
自
主
教
材
・
「
軍
記
物
語
の
系
譜
」

三
四
二

自
主
教
材
・
「
軍
記
物
語
の
系
譜
」

『
保
元
物
語
』
（
爲
朝
生
捕
り
遠
流
に
庭
せ
ら
る
る
事
）
を
中
心
に
し
て日力

藤
　
　
昌

孝

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

　
こ
こ
数
年
来
、
古
典
の
授
業
は
自
主
教
材
を
編
集
し
展
開
し
て
き
た
。
そ
の

理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
最
大
の
理
由
は
古
典
を
外
国
語
視
す
る
古
典
離
れ

の
、
そ
し
て
現
代
文
も
読
ま
な
い
活
字
離
れ
の
高
校
生
に
、
い
か
に
主
体
的
に

古
典
を
読
ん
で
も
ら
う
か
、
読
ま
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
い
ま
、
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
し
て
教
室
が
学
校
が
閉
塞
状
況
に
あ
り
、
「
活

字
離
れ
」
を
越
え
て
「
こ
と
ば
」
に
よ
る
疎
外
状
況
が
子
ど
も
た
ち
の
中
に
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

刻
化
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
克
服
す
べ
く
、
文
学
教

育
に
お
け
る
「
対
話
」
や
「
批
評
」
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
、
「
こ
と
ば
」
に

よ
る
今
日
的
疎
外
状
況
・
現
象
を
克
服
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
実
践
的
に
追
求

　
　
　
　
　

さ
れ
て
い
る
。

　
私
の
実
践
は
そ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
古
典
教
育
の
中
で
「
対

話
」
や
「
批
評
」
の
成
立
の
可
能
性
を
求
め
て
の
も
の
で
あ
る
。

　
今
回
の
実
践
は
高
校
三
年
の
も
の
で
あ
る
。

　
高
校
三
年
の
「
古
典
」
は
、
よ
ほ
ど
奇
特
な
者
で
な
い
か
ぎ
り
、
国
文
専
攻

に
で
も
進
学
せ
ぬ
か
ぎ
り
、
人
生
最
後
の
「
古
典
」
に
な
る
場
合
が
多
い
。
し

か
し
、
そ
の
古
典
を
読
む
ラ
ス
ト
チ
ャ
ン
ス
の
高
三
の
古
典
の
教
科
書
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
多
様
な
作
品
が
断
片
的
に
掲
載
さ
れ
て
は
い
る
が
、
何

を
、
ど
う
読
ま
せ
る
の
か
と
い
う
統
一
し
た
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
。
教
科
書

掲
載
の
断
片
的
な
作
品
群
を
読
み
、
文
法
的
知
識
を
詰
め
込
み
、
口
語
訳
す
る

と
い
う
従
来
の
古
典
教
育
の
方
法
・
あ
り
方
で
は
、
「
古
典
離
れ
」
の
若
者
を

拡
大
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
未
来
を
生
き
る
若
者
の
糧
に
は
け
っ
し

て
な
り
え
な
い
と
考
え
る
。
手
作
り
の
教
科
書
で
、
授
業
の
「
方
法
論
・
過
程

　
　
　
　
　

論
・
組
織
論
」
の
模
索
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
に
し

た
。



　
具
体
的
に
は
、
「
自
主
教
材
・
軍
記
物
語
の
系
譜
」
を
、
『
今
昔
』
の
「
武
士

説
話
」
・
『
保
元
物
語
』
・
『
平
治
物
語
』
・
『
平
家
物
語
』
・
『
太
平
記
』
・
『
義
経

記
』
・
『
曽
我
物
語
』
の
中
か
ら
副
題
の
「
乱
世
を
生
き
た
英
雄
の
生
と
死
」
に

ふ
さ
わ
し
い
章
段
を
選
択
し
て
、
軍
記
物
語
を
文
学
史
的
に
と
ら
え
、
こ
と
ば

を
挺
子
に
し
た
「
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
」
の
授
業
を
試
み
た
。
そ
の
授
業
実
践
を

『
保
元
物
語
』
の
「
授
業
記
録
」
を
中
心
に
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二
　
『
保
元
物
語
』

の
教
材
化
の
視
点

　
『
今
昔
』
「
武
士
説
話
」
の
授
業
で
は
、
軍
記
物
語
の
始
原
的
な
特
徴
と
し
て
、

文
体
的
系
譜
・
人
物
的
系
譜
・
悲
劇
の
系
譜
を
確
認
し
な
が
ら
、
「
奥
六
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　

（
陸
奥
）
」
か
ら
の
、
い
わ
ば
辺
境
の
視
点
か
ら
の
読
か
を
展
開
し
た
。
『
保
元

物
語
』
の
授
業
で
は
、
そ
の
発
展
・
成
長
し
た
軍
記
物
語
の
世
界
を
生
徒
と
と

も
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

　
教
材
化
し
た
の
は
、
…
上
巻
「
新
院
御
所
各
門
々
固
め
の
事
付
け
た
り
軍
評

定
の
事
」
閉
中
巻
「
白
河
殿
へ
義
朝
夜
討
ち
に
寄
せ
ら
る
る
事
（
前
半
部
）
」

閉
下
巻
「
爲
朝
生
捕
り
遠
流
に
虚
せ
ら
る
る
事
」
の
三
章
段
で
あ
る
。

　
…
に
は
「
保
元
の
乱
」
の
人
的
配
置
（
主
に
崇
徳
上
皇
側
の
配
置
）
、
爲
朝

の
体
格
・
武
具
の
詳
細
な
紹
介
が
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
乱
の
予
告
、
っ
ま
り
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朝
と
左
大
臣
頼
長
の
作
戦
を
め
ぐ
る
対
立
を
通
じ
て
、
「
貴
族
の
伝
統
的
権
威
」

の
失
墜
が
描
か
れ
る
。
こ
の
章
段
を
授
業
の
導
入
と
し
て
設
定
し
た
。

　
　
　
　
　
自
主
教
材
・
「
軍
記
物
語
の
系
譜
」

　
閉
に
は
、
爲
朝
の
守
る
門
を
恐
れ
て
一
戦
も
せ
ず
逃
げ
出
す
平
家
の
棟
梁
清

盛
の
姿
が
描
か
れ
る
。
そ
の
清
盛
に
比
し
て
、
二
所
懸
命
」
な
中
世
的
人
間

像
の
典
型
的
な
行
動
と
論
理
が
語
ら
れ
る
。
爲
朝
に
死
を
覚
悟
し
て
単
身
立
ち

向
か
う
山
田
維
行
の
姿
に
そ
れ
が
う
か
が
え
る
。
同
様
の
『
今
昔
』
の
場
面
の

形
象
の
質
に
比
し
て
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
こ
の

場
面
に
お
け
る
重
盛
の
姿
も
凛
々
し
い
。
（
『
平
治
物
語
』
で
義
平
と
戦
う
重
盛

像
の
伏
線
的
人
物
形
象
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
る
）
こ
の
よ
う
な
人
物
的
形
象
を

具
体
的
に
読
み
取
る
作
業
も
こ
の
章
段
の
目
的
と
し
た
い
。

　
刷
下
巻
「
爲
朝
生
捕
り
遠
流
に
慮
せ
ら
る
る
事
」
の
章
段
で
は
、
冒
頭
に

「
保
元
の
乱
」
の
結
果
が
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
左
大
臣
と
云
不
覚
仁
に
さ
へ

ら
れ
て
」
「
親
父
兄
弟
」
を
み
な
失
っ
た
と
語
る
。
敗
戦
後
、
再
起
を
期
し
て

の
孤
独
な
逃
亡
生
活
の
果
て
に
、
爲
朝
は
重
病
を
得
、
闘
病
生
活
を
余
儀
な
く

さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
爲
朝
を
追
っ
手
が
襲
う
。
病
ゆ
え
に
、
体
力
を
失
っ
て
い

た
彼
は
、
大
立
ち
回
り
の
末
に
「
生
捕
り
」
に
さ
れ
、
直
ち
に
そ
の
身
柄
を
都

へ
送
ら
れ
る
。
「
生
捕
り
」
の
場
面
の
爲
朝
の
動
き
は
圧
巻
で
あ
る
。
「
英
雄
」

に
ふ
さ
わ
し
い
形
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
都
に
送
ら
れ
た
彼
は
「
公
卿
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

議
」
の
結
果
、
信
西
の
「
自
今
以
後
弓
を
引
せ
ぬ
様
に
相
計
べ
し
」
の
言
葉
に

よ
っ
て
、
「
左
右
の
腕
を
襲
」
で
破
壊
さ
れ
伊
豆
へ
流
さ
れ
て
い
く
。
伊
豆
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
＠

下
る
途
中
の
爲
朝
は
天
皇
に
敵
対
し
た
「
鬼
神
・
化
物
」
、
「
荒
ぶ
る
」
英
雄
と

し
て
語
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
三



　
　
　
　
　
自
主
教
材
・
「
軍
記
物
語
の
系
譜
」

　
『
今
昔
』
の
登
場
人
物
と
は
異
な
り
『
保
元
』
の
登
場
人
物
に
は
表
情
が
あ

り
心
が
あ
る
。
そ
こ
を
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
記
物
語
の
成
長
・

発
展
の
軌
道
を
確
か
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
な
お
教
材
の
本
文
は
「
日
本
古
典
大
系
本
」
を
用
い
た
。

　
　
　
　
三
　
授
業
記
録
　
　
「
爲
朝
生
捕
り
遠
流
に
慮
せ
ら
る
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事
」
（
爲
朝
の
大
立
ち
回
り
・
生
捕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
伊
豆
護
送
の
途
に
お
け
る
爲
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
姿
）

　
冒
頭
の
「
抑
新
院
の
御
身
に
は
左
大
臣
殿
ゆ
・
し
く
事
を
行
ひ
給
ひ
」
か
ら

「
若
左
大
臣
殿
爲
朝
が
謀
に
随
ひ
給
た
り
せ
ば
、
何
か
は
あ
ら
ま
し
と
萬
人
舌

を
振
合
り
」
の
部
分
を
通
読
し
、
「
導
入
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
「
保
元
の

乱
」
の
事
件
、
人
物
関
係
を
整
理
し
、
乱
後
の
悲
劇
に
つ
い
て
概
説
し
た
。
乱

後
の
悲
劇
に
つ
い
て
は
、
爲
義
の
最
期
、
「
船
岡
山
」
の
悲
劇
、
爲
義
の
北
の

方
の
入
水
等
に
触
れ
、
一
人
爲
朝
が
追
っ
手
の
目
を
の
が
れ
、
逃
亡
生
活
を
し

て
い
る
点
を
述
べ
「
爲
朝
生
捕
り
」
に
つ
な
い
だ
。
こ
の
場
面
の
授
業
を
二
時

間
行
な
っ
た
が
紙
数
の
都
合
で
そ
の
一
部
を
授
業
記
録
と
し
て
記
す
。

　
◇
一
時
問
目
（
爲
朝
の
逃
亡
生
活
の
果
て
の
病
・
生
捕
り
）

丁
　
　
　
今
日
と
次
の
時
間
で
「
爲
朝
生
捕
り
」
そ
し
て
伊
豆
へ
の
「
遠
流
」

　
　
　
　
の
と
こ
や
る
ぞ
。
さ
っ
そ
く
読
ん
で
み
る
わ
な
。

Ｓ
１

Ｓ
２

Ｓ
３Ｔ

Ｓ
２Ｔ

Ｓ
１Ｔ

Ｔ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
四

　
読
む
（
「
八
郎
爲
朝
は
近
江
国
に
あ
り
け
る
が
、
昼
は
山
に
か
く

れ
」
…
…
「
お
ほ
け
な
き
心
ぞ
付
に
け
る
」
ま
で
）

　
今
読
ん
だ
と
こ
、
難
し
い
言
葉
は
な
い
と
思
う
け
ど
、
ど
う
や
質

問
あ
る
か
？

「
さ
の
み
や
は
野
山
に
臥
さ
ん
事
も
物
う
く
て
」

そ
の
前
の
「
打
入
、
を
し
入
せ
さ
せ
て
」

「
頭
陶
せ
さ
せ
て
」

「
保
元
の
乱
」
の
大
勢
は
決
ま
っ
て
、
院
側
に
つ
い
た
者
の
厳
し
い

処
断
が
あ
っ
た
け
ど
、
爲
朝
は
行
方
を
く
ら
ま
し
て
い
た
。
爲
朝
は

郎
等
一
人
を
連
れ
て
逃
亡
生
活
を
し
て
る
。
「
昼
は
山
に
か
く
れ
、

夜
は
里
に
出
て
」
や
な
。
Ｓ
２
の
質
問
か
ら
先
に
答
え
る
け
ど
、
爲

朝
は
郎
等
に
「
打
入
」
「
を
し
入
」
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う

い
う
こ
と
や
、
Ｓ
２
、
わ
か
っ
た
か
？

村
を
襲
わ
せ
て
食
料
な
ど
を
奪
わ
せ
る
こ
と
で
す
か
？

そ
う
い
う
こ
と
や
な
、
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
し
て
て
も
ア
カ
ン
、
と

い
う
の
が
、
Ｓ
１
の
質
問
…
…
Ｓ
１
、
ど
う
や
？
わ
か
る
わ
な
。

と
い
う
こ
と
は
、
野
山
に
寝
て
、
物
を
奪
っ
て
逃
亡
生
活
す
る
の
も

嫌
に
な
っ
て
…
…

嫌
に
な
っ
て
、
つ
ら
く
な
っ
て
、
「
片
山
寺
に
立
寄
」
、
郎
等
を
「
法

師
」
に
し
た
わ
け
や
。
そ
ん
で
「
頭
陶
」
さ
せ
た
ん
や
な
、
鴎
外
の



Ｓ
４Ｔ

Ｓ
５

『
寒
山
捨
得
』
に
出
て
き
た
「
行
脚
」
「
乞
食
」
と
同
じ
、
と
い
っ
て

も
覚
え
て
へ
ん
わ
な
（
笑
い
）
い
ろ
ん
な
所
や
家
を
回
っ
て
、
生
活

の
物
資
を
も
ら
う
修
業
僧
に
し
た
ん
や
、
自
分
の
郎
等
を
。

「
片
山
寺
」
は
ど
の
辺
り
に
あ
る
寺
で
す
か
？

は
っ
き
り
し
な
い
け
ど
、
こ
れ
固
有
名
詞
の
お
寺
じ
ゃ
な
い
ん
や
、

「
片
田
舎
」
っ
て
使
わ
れ
る
「
片
」
や
と
思
う
ん
や
、
だ
か
ら
、
あ

る
「
山
寺
」
で
い
い
ん
ち
ゃ
う
か
な
。
あ
る
「
山
寺
」
に
、
爲
朝
が

身
を
隠
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
や
ろ
な
。
次
に
シ
ン
ド
イ
逃
亡
生
活

の
中
で
爲
朝
が
「
保
元
の
乱
」
を
「
回
想
」
す
る
言
葉
、
「
っ
く
づ

く
と
」
考
え
た
こ
と
の
中
身
を
み
て
み
よ
う
か
。
爲
朝
の
言
葉
か
ら

「
形
容
詞
」
、
三
つ
探
し
て
み
い
、
そ
こ
に
爲
朝
の
心
境
が
こ
め
ら
れ

て
る
か
ら
。
Ｓ
５
、
答
え
て
み
て
く
れ
る
か
。

「
口
惜
し
」
と
「
悔
し
」
は
わ
か
る
ん
で
す
が
、
も
う
一
っ
が
わ
か

り
ま
せ
ん
。

「
安
し
」
の
未
然
形
や
、
「
安
か
ら
」
と
打
ち
消
し
の
「
ず
」
の
連
体

形
「
ぬ
」
。
「
安
し
」
は
心
が
穏
や
か
で
あ
る
、
こ
こ
は
穏
や
か
で
な

い
、
続
い
て
「
不
覚
仁
に
さ
へ
ら
れ
て
」
や
か
ら
、
も
っ
と
き
つ
い

思
い
が
こ
め
ら
れ
て
る
…
…
そ
れ
に
し
て
も
腹
が
立
っ
と
い
う
爲
朝

の
怒
り
と
し
た
方
が
い
い
か
も
な
、
「
不
覚
仁
」
は
覚
悟
の
足
ら
な

い
人
、
「
さ
へ
ら
れ
て
」
は
邪
魔
さ
れ
て
や
。
「
不
覚
仁
に
さ
へ
ら
れ

　
自
主
教
材
・
「
軍
記
物
語
の
系
譜
」

Ｓ
６Ｔ

Ｓ
７

Ｓ
８Ｔ

て
」
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
や
っ
た
？
Ｓ
６
。

爲
朝
が
戦
さ
の
作
戦
を
聞
か
れ
た
時
、
「
夜
討
ち
」
を
提
案
し
た
の

に
、
頼
長
が
拒
否
し
て
明
日
の
朝
や
っ
て
く
る
奈
良
か
ら
の
軍
勢
を

待
と
う
と
し
た
こ
と
。

義
朝
に
夜
討
ち
を
か
け
ら
れ
敗
れ
た
ん
や
な
。
Ｓ
７
、
「
口
惜
し
」

と
「
悔
し
」
は
何
に
対
し
て
や
？

「
口
惜
し
」
は
父
・
兄
弟
が
殺
さ
れ
、
自
分
も
シ
ン
ド
イ
状
態
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
「
悔
し
」
は
兄
義
朝
を
射
殺
せ
た
の
に
、
頬

を
か
す
め
る
矢
を
放
っ
て
わ
ざ
と
助
け
て
や
っ
た
け
ど
、
そ
の
父
を

兄
が
殺
し
た
こ
と
。
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清
盛
と
後
白
河
の
側
近
の
信
西
と
の
策
略
だ
っ
た
ら
し
い
け
ど
な
。

ま
あ
い
い
か
。
爲
朝
の
憤
慨
、
怒
り
を
三
つ
の
形
容
詞
か
ら
読
み
取

っ
て
く
れ
た
ら
い
い
。
「
口
惜
し
」
と
「
悔
し
」
、
残
念
だ
と
い
う
点

は
一
緒
な
ん
や
け
ど
、
少
し
違
う
点
が
あ
る
か
ら
説
明
し
と
く
わ
な
。

「
悔
し
」
の
方
が
あ
と
で
振
り
返
っ
て
残
念
、
あ
ん
な
こ
と
を
し
な

け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て
る
。
「
後
悔
先
に

立
た
ず
」
…
…
お
前
ら
の
試
験
の
後
と
同
じ
や
な
（
笑
い
）
Ｓ
８
、

爲
朝
は
そ
れ
か
ら
何
を
し
よ
う
と
し
た
？

鎮
西
に
戻
り
軍
勢
を
引
き
っ
れ
て
再
び
京
の
都
へ
戻
ろ
う
と
し
た
。

そ
れ
か
ら
？
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兄
義
朝
は
そ
の
時
も
邪
魔
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
今
度
こ
そ
討
ち
取
る
。

「
義
朝
っ
か
ん
で
提
げ
、
頸
ね
じ
き
っ
て
」
、
こ
れ
も
の
す
ご
い
わ
な
。

そ
れ
か
ら
？

「
新
院
の
御
世
と
な
し
、
日
本
国
の
惣
追
補
師
」
に
な
ろ
う
と
し
て

る
、
そ
う
な
っ
て
も
、
「
何
の
子
細
か
有
べ
き
」
と
威
張
っ
て
る
。

そ
う
や
な
、
何
か
威
張
っ
て
る
感
じ
す
る
な
…
…
こ
こ
実
際
の
戦
さ

場
や
な
い
け
ど
、
迫
力
あ
る
描
写
に
な
っ
て
る
。
何
で
や
と
思
う
？

「
懸
破
て
」
「
提
げ
」
「
頸
ね
じ
き
っ
て
」
「
手
向
奉
り
」
「
追
な
び
か

し
て
」
、
動
詞
の
連
用
形
が
使
わ
れ
て
る
か
ら
。

実
際
の
戦
さ
場
と
ち
ゃ
う
け
ど
、
怒
る
爲
朝
の
凄
ま
じ
さ
を
示
す
た

め
に
戦
さ
場
同
様
の
表
現
方
法
が
用
い
ら
れ
た
ん
や
な
。

「
縦
百
萬
騎
」
の
数
詞
も
爲
朝
の
凄
ま
じ
さ
を
示
す
言
葉
や
、
思
う

ん
で
す
け
ど
。

そ
れ
、
数
詞
に
よ
る
誇
張
表
現
や
な
。
ほ
か
何
か
な
い
か
？

「
定
而
」
、
こ
れ
も
副
詞
の
き
っ
と
か
必
ず
の
こ
と
で
す
か
？

正
解
。

「
新
院
の
御
世
と
な
し
」
は
、
乱
後
「
讃
岐
」
に
流
さ
れ
た
崇
徳
上

皇
を
都
へ
再
び
戻
す
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

保
元
の
乱
は
後
白
河
天
皇
、
義
朝
、
清
盛
側
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
け

ど
、
爲
朝
は
も
う
一
度
九
州
へ
戻
っ
て
再
起
し
、
崇
徳
上
皇
の
世
に

Ｓ
５Ｔ

Ｓ
１Ｔ

Ｓ
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Ｓ
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戻
し
て
、
自
分
が
武
士
の
棟
梁
に
な
ろ
う
と
し
て
る
ん
や
な
。

そ
う
す
る
と
「
お
ほ
け
な
き
心
ぞ
付
に
け
る
」
は
、
そ
う
い
う
爲
朝

の
野
望
に
対
す
る
批
判
に
な
る
ん
で
す
か
？

い
い
と
こ
気
が
っ
い
た
、
「
お
ほ
け
な
き
」
は
身
の
ほ
ど
し
ら
ず
な

と
い
う
か
身
分
不
相
応
の
こ
と
や
か
ら
、
爲
朝
の
大
そ
れ
た
考
え
に

対
す
る
作
者
・
語
り
手
の
批
判
と
考
え
た
ら
い
い
な
。
あ
と
で
「
大

天
狗
」
「
鬼
神
・
化
物
」
の
爲
朝
と
出
て
く
る
か
ら
、
そ
こ
ま
で
こ

の
点
保
留
し
て
お
一
」
う
。
次
、
い
っ
て
み
よ
う
か
。

　
読
む
（
「
然
間
い
そ
ぎ
下
ら
ん
と
思
ひ
け
る
が
」
…
…
「
怖
催
、

惟
を
な
す
」
ま
で
）

質
問
？

「
い
そ
ぎ
下
ら
ん
」
は
、
爲
朝
が
急
い
で
九
州
へ
行
一
」
う
と
し
た
こ

と
で
す
か
？

そ
の
時
に
都
合
の
悪
い
こ
と
が
出
て
く
る
、
何
や
？

家
貞
た
ち
が
九
州
か
ら
や
っ
て
き
た
。

そ
れ
具
体
的
に
言
う
と
？

「
鎮
西
よ
り
大
勢
に
て
上
洛
し
た
り
け
る
が
、
郎
等
共
淀
河
尻
に
充

満
し
た
り
け
れ
ば
」

そ
こ
や
な
、
家
貞
は
平
家
の
歴
戦
の
武
将
、
平
家
の
重
鎮
。
彼
が
九

州
か
ら
軍
勢
を
引
き
っ
れ
て
上
洛
し
て
き
た
。
「
河
尻
」
は
河
口
の



　
Ｏ
Ｓ
ｌ

Ｔ
　
Ｏ
Ｓ
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Ｔ
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ｕ
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Ｔ

こ
と
や
か
ら
、
淀
河
の
「
河
尻
」
は
大
阪
方
面
や
な
。
人
間
駄
目
に

な
る
時
は
都
合
の
悪
い
こ
と
が
重
な
る
ん
や
な
。
徹
底
的
に
駄
目
に

な
る
…
…
そ
の
作
者
の
気
持
ち
も
こ
め
ら
れ
た
言
葉
、
Ｓ
１
Ｏ
、
わ
か

る
か
。

「
時
分
悪
し
か
り
な
ん
」

そ
れ
、
家
貞
の
上
洛
に
つ
い
て
言
っ
て
る
ん
や
な
、
時
が
悪
い
と
い

う
…
…
も
っ
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
と
い
う
か
、
爲
朝
に
は
浮
上
す
る
こ

と
は
不
可
能
と
い
う
か
…

先
生
「
宿
運
や
尽
に
け
ん
」
や
ろ
。
絶
対
こ
れ
や
。

絶
対
そ
れ
や
（
笑
い
）
Ｓ
１
Ｏ
、
そ
ん
な
に
喜
ば
ん
と
そ
の
意
味
を
言

っ
て
み
い
？

爲
朝
の
運
命
が
尽
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
宿
運
」
は
前
世
か
ら
定
ま
っ
て
る
そ
の
人
に
与
え
ら
れ
た
運
命
・

宿
命
。
仏
教
用
語
。
そ
れ
で
爲
朝
は
ど
う
な
る
？

重
病
に
か
か
る
。

病
気
に
な
る
と
い
う
の
は
爲
朝
も
人
間
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
や
な
。

ほ
か
に
質
問
な
い
か
？

「
立
居
も
合
期
せ
ざ
り
け
れ
ば
」

爲
朝
は
「
萬
死
一
生
」
、
奇
跡
的
に
助
か
っ
た
ん
や
け
ど
、
病
み
上

が
り
で
身
体
が
思
う
通
り
に
動
か
な
い
、
Ｓ
３
、
お
前
こ
う
い
う
こ

自
主
教
材
・
「
軍
記
物
語
の
系
譜
」

Ｓ
４Ｔ

Ｓ
４Ｔ

と
な
い
か
、
イ
ン
フ
ル
ェ
ン
ザ
の
高
熱
が
続
い
て
、
や
っ
と
立
ち
上

が
っ
た
時
、
身
体
が
ふ
ら
ふ
ら
し
た
こ
と
な
い
か
、
わ
し
、
十
五
年

前
に
Ｂ
型
肝
炎
で
死
に
か
け
た
こ
と
あ
る
か
ら
、
よ
う
わ
か
る
わ
、

こ
こ
。
わ
し
の
場
合
、
不
死
身
や
か
ら
立
ち
直
っ
た
け
ど
な
、
色
黒

い
し
、
し
ぶ
と
い
し
、
み
ん
な
か
ら
嫌
わ
れ
て
る
か
ら
、
そ
の
頃
の

お
前
ら
の
先
輩
、
わ
し
の
こ
と
ゴ
キ
ブ
リ
っ
て
呼
ん
で
た
わ
（
笑

い
）
な
か
な
か
セ
ン
ス
あ
る
わ
な
、
ぴ
っ
た
り
や
わ
ゴ
キ
ブ
リ
（
笑

い
）
ほ
か
に
質
問
は
？

「
ゆ
や
」
は
温
泉
で
す
か
？

滋
賀
県
に
温
泉
あ
っ
た
か
な
、
ど
う
や
？

わ
か
り
ま
せ
ん
。

そ
う
や
な
、
わ
し
も
あ
ん
ま
り
聞
い
た
こ
と
な
い
わ
。
神
杜
や
お
寺

に
は
、
参
拝
す
る
人
が
身
体
を
清
め
る
場
所
が
あ
っ
た
か
ら
、
き
っ

と
そ
う
い
う
施
設
や
と
思
う
。
中
世
に
は
社
会
か
ら
の
脱
落
者
や
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

罪
者
を
保
護
し
た
特
定
の
寺
杜
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
…
…
大
阪
の

「
天
王
寺
」
や
「
高
野
山
」
が
そ
う
だ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
「
ゆ
や
」

も
そ
う
い
う
「
避
難
所
」
だ
っ
た
か
も
知
れ
ん
な
。
「
中
世
の
福
祉

施
設
」
み
た
い
な
も
ん
や
ろ
か
な
。
ち
ょ
っ
と
誰
か
研
究
し
て
み
い

へ
ん
か
。
お
も
し
ろ
い
で
、
ま
あ
い
い
か
…
…
と
に
か
く
爲
朝
は

「
ゆ
や
」
で
病
後
の
「
療
治
」
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
人
に
見
ら
れ
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て
し
ま
う
ん
や
な
。
Ｓ
５
、
誰
に
見
ら
れ
た
ん
や
？

「
甲
乙
人
」

そ
の
前
に
「
を
り
合
た
る
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
ゆ
や
」
に
い
ろ

ん
な
人
が
来
て
た
こ
と
が
わ
か
る
わ
な
。
「
中
世
の
福
祉
施
設
」
だ

っ
た
ん
か
な
、
「
避
難
所
」
や
っ
た
ん
か
な
。
や
っ
ぱ
り
…
…
「
甲

乙
人
」
の
見
た
爲
朝
、
自
分
の
言
葉
で
説
明
し
て
く
れ
る
か
？

先
生
、
そ
の
前
に
「
甲
乙
人
」
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

身
分
の
高
い
人
や
低
い
人
、
老
若
男
女
、
「
い
ろ
ん
な
人
」
っ
て
、

さ
っ
き
言
っ
た
の
は
そ
う
い
う
意
味
。

先
生
、
こ
の
「
ゆ
や
」
は
混
浴
や
っ
た
ん
で
す
か
（
笑
い
）

わ
し
も
は
っ
き
り
わ
か
ら
へ
ん
、
後
で
「
男
女
」
と
出
て
く
る
か
ら

た
ぶ
ん
そ
う
や
ろ
。
「
混
浴
問
題
」
、
ち
ょ
っ
と
お
い
と
い
て
、
さ
っ

き
の
質
問
。

「
人
問
の
人
と
は
見
え
ず
。
愛
宕
・
高
尾
の
大
天
狗
」
、
先
生
、
「
天

狗
」
、
い
い
へ
ん
わ
な
。

わ
し
、
見
た
こ
と
あ
ら
へ
ん
け
ど
、
当
時
は
い
た
ん
や
ろ
な
、
義
経

も
鞍
馬
の
天
狗
に
鍛
え
ら
れ
た
そ
う
や
か
ら
。

ほ
ん
ま
か
い
な
…
…

天
狗
も
鬼
も
化
物
も
み
ん
な
い
た
ん
や
、
今
は
人
間
に
追
わ
れ
て
絶

滅
し
た
ん
や
。
狼
も
絶
滅
、
朱
鷺
も
日
本
川
獺
も
時
代
と
と
も
に
、

Ｓ
５Ｔ

Ｓ
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人
問
に
追
わ
れ
て
絶
滅
し
か
か
っ
て
る
…
…
淀
川
の
蛍
も
：
…
人
間

も
核
兵
器
に
追
わ
れ
て
絶
滅
し
か
か
っ
て
る
、

先
生
、
嘘
や
ろ
…
…

嘘
で
す
（
笑
い
）
、
し
か
し
当
時
の
人
は
存
在
す
る
信
じ
て
い
た
。

「
鬼
」
と
か
「
天
狗
」
と
か
「
竜
」
と
か
想
像
上
の
生
き
物
や
な
。

「
天
狗
」
は
空
を
飛
べ
た
ら
し
い
。
よ
う
す
る
に
人
問
離
れ
し
た
も

の
や
な
。
こ
こ
で
は
爲
朝
の
人
間
離
れ
し
た
匡
ル
か
条
が
、
災
い
し

た
ん
や
な
。
「
人
問
離
れ
し
た
も
の
す
ご
い
男
が
い
る
」
と
噂
に
な

っ
た
ん
や
な
。

淀
川
の
蛍
、
最
近
、
戻
っ
て
き
て
ま
す
。

そ
う
か
、
そ
り
ゃ
あ
嬉
し
い
こ
と
や
。
こ
の
学
年
に
大
学
行
っ
て
、

淀
川
の
水
守
る
、
研
究
す
る
っ
て
い
う
生
徒
い
る
ん
や
。
わ
し
、
こ

う
い
う
人
物
と
、
年
齢
ち
ゃ
う
け
ど
お
友
達
で
い
た
い
わ
（
笑
い
）

わ
し
、
一
」
う
い
う
生
徒
に
出
会
え
て
嬉
し
い
わ
（
笑
い
）
…
…
次
、

読
む
で
、
ち
ょ
っ
と
長
い
で
。

　
読
む
（
「
所
の
土
民
是
を
み
て
、
領
主
佐
渡
兵
衛
尉
重
貞
に
告
た

り
け
れ
ば
…
…
を
め
を
め
と
生
捕
れ
け
る
ぞ
無
葱
な
る
」
ま
で

爲
朝
の
噂
が
広
ま
っ
て
、
「
所
の
土
民
」
か
ら
領
主
の
耳
に
届
く
。

「
所
の
土
民
」
と
さ
っ
き
出
て
た
「
甲
乙
人
」
と
は
明
ら
か
に
違
う

の
わ
か
る
わ
な
。
ど
こ
か
か
ら
「
ゆ
や
」
に
来
て
た
人
た
ち
や
な
、
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や
っ
ぱ
り
。
Ｓ
１
２
、
領
主
重
貞
は
ま
ず
ど
う
し
た
？

爲
朝
を
知
っ
て
る
「
雑
色
」
に
確
認
さ
せ
た
。

爲
朝
に
間
違
い
な
い
、
そ
こ
で
？

三
百
余
人
で
捕
ま
え
に
行
か
せ
た
。

Ｓ
１
２
、
念
の
た
め
に
数
詞
、
あ
げ
て
み
い
。

今
言
っ
た
、
「
三
百
余
人
」
「
浴
屋
を
四
重
五
重
」
「
し
た
・
か
の
者

十
四
五
人
」
「
三
人
手
組
し
て
」
「
三
人
な
が
ら
」
「
二
人
を
ば
」
「
一

人
を
ば
」
「
柱
一
本
」

じ
ゃ
、
そ
の
ほ
か
の
表
現
方
法
は
？

動
詞
の
連
用
形
の
多
用
、
実
況
生
中
継
的
表
現
。

そ
れ
も
具
体
的
に
。

「
催
集
て
」
「
押
寄
て
」
「
押
か
こ
み
」
「
撰
て
」
「
乱
入
て
」

そ
れ
か
ら
。

「
引
寄
」
「
打
合
せ
」
「
ひ
し
ゐ
で
」
「
押
當
て
」
「
ね
ぢ
切
て
」

そ
れ
ぐ
ら
い
に
し
と
こ
う
か
、
そ
の
ほ
か
の
表
現
の
方
法
は
？

「
…
…
も
あ
り
…
…
も
あ
り
」
の
表
現
。

「
の
っ
け
さ
ま
に
倒
て
死
も
あ
り
、
這
々
逃
る
者
も
あ
り
」
や
な
。

そ
れ
『
今
昔
』
や
っ
た
時
、
何
て
言
っ
て
お
い
た
？

累
層
的
表
現
や
っ
た
か
な
…
…

そ
う
、
同
時
進
行
の
場
面
を
描
写
す
る
累
層
的
表
現
や
な
。

　
自
主
教
材
・
「
軍
記
物
語
の
系
譜
」

Ｓ
１
ＯＴ

Ｓ
１
ＯＴ

Ｓ
３

Ｔ
Ｓ
８

Ｓ
５

Ｓ
６

Ｓ
８

Ｓ
６

Ｓ
１
１

Ｓ
１
Ｏ

擬
音
語
・
擬
態
語
も
あ
る
。

ど
れ
や
？

「
づ
む
と
立
て
」

も
う
一
つ
…
…
こ
れ
、
わ
か
り
に
く
い
か
な
…
…

「
ひ
し
ひ
し
」
で
す
か
？

そ
う
、
そ
の
二
つ
。
つ
い
で
や
か
ら
、
繰
り
返
し
の
表
現
も
言
っ
と

く
わ
な
。
繰
り
返
し
は
強
調
や
な
。
「
走
寄
く
一
「
落
重
く
一
の

と
こ
。
も
う
一
回
、
戦
闘
の
場
面
読
ん
で
み
る
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
つ

く
っ
て
み
て
く
れ
る
か
。
今
具
体
的
に
あ
げ
た
表
現
方
法
に
特
に
注

意
し
て
、
聞
い
て
く
れ
る
か
…
…
（
丁
　
読
む
）

浮
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
、
自
由
に
言
っ
て
み
て
く
れ
る
か
。

大
勢
の
軍
勢
を
相
手
に
一
人
で
暴
れ
ま
く
っ
て
い
る
。

爲
朝
と
一
緒
に
「
浴
屋
」
の
中
に
い
た
者
た
ち
が
、
悲
鳴
を
あ
げ
て

外
へ
飛
び
出
し
て
き
た
。

浴
屋
の
中
、
物
凄
い
音
が
し
て
る
。

爲
朝
が
振
り
回
す
柱
の
音
が
ぶ
ん
ぶ
ん
し
て
る
。
振
り
回
す
柱
に
ぶ

っ
か
る
音
、
そ
ん
で
、
は
じ
き
飛
ば
さ
れ
る
者
の
悲
鳴
。

柱
に
ぶ
っ
か
る
音
、
グ
シ
ャ
ア
っ
ち
ゅ
う
感
じ
。
柱
に
血
が
飛
ぶ
。

軍
勢
が
逃
げ
回
っ
て
る
。
そ
ん
中
を
爲
朝
が
走
り
回
っ
て
る
。

柱
を
振
り
回
す
ス
ピ
ー
ド
が
鈍
く
な
っ
て
く
る
。
爲
朝
の
息
が
荒
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
九
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Ｓ
５

Ｓ
８

Ｓ
５Ｔ

Ｓ
１
１Ｔ

　
１
Ｓ
１Ｔ

Ｓ
８Ｔ
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・
「
軍
記
物
語
の
系
譜
」

な
っ
て
る
。
爲
朝
が
倒
れ
る
。

倒
れ
た
爲
朝
に
重
貞
の
軍
勢
は
黙
っ
て
向
か
っ
て
い
っ
た
の
か
？

何
か
わ
め
き
な
が
ら
飛
び
か
か
っ
て
い
っ
た
。

大
勢
が
の
し
か
か
っ
て
も
、
爲
朝
は
拳
を
振
り
回
し
て
る
。

こ
い
っ
、
何
ち
ゅ
う
や
っ
ち
ゃ
、
化
物
や
わ
、
や
っ
ぱ
り
。

そ
の
く
ら
い
で
も
う
い
い
か
な
、
わ
か
ら
へ
全
言
葉
な
い
か
？

「
三
人
手
組
し
て
よ
る
所
」

ラ
グ
ビ
ー
の
ス
ク
ラ
ム
の
第
一
列
、
三
人
で
組
ん
で
相
手
に
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
か
け
る
や
ろ
、
あ
れ
と
同
じ
や
な
。

「
三
人
な
が
ら
」

三
人
全
部
ま
と
め
て
。

「
暫
し
こ
そ
有
け
れ
」

暫
く
の
間
は
そ
う
し
て
い
た
が
、
爲
朝
が
暫
く
は
戦
っ
て
い
た
が
。

Ｓ
１
０
の
言
っ
た
ス
ピ
ー
ド
が
鈍
く
な
り
息
が
荒
く
な
り
手
足
の
力
が

な
く
な
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
状
態
を
表
現
し
た
言
葉
や
な
。
質
問
、

も
う
い
い
か
な
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
略
）

四
　
古
典
教
育
を
め
ぐ
っ
て

か
つ
て
増
淵
恒
吉
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
＠

「
古
文
教
育
の
方
法
」

の
中
で
戦
後
の
古
典
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
〇

を
総
括
し
今
後
の
方
向
性
を
提
起
し
、
そ
の
中
で
第
一
に
教
材
の
自
主
編
成
を

あ
げ
た
。
小
野
牧
夫
氏
は
、
「
形
象
性
・
思
想
性
・
教
育
性
に
お
い
て
す
ぐ
れ

　
　
ゆ

た
も
の
」
を
教
材
の
自
主
編
成
の
基
準
と
し
て
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
小
野
氏
は

「
読
解
第
一
主
義
か
ら
古
典
教
育
を
解
放
し
、
広
い
場
に
出
す
こ
と
」
も
提
起

し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
論
を
踏
ま
え
、
そ
し
て
「
は
じ
め
に
」
に
記
し
た
今

日
的
子
ど
も
、
目
の
前
の
子
ど
も
の
実
態
に
視
点
を
据
え
た
教
材
づ
く
り
や
古

典
教
育
の
実
践
的
方
法
の
構
築
が
、
い
ま
全
国
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

気
が
す
る
。
し
か
し
古
典
教
育
に
関
す
る
全
国
的
な
実
践
的
共
同
研
究
の
場
は

定
着
し
て
い
な
い
し
、
全
国
的
な
組
合
の
教
育
研
究
集
会
に
お
い
て
も
古
典
教

育
の
実
践
報
告
を
目
に
す
る
こ
と
が
少
な
い
。
古
典
教
育
が
受
験
教
育
に
綾
小

化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
で
ろ
う
。
こ
う
し
た
現
況
を
み
る
時
、
「
文
学

教
育
と
し
て
の
古
典
教
育
」
は
教
育
の
現
場
か
ら
遊
離
し
、
「
古
典
」
は
専
門

的
学
問
研
究
の
場
に
隔
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
さ
え
す
る
。
「
自
由
な

教
室
空
問
」
の
中
で
「
対
話
」
を
積
み
重
ね
な
が
ら
、
「
文
学
教
育
と
し
て
の

古
典
教
育
」
の
授
業
の
創
造
を
め
ざ
し
て
、
方
法
論
的
に
は
古
典
語
の
呪
縛
か

ら
生
徒
を
解
放
す
る
「
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
」
の
実
践
を
試
み
た
。
「
授
業
記
録
」

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
だ
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
教
師
の
「
知
の
権
威
化
」
現
象
が

み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
生
徒
相
互
の
「
対
話
」
が
組
織
で
き
て
い
な
い
し
、
集
団

的
読
み
が
成
立
し
て
い
な
い
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
生
徒
の
作
品
や
授
業
に
対
す
る
「
批
評
」
に
っ
い
て
、
紙
数
の
都
合
で
触
れ



る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ほ
か
は
な
い
。

そ
の
点
、
「
授
業
記
録
」

か
ら
推
測
し
て
も
ら
う

注
¢
拙
著
『
授
業
記
録
　
　
古
典
文
学
を
読
む
』
一
高
校
出
版
一

　
高
野
光
男
氏
「
批
評
す
る
文
学
教
育
　
　
第
四
十
五
回
夏
期
研
究
集
会
基
調
報
告

　
　
　
」
（
「
日
本
文
学
」
一
九
九
三
年
十
二
月
号
）

　
浜
本
純
逸
氏
「
文
学
作
品
と
の
対
話
」
一
「
日
本
文
学
」
一
九
九
〇
年
八
月
号
一

　
「
対
話
へ
の
文
学
教
育
」
一
「
日
本
文
学
」
一
九
九
二
年
三
月
号
）

¢
小
野
牧
夫
氏
「
古
典
教
育
の
実
践
と
理
論
」
一
『
国
語
・
文
学
教
育
の
研
究
』
所
収
、

　
秀
英
出
版
）
氏
の
提
起
す
る
教
材
論
・
指
導
過
程
論
・
授
業
組
織
論
を
参
考
に
し
た
。

¢
拙
稿
「
授
業
記
録
・
軍
記
物
語
の
系
譜
　
乱
世
を
生
き
た
英
雄
の
生
と
死
を
め
ぐ

　
っ
て
」
一
「
日
文
協
・
国
語
教
育
」
一
九
九
四
年
八
月
号
）

　
杉
本
圭
三
郎
氏
「
変
革
期
の
叙
事
文
学
」
一
『
日
本
の
中
世
文
学
』
所
収
、
新
日
本

　
出
版
）

¢
後
白
河
天
皇
側
近
信
西
は
、
爲
義
の
処
刑
同
様
、
爲
朝
の
処
置
を
肉
親
で
あ
る
兄

　
義
朝
に
命
ず
る
。
非
情
な
措
置
で
あ
る
。

＠
　
「
新
院
御
所
各
門
々
固
め
の
事
」
の
「
田
村
・
利
仁
が
鬼
神
を
せ
め
、
頼
光
・
保

　
昌
の
魔
軍
を
や
ぶ
り
し
」
か
ら
も
朝
廷
（
天
皇
一
に
背
い
た
者
は
、
「
鬼
」
「
魔
」
、

　
時
に
は
「
化
物
」
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
「
荒
夫
琉
神
」
（
『
古
事
記
』
）
「
荒
振
神
」
一
『
常
陸
風
土
記
』
）
「
荒
備
流
」
（
『
続
日

　
本
紀
』
）
な
ど
の
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
東
国
・
陸
奥
の
荒
々
し
い
神
、

　
天
皇
に
従
わ
ぬ
神
々
の
呼
称
で
あ
る
。
『
続
日
本
紀
』
に
は
「
陸
奥
國
荒
備
流
蝦
夷

　
等
乎
討
治
」
と
あ
り
、
朝
廷
に
背
く
者
の
象
徴
的
存
在
が
「
荒
ぶ
る
神
」
と
さ
れ
た

　
の
で
あ
る
。
伊
豆
へ
護
送
さ
れ
る
爲
朝
の
言
動
は
ま
さ
し
く
「
荒
ぶ
る
神
」
そ
の
も

　
　
　
　
自
主
教
材
・
「
軍
記
物
語
の
系
譜
」

　
の
の
姿
で
あ
る
。

＠
　
清
盛
が
伯
父
忠
正
を
処
刑
し
た
の
は
、
義
朝
に
父
爲
義
を
処
刑
さ
せ
る
た
め
で
あ

　
り
「
信
西
に
内
々
い
ひ
合
て
」
行
な
っ
た
処
置
で
あ
る
と
、
『
保
元
物
語
』
「
忠
正
・

　
家
弘
等
諌
せ
ら
る
る
事
」
で
語
る
。

０
　
岩
崎
武
夫
氏
「
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
構
造
」
（
『
さ
ん
せ
う
太
夫
考
』
中
世
の
説

　
教
語
り
平
凡
杜
選
書
）

＠
増
淵
恒
吉
氏
「
古
文
教
育
の
方
法
」
一
『
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
講
座
　
第
八

　
巻
』
所
収
、
有
精
堂
）

＠
　
注
　
に
同
じ
。

三
五
一
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