
る
略
本
親
本
本
文
は
そ

の
よ
う
な
広
本
親
本
本
文
に
先
行
す
る
叙
述
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
さ



え
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
例
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
。

　
略
二
本
広
二
本
が
資
盛
と
衝
突
す
る
ま
で
の
基
房
側
の
事
情
を
異
に
す
る
こ

と
は
「
殿
下
乗
合
」
の
著
し
い
系
統
的
指
標
で
あ
る
。
具
体
的
な
叙
述
を
引
用

し
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
ヒ

　
ｇ
０
（
屋
）
其
時
ノ
殿
下
松
殿
、
中
ノ
御
門
東
洞
院
ノ
御
所
ヨ
リ
御
参
内
有
。

　
　
　
　
　
　
ユ
ウ
ハ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ト
ウ
イ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
、
ヒ
ノ

　
　
　
　
　
　
郁
芳
門
ヨ
リ
入
御
ア
ル
ヘ
キ
ニ
テ
、
東
洞
院
ヲ
南
へ
、
大
炊

　
　
　
　
　
　
御
門
ヲ
西
へ
出
御
ナ
ル
。

　
　
　
一
覚
一
其
時
の
御
摂
禄
は
松
殿
に
て
ま
し
く
け
る
が
、
中
御
門
東
洞

　
　
　
　
　
　
院
の
御
所
よ
り
御
参
内
あ
り
け
り
。
郁
芳
門
よ
り
入
御
あ
る
べ

　
　
　
　
　
　
き
に
て
、
東
洞
院
を
南
へ
、
大
炊
御
門
を
西
へ
出
御
な
る
。

　
　
　
（
延
）
其
時
ハ
松
殿
基
房
摂
禄
ニ
テ
御
座
ケ
ル
ガ
、
院
ノ
御
所
法
住
寺

　
　
　
　
　
　
殿
ヨ
リ
、
中
御
門
東
洞
院
ノ
御
所
へ
還
御
成
ケ
ル
ニ
、

　
　
　
（
長
）
時
の
く
わ
ん
は
く
松
殿
も
と
ふ
さ
・
ゐ
ん
の
御
所
ほ
う
ち
う
寺

　
　
　
　
　
　
殿
へ
ま
い
ら
せ
給
て
・
く
わ
ん
き
よ
あ
り
け
る
に

院
御
所
法
住
寺
か
ら
の
帰
途
と
す
る
広
二
本
が
、
略
二
本
に
見
ら
れ
る
「
郁
芳

門
」
の
名
を
持
た
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
報
復
を
受
け
た
際
に
基

房
が
参
内
途
上
に
あ
っ
た
こ
と
は
次
ぎ
の
よ
う
に
四
本
共
通
し
て
い
る
。

　
ｇ
　
（
屋
）
今
度
ハ
待
賢
門
ヨ
リ
入
御
可
レ
成
ニ
テ
、
中
御
門
ヲ
西
へ
御
出

　
　
　
　
　
　
ア
ル
。

　
　
　
（
覚
）
今
度
は
待
賢
門
よ
り
入
御
あ
る
べ
き
に
て
、
中
御
門
を
西
へ
御

　
　
　
　
　
『
屋
代
本
平
家
物
語
」
本
文
の
基
礎
的
問
題

　
　
　
　
　
　
出
な
る
。

　
　
　
（
延
）
今
度
ハ
待
賢
門
ヨ
リ
入
内
ア
ル
ベ
キ
ニ
テ
、
何
心
モ
無
ク
中
御

　
　
　
　
　
　
門
ヲ
西
へ
御
出
ナ
リ
ケ
ル
ニ
、

　
　
　
（
長
）
今
度
は
た
い
け
ん
門
よ
り
入
せ
お
は
し
ま
す
へ
き
に
て
、
何
心

　
　
　
　
　
　
な
く
中
御
門
を
に
し
へ
御
出
な
り
け
る
を
・

し
た
が
っ
て
広
二
本
が
略
二
本
と
叙
述
を
等
し
く
す
る
こ
と
も
不
自
然
で
は
な

い
。
し
か
し
問
題
は
広
本
が
こ
こ
に
「
今
度
ハ
」
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
で
は
あ
る
の
だ
が
、
略
二
本
の
よ
う
に
¢
を
踏

ま
え
ね
ば
あ
り
え
な
い
叙
述
が
広
二
本
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

「
殿
下
乗
合
」
で
の
系
統
指
標
の
柱
で
あ
る
基
房
側
に
よ
る
資
盛
暴
行
ま
で
の

経
過
は
略
本
系
の
方
に
基
調
性
が
あ
り
、
延
慶
本
・
長
門
本
共
通
親
本
を
さ
ら

に
遡
る
叙
述
を
、
略
本
が
と
ど
め
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
事
例
か

ら
、
略
二
本
と
広
二
本
あ
る
い
は
そ
の
親
本
同
士
の
関
係
の
推
定
を
、
略
本
系

の
（
現
在
推
定
し
得
る
範
囲
で
の
）
広
本
系
へ
の
非
還
元
性
（
す
な
わ
ち
分
岐

性
）
か
ら
略
本
の
遡
行
性
へ
と
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
で
四
部
本
に
つ
い
て
；
冒
し
て
お
く
。
い
ま
だ
分
析
が
尽
く
せ
て
い
な

い
た
め
、
小
稿
で
は
四
本
文
と
同
等
の
検
討
対
象
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
た
だ
重
盛
が
基
房
の
資
盛
襲
撃
に
憤
る
清
盛
を
宥
め
る
叙
述
に
四
部
本

本
文
は
特
徴
的
な
叙
法
を
見
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
略
本
が
清
盛
謹
言
か
ら
資

盛
の
供
を
勤
め
た
若
侍
叱
畦
へ
と
叙
述
を
進
め
、
広
本
が
清
盛
諌
言
だ
け
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



　
　
　
　
　
，
屋
代
本
平
家
物
語
－
本
文
の
基
礎
的
問
題

ど
ま
る
と
い
う
系
統
的
差
異
を
認
め
ら
れ
る
。
四
部
本
は
清
盛
諌
言
に
相
当
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
部
分
の
み
を
略
述
し
て
お
り
、
し
か
も
冒
頭
の
「
有
る
べ
く
も
無
し
」
が
広

本
の
冒
頭
「
努
々
有
ベ
カ
ラ
ズ
」
に
通
う
な
ど
、
概
ね
広
本
系
尤
属
す
べ
き
本

文
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
塾
言
部
の
結
び
が
「
と
て
　
家
人
友
を
誠

め
た
ま
ひ
け
れ
ば
」
で
あ
る
の
は
注
意
さ
れ
る
。
四
部
本
は
略
本
の
よ
う
な
叙

述
形
態
を
持
つ
本
文
と
も
通
い
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
略
述
性
か
ら
考

え
て
、
四
部
本
は
略
本
を
踏
ま
え
て
い
る
本
文
と
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点
か

ら
、
四
部
本
は
小
稿
で
検
討
対
象
と
し
た
広
略
四
本
文
を
遡
行
で
き
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
見
通
し
を
現
在
得
て
い
る
。

　
　
　
　
ｗ
　
屋
代
本
の
遡
行
的
本
文
と
し
て
の
限
界
性

　
こ
の
よ
う
に
屋
代
本
本
文
を
覚
一
本
本
文
よ
り
も
遡
行
性
を
留
め
る
本
文
と

規
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
厳
密
に
言
え
ば
、
屋
代
本
を
必
ず
し

　
　
　
　
　
ゆ

も
近
時
の
議
論
の
よ
う
に
現
覚
一
本
の
直
接
的
な
基
底
本
文
と
位
置
付
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
１
で
試
み
た
説
明
が
成
立
し
そ
う
な
形
態
で
は
あ
る
の
だ
が
、

文
脈
レ
ヴ
ェ
ル
で
把
握
す
る
と
そ
の
説
明
で
は
無
理
が
生
じ
る
と
い
う
叙
述
を
、

屋
代
本
・
覚
一
本
問
に
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
カ
タ
イ
ナ
ヵ

　
ｈ
（
屋
）
入
道
其
後
ヨ
リ
ハ
小
松
殿
ニ
ハ
仰
モ
不
レ
合
、
片
田
舎
ノ
侍
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ソ

　
　
　
　
　
ノ
、
入
道
ノ
仰
ヨ
リ
外
ハ
怖
ロ
シ
キ
事
ナ
シ
ト
思
タ
ル
者
共
、
六

　
　
　
　
　
十
余
人
召
寄
給
テ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
　
（
覚
）
其
後
入
道
相
国
、
小
松
殿
に
は
仰
ら
れ
も
あ
は
せ
ず
、
片
田
舎
の

　
　
　
　
　
侍
ど
も
の
、
こ
は
ら
か
に
て
入
道
殿
の
仰
よ
り
外
は
、
又
お
そ
ろ

　
　
　
　
　
し
き
事
な
し
と
思
ふ
者
ど
も
、
難
波
・
瀬
尾
を
は
じ
め
と
し
て
、

　
　
　
　
　
都
合
六
十
余
人
召
よ
せ
、

　
　
（
延
）
其
後
ハ
内
府
ニ
カ
ク
ト
モ
宣
ハ
ズ
。
片
田
舎
ノ
侍
共
ノ
コ
ハ
ラ
カ

　
　
　
　
　
ニ
テ
入
道
ノ
仰
ヨ
リ
外
ニ
ハ
重
キ
事
ナ
シ
ト
思
テ
、
前
後
モ
弁
ヘ

　
　
　
　
　
ヌ
者
共
十
四
五
人
召
寄
テ
、

　
　
（
長
）
そ
の
・
ち
は
内
府
に
は
の
給
ひ
も
あ
は
せ
す
。
か
た
い
な
か
の
侍

　
　
　
　
　
と
も
の
こ
わ
ら
か
に
て
、
入
道
殿
の
仰
よ
り
ほ
か
に
お
も
き
事
な

　
　
　
　
　
し
と
お
も
ひ
て
、
前
後
も
わ
き
ま
へ
さ
る
者
と
も
十
四
五
人
は
か

　
　
　
　
　
り
招
よ
せ
て

　
清
盛
の
報
復
の
指
示
へ
と
繋
が
る
叙
述
で
あ
る
。
屋
代
本
の
み
に
「
こ
は
ら

か
に
」
が
な
い
の
は
、
１
で
論
じ
た
よ
う
に
、
覚
一
本
が
広
本
か
ら
摂
取
し
た

か
ら
だ
ろ
う
か
。
「
怖
ロ
シ
キ
事
」
／
「
重
キ
事
」
の
差
異
、
「
前
後
モ
弁
ヘ
ヌ

者
」
の
有
無
な
ど
、
こ
こ
は
広
本
略
本
問
の
系
統
性
が
顕
著
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

覚
一
本
が
こ
の
表
現
に
限
っ
て
広
本
の
影
響
を
蒙
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
の
場
合
、
む
し
ろ
屋
代
本
本
文
が
異
体
を
と
っ
て
い
る
と
み
る
方
が
妥
当
と

判
定
さ
れ
る
。

　
ｉ
（
屋
）
院
二
召
仕
ハ
ル
・
公
卿
殿
上
人
、

　
　
（
覚
）
院
中
に
ち
か
く
め
し
つ
か
は
る
・
公
卿
殿
上
人
、



　
　
（
延
）
院
二
近
ク
被
召
仕
、
公
卿
殿
上
人

　
　
（
長
）
院
に
ち
か
く
め
し
つ
か
は
る
・
公
卿
殿
上
人

　
公
卿
殿
上
人
の
平
氏
の
栄
花
へ
の
嫉
み
へ
と
続
く
こ
の
叙
述
は
、
前
例
と
は

反
対
に
、
四
本
文
の
問
に
殆
ど
系
統
的
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
叙
述
傾

向
を
持
っ
。
諸
本
文
問
に
は
参
照
性
が
薄
く
、
し
た
が
っ
て
基
調
的
叙
述
を
各

本
文
と
も
よ
く
保
存
し
て
い
る
叙
述
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
中
で

覚
一
本
に
は
「
院
中
」
と
い
う
独
自
表
現
が
認
め
ら
れ
る
が
、
特
に
他
本
か
ら

の
参
照
性
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
そ
う
し
た
背
景
を
求
め
る
ま
で
も
な
い

改
変
と
も
い
え
よ
う
。
屋
代
本
の
み
が
欠
い
て
い
る
「
ち
か
く
」
を
覚
一
本
が

持
つ
の
も
同
様
に
、
広
本
か
ら
の
摂
取
と
い
う
よ
り
そ
れ
が
本
来
叙
述
に
備
っ

て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
こ
こ
も
屋
代
本
に
異
対
の
可
能
性
が
窺
わ
れ
る
箇

所
で
あ
る
。

　
対
照
的
な
二
例
を
示
し
た
が
、
い
ず
れ
も
広
本
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
違
和

感
を
覚
え
る
事
例
で
あ
る
。
屋
代
本
本
文
に
は
一
」
う
し
た
、
意
図
的
と
い
う
よ

り
は
崩
れ
に
近
い
事
例
が
偏
在
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
覚
一
本
が
屋
代
本
に

還
元
し
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
現
屋
代
本
に
は
誤
写
を
訂
し
た
跡
や
「
表
現
レ
ベ
ル
の
細
か
な
改
変
」
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
こ
と
が
千
明
守
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
管
見
で
も
「
殿
下
乗
合
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

に
誤
認
と
思
わ
れ
る
叙
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
屋
代
本
に
は
前
段
階
本

文
の
存
在
が
か
な
り
の
確
度
で
推
定
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た

　
　
　
　
　
『
屋
代
本
平
家
物
語
』
本
文
の
基
礎
的
問
題

本
文
を
想
定
し
て
い
く
場
合
、
現
屋
代
本
の
枠
内
で
誤
写
誤
認
を
訂
し
得
る
レ

ヴ
ェ
ル
の
復
元
の
域
に
と
ど
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
屋
代
本
・
覚
一
本

両
本
文
の
近
接
度
の
高
さ
か
ら
み
て
、
む
し
ろ
覚
一
本
本
文
の
方
に
温
存
が
認

め
ら
れ
る
基
調
性
を
も
満
た
す
略
本
系
の
鞭
轍
的
な
位
置
を
占
め
る
本
文
が
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
想
定
は
、
比
較
対
照
に
も
と
づ
く

屋
代
本
本
文
と
覚
一
本
本
文
の
相
互
批
判
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
想
定
親
本
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
今
後
を
期
し
た
い
が
、
現

屋
代
本
の
本
文
は
、
無
前
提
に
覚
一
本
に
先
行
す
る
位
置
に
置
く
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
現
在
認
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、

屋
代
本
は
覚
一
本
本
文
の
後
出
性
の
質
を
吟
味
す
る
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
な

り
得
る
本
文
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

Ｖ
　
ま
と
め

　
既
に
論
中
で
述
べ
た
こ
と
と
重
複
す
る
が
、
小
稿
で
得
た
屋
代
本
の
位
置
付

け
に
関
す
る
基
礎
的
な
展
望
に
つ
い
て
改
め
て
述
べ
て
お
く
。

　
屋
代
本
・
覚
一
本
と
延
慶
本
・
長
門
本
と
は
そ
れ
ぞ
れ
系
統
を
構
成
し
て
い

る
。
し
か
し
ま
た
屋
代
本
は
広
二
本
に
通
う
叙
述
も
見
せ
お
り
、
そ
う
し
た
箇

所
に
し
ば
し
ば
覚
一
本
本
文
だ
け
が
異
体
性
を
見
せ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
そ

の
際
、
覚
一
本
は
広
二
本
の
叙
述
を
摂
取
し
て
本
文
の
再
構
成
を
試
み
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
，
屋
代
本
平
家
物
語
』
本
文
の
基
礎
的
問
題

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
覚
一
本
の
後
出
性
を
も
の
が
た
っ
て
も
い
る
。
ま

た
、
屋
代
本
が
長
門
本
・
延
慶
本
と
叙
述
を
共
有
し
て
い
る
場
合
は
、
多
く
分

岐
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
遡
行
的
本
文
の
継
承
性
す
な
わ
ち

『
平
家
物
語
』
の
基
調
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
屋
代
本
は
覚
一
本
よ
り
も
先
行
す
る
本
文
と
見
傲
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
両
者
を
直
線
関
係
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
参

照
な
い
し
摂
取
の
関
係
を
設
定
す
る
余
地
の
な
い
部
分
に
、
む
し
ろ
覚
一
本
本

文
が
延
慶
本
・
長
門
本
本
文
に
通
う
叙
述
を
見
せ
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
逆
に
屋
代
本
本
文
に
崩
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら

屋
代
本
・
覚
一
本
の
間
に
は
分
岐
性
を
持
っ
兄
弟
関
係
を
想
定
す
る
の
が
妥
当

で
あ
る
と
判
定
で
き
る
。
両
者
を
通
じ
て
共
通
親
本
が
存
在
の
み
な
ら
ず
輪
郭

ま
で
見
通
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
屋
代
本
に
認
め
ら
れ
る
基
調
性
を

持
ち
つ
つ
、
な
お
そ
の
誤
脱
を
補
い
得
る
形
質
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
最
も
大

き
な
条
件
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
翻
っ
て
広
二
本
に
も
共
通
親
本
が
仮
説
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

お
そ
ら
く
、
略
本
系
親
本
の
本
文
は
こ
の
広
本
系
親
本
に
は
還
元
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
先
行
す
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
現
屋
代

本
は
こ
う
し
た
遡
行
形
態
を
仮
説
し
て
い
く
里
程
標
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占

め
る
こ
と
に
な
る
本
文
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
広
略
の

系
統
性
を
相
対
化
す
る
立
場
か
ら
、
小
稿
で
用
い
た
四
本
文
同
士
を
照
合
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

本
文
批
判
を
試
み
る
作
業
が
方
法
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
紙
幅
の
都
合
上
「
殿
下
乗
合
」
に
限
定
し
て
用
例
を
掲
げ
た
が
、
こ
れ
は
巻

一
か
ら
二
に
か
け
て
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
こ
と
を
最
後
に
い
い
添
え
て
お

き
た
い
。

注
○
　
村
上
学
氏
「
『
平
家
物
語
』
の
「
語
り
」
性
に
つ
い
て
の
覚
え
書
」
　
水
原
一
氏
編

　
『
平
家
物
語
　
説
話
と
語
り
　
あ
な
た
が
読
む
平
家
物
語
２
』
（
一
九
九
四
）
所
収

　
　
兵
藤
裕
巳
氏
「
「
平
家
」
語
り
の
伝
承
実
態
に
向
け
て
」
　
，
日
本
文
学
史
を
読
む

　
皿
　
中
世
』
（
一
九
九
二
）
所
収

　
松
尾
葦
江
氏
「
語
り
と
は
何
か
－
軍
記
物
語
研
究
に
お
け
る
語
り
の
意
味
１
」

　
『
日
本
文
学
史
を
読
む
皿
　
中
世
』
（
一
九
九
二
）
所
収

＠
注
　
に
同
じ

　
　
小
稿
で
は
「
本
文
」
と
い
う
用
語
を
、
伝
達
様
式
な
ど
の
価
値
性
を
負
わ
せ
な
い

　
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。

＠
　
小
稿
で
用
い
た
諸
本
文
は
以
下
に
よ
る
。

　
・
屋
代
本
　
『
屋
代
本
高
野
本
対
照
　
平
家
物
語
二
お
よ
び
角
川
貴
重
古
典
籍
叢

　
刊
『
屋
代
本
平
家
物
語
』

　
・
覚
一
本
　
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』
上

　
・
延
慶
本
　
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
氏
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
　
本
文
篇
』
上

　
・
長
門
本
　
『
岡
山
大
学
本
平
家
物
語
二
十
巻
』
一

¢
　
延
慶
本
・
長
門
本
の
共
通
本
文
の
存
在
は
早
く
か
ら
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
た

　
が
、
そ
れ
を
系
統
的
発
生
論
に
お
い
て
展
開
し
た
の
が
、
山
下
宏
明
・
武
久
堅
氏
で

　
あ
る
。



ゆ
村
上
氏
が
注
¢
論
文
で
論
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
渡
辺
達
郎
氏
も
説
話
レ
ヴ
ェ
ル

　
で
論
じ
て
い
る
。
（
「
『
平
家
物
語
』
諸
本
展
開
論
－
覚
一
本
の
成
立
を
焦
点
と
し
て

　
－
」
「
国
語
と
国
文
学
」
平
成
六
（
一
九
四
四
）
年
三
月
号
）

＠
「
屋
代
本
平
家
物
語
の
成
立
－
屋
代
本
の
古
態
性
の
検
証
・
巻
三
「
小
督
局
事
」

　
を
中
心
と
し
て
－
」
　
栃
木
孝
惟
編
『
平
家
物
語
の
成
立
　
あ
な
た
が
読
む
平
家
物

　
語
１
』
（
一
九
九
三
）
所
収

＠
　
「
「
延
慶
本
」
に
お
け
る
源
季
貞
１
『
平
家
物
語
』
諸
本
に
お
け
る
人
名
異
同
と
い

　
う
視
点
か
ら
－
」
「
軍
記
と
語
り
物
」
二
四
号
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年

０
　
瀬
尾
は
巻
三
「
無
文
」
で
重
盛
と
同
じ
夢
想
を
蒙
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
覚

　
一
本
の
こ
こ
に
瀬
尾
・
難
波
の
類
型
が
取
ら
れ
る
契
機
と
し
て
、
物
語
に
お
け
る
こ

　
う
し
た
瀬
尾
の
機
能
と
、
報
復
を
知
っ
た
重
盛
の
「
な
と
重
盛
に
夢
を
は
み
せ
さ
り

　
け
る
そ
」
と
い
う
言
葉
が
結
び
付
け
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

＠
　
同
じ
く
久
松
氏
が
注
＠
論
文
で
、
季
貞
は
延
慶
本
の
「
無
文
」
に
お
い
て
瀬
尾
の

　
位
置
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
殿
下
乗
合
」
の
家
貞
が
季
貞
だ
と

　
し
た
ら
、
名
を
挙
げ
ら
れ
る
動
機
は
重
盛
の
臣
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
注
　
で
示

　
し
た
瀬
尾
と
同
様
の
説
明
も
あ
り
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
盛
衰
記
で
は
家
貞
の
子

　
で
あ
る
貞
能
が
季
貞
・
瀬
尾
と
同
じ
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
久
松
氏
の
考
察
の
よ
う

　
に
「
季
貞
－
貞
能
」
の
平
氏
家
人
と
し
て
の
同
位
置
性
を
べ
ー
ス
に
家
貞
ま
で
を
含

　
ん
だ
一
っ
の
互
換
関
係
が
物
語
レ
ヴ
ェ
ル
で
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
考
慮
す
る
べ

　
き
で
あ
ろ
う
。

＠
そ
の
叙
述
形
態
か
ら
、
長
門
本
は
「
無
文
」
を
含
む
数
章
段
を
脱
落
さ
せ
て
い
る

　
と
思
わ
れ
る
。

＠
　
一
夢
を
見
せ
る
一
に
は
内
通
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
三
弥

　
井
古
典
文
庫
『
平
家
物
語
』
上
五
一
頁
頭
注
ゆ
）
が
、
家
貞
／
季
貞
が
表
記
な
ど
の

　
混
乱
を
こ
え
て
繋
が
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
延
慶
本
な
ど
は
重
盛
の
「
不
思
議
」

　
の
人
と
い
う
造
型
の
も
と
で
、
こ
の
「
夢
見
」
の
語
を
理
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

　
る
。

＠
　
注
　
に
同
じ
。

＠
　
早
川
厚
一
・
佐
伯
真
一
・
生
形
貴
重
氏
「
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
評
釈
（
二
）
」

　
「
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
（
人
文
・
自
然
科
学
篇
）
」
二
一
巻
一
号
（
一
九
八
四
）

＠
　
以
下
の
四
部
本
か
ら
の
叙
述
の
引
用
は
、
注
＠
で
示
さ
れ
た
訓
読
成
果
に
拠
っ
た
。

＠
　
屋
代
本
・
覚
一
本
の
中
問
形
態
と
い
わ
れ
る
斯
道
本
は
同
所
を
次
の
よ
う
に
叙
述

　
し
て
い
る
。

　
　
摂
政
関
白
ノ
カ
・
ル
御
目
二
合
セ
玉
フ
コ
ト
始
也
　
コ
レ
ソ
平
家
ノ
悪
行
ノ
ハ
ジ

　
メ
ト
ハ
聞
ヘ
ケ
ル

　
広
本
的
な
「
是
ゾ
平
家
ノ
悪
行
ノ
始
ナ
ル
」
を
屋
代
本
の
「
是
ソ
始
ト
承
ル
」
に
続

　
け
よ
う
と
し
て
重
複
の
調
整
を
図
っ
た
跡
が
「
始
也
」
に
は
認
め
ら
れ
る
。
ま
た

　
「
聞
ヘ
ケ
ル
」
に
は
「
承
ル
」
と
の
連
関
が
推
察
さ
れ
る
。
異
体
関
係
の
二
叙
述
を

　
接
合
し
よ
う
と
し
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
示
唆
的
な
折
衷
法
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
小
稿
の
直
接
の
課
題
か
ら
は
は
ず
れ
る
が
、
こ
こ
が
混
態
の
所
産
で
あ
る
と

　
し
て
、
そ
の
素
材
を
覚
一
本
で
は
な
く
、
広
本
に
仰
い
で
い
る
ら
し
い
こ
と
に
も
注

　
目
し
て
お
き
た
い
。

＠
　
千
明
守
氏
に
屋
代
本
の
誤
写
と
親
本
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る
。
（
「
屋
代
本
平
家
物

　
語
の
成
立
に
関
す
る
＝
一
の
問
題
」
『
日
本
文
学
論
究
』
五
〇
号
（
一
九
九
一
）
）

ゆ
　
「
殿
下
乗
合
」
か
ら
は
、
「
御
直
鷹
」
と
あ
る
べ
き
摂
関
の
宮
中
の
宿
所
を
屋
代
本

　
の
み
が
「
御
朝
禄
」
と
し
て
い
る
点
を
、
顕
著
な
事
例
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。

『
屋
代
本
平
家
物
語
』
本
文
の
基
礎
的
問
題

二
九
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