
覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

徳

田

詠

美

は
じ
め
に

維
盛
は
﹃
平
家
物
語
﹄
の
中
で
︑
妻
子
を
思
い
続
け
る
貴
公
子
と
し
て
の
印

象
が
強
い
︒
特
に
︑
出
家
し
た
維
盛
一
行
を
見
か
け
た
那
智
籠
の
僧
が
安
元
御

賀
で
の
青
海
波
の
舞
を
回
想
す
る
場
面
︵
以
下
︑
安
元
御
賀
回
想
場
面
︶
は
︑

彼
が
物
語
中
で
最
も
華
々
し
く
活
躍
す
る
箇
所
で
あ
り
︑
維
盛
を
論
じ
る
上
で

重
要
な
も
の
と
い
い
う
る
︒
し
か
し
︑
安
元
御
賀
回
想
場
面
を
諸
本
比
較
し
︑

各
諸
本
に
お
け
る
維
盛
像
を
考
察
し
た
先
行
研
究
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
︒
そ

こ
で
本
稿
で
は
︑
ま
ず
安
元
御
賀
回
想
場
面
を
七
諸
本
で
比
較
し
︑
そ
の
相
違

点
を
考
え
る
︒
さ
ら
に
︑
維
盛
の
描
写
に
関
し
て
他
諸
本
に
な
い
表
現
が
覚
一

本
に
見
ら
れ
る
た
め
︑
覚
一
本
に
の
み
あ
る
も
の
を
﹁
覚
一
本
特
有
表
現
﹂
と

位
置
付
け
︑
そ
れ
ら
が
覚
一
本
の
維
盛
像
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
︑
他
諸
本
と

ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
論
じ
た
い
︒

一

安
元
御
賀
回
想
場
面
の
維
盛

︱
諸
本
比
較
と
覚
一
本
特
有
表
現

︱

ま
ず
︑
各
諸
本
の
安
元
御
賀
回
想
場
面
を
見
て
い
く
︒
本
稿
で
は
語
り
本
か

ら
一
方
流
諸
本
の
覚
一
本
と
八
坂
流
諸
本
の
屋
代
本
︑
百
二
十
句
本
を
︑
読
み

本
か
ら
延
慶
本
︑
長
門
本
︑
盛
衰
記
︑
四
部
合
戦
状
本
を
取
り
扱
う
︒
な
お
︑

引
用
文
中
の
傍
線
や
太
字
︑
記
号
は
引
用
者
に
よ
る
︒

﹇
覚
一
本
﹈

あ
の
殿
の
未
四
位
少
将
と
聞
え
給
ひ
しＡ
安
元
の
春
の
比
︑Ａ
法
住
寺
殿
に
て
︑

五
十
御
賀
の
あ
り
し
に
︑
父
小
松
殿
は
︑
内
大
臣
の
左
大
将
に
て
ま
し
ま

す
︒
伯
父
宗
盛
卿
は
︑
大
納
言
の
右
大
将
に
て
︑
階
下
に
着
座
せ
ら
れ
た

り
︒
其
外
三
位
中
将Ｂ
知
盛
・
頭
中
将
重
衡
以
下
︑Ｃ
一
門
の
人
〻
︑
け
ふ
を

晴
と
と
き
め
き
給
ひ
て
︑
垣
代
に
立
給
ひ
し
中
よ
り
︑
此
三
位
中
将
︑Ｄ
桜

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

四
二



の
花
を
か
ざ
し
て
青
海
波
を
ま
う
て
出
ら
れ
た
り
し
か
ば
︑�

露
に
媚
た
る

花
の
御
姿
︑
風
に
翻
る
舞
の
袖
︑
地
を
て
ら
し
天
も
か
ゝ
や
く
ば
か
り
也
︒

�

女
院
よ
り
関
白
殿
を
御
使
に
て
︑
御
衣
を
か
け
ら
れ
し
か
ば
︑
父
の
大
臣
︑

座
を
立
是
を
給
は
ッ
て
︑
右
の
肩
に
か
け
︑
院
を
拝
し
奉
り
給
ふ
︒
面
目

た
ぐ
ひ
す
く
な
う
ぞ
見
え
し
︒
か
た
へ
の
殿
上
人
︑
い
か
ば
か
り
う
ら
山

し
う
思
は
れ
け
む
︒�

内
裏
の
女
房
達
の
中
に
は
︑
﹁
深
山
木
の
な
か
の
桜

梅
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
﹂
な
ン
ど
言
は
れ
給
ひ
し
人
ぞ
か
し
︒Ｅ
唯
今
大
臣
の

大
将
待
か
け
給
へ
る
人
と
こ
そ
見
奉
り
し
に
︑
け
ふ
は
か
く
や
つ
れ
は
て

給
へ
る
御
あ
り
さ
ま
︑
か
ね
て
は
思
ひ
も
よ
ら
ざ
ッ
し
を
や
︒
う
つ
れ
ば

か
は
る
世
の
な
ら
ひ
と
は
言
ひ
な
が
ら
︑
哀
な
る
御
事
哉

︵
巻
第
十
﹁
熊
野
参
詣
﹂)

﹇
屋
代
本
﹈

Ａ

安
元
ノ
御
賀
ニＦ
其
比
十
八
カ
・
九
カ
ニ
テ
・Ｄ
桜
ヲ
・
カ
サ
ヒ
テ
・
青
海
波

ヲ
被
舞
シ
ニ
・Ｃ
当
家
ニ
モ
・
他
家
ニ
モ
・
皃
ヨ
キ
殿
上
人
ト
・
撰
垣
代
ニ

立
給
ヘ
リ
・
階
下
ニ
ハ
・
関
白
以
下
ノ
大
臣
公
卿
多
ク
着
給
タ
ル
中
ニ

モ
・Ｇ
父
ノ
小
松
殿
ノ
・
大
将
ニ
テ
被
着
タ
リ
シ
ニ
ハ
・
又
人
可
立
並
ト

モ
・
見
サ
リ
シ
物
ヲ
・�

嵐
ニ
匂
フ
・
花
ノ
タ
ク
ヒ
ニ
・
風
ニ
翻
ル
舞
ノ

袖
・
照
一
天
ヲ
耀
地
程
ナ
リ
・
ア
ハ
ヤ
・Ｅ
大
臣
大
将
只
今
待
懸
給
ヘ
ル
人

ヨ
・
ト
コ
ソ
我
モ
人
モ
申
シ
ニ
・
移
レ
ハ
替
ル
世
ノ
習
コ
ソ
悲
ケ
レ

︵
巻
第
十
﹁
惟
盛
高
野
登
山
幷
熊
野
参
詣
同
入
水
事
﹂)

﹇
百
二
十
句
本
﹈

Ａ

安
元
の
御
賀
に
︑Ｆ
そ
の
こ
ろ
十
八
か
九
か
に
て
︑Ｄ
桜
を
か
ざ
い
て
青
海
波

を
舞
は
れ
し
に
︑Ｃ
当
家
に
も
他
家
に
も
︑
み
め
よ
き
殿
上
人
に
え
ら
ば
れ

て
垣
代
に
た
ち
給
へ
り
︒
橋
も
と
に
は
関
白
以
下
の
大
臣
︑
公
卿
︑
お
ほ

く
着
き
給
ひ
し
な
か
に
も
︑Ｇ
父
の
大
将
に
て
着
せ
ら
れ
た
り
し
か
ば
︑
人

ま
た
並
ぶ
べ
し
と
も
見
え
ざ
つ
し
も
の
を
︒�

嵐
に
に
ほ
ふ
花
の
す
が
た
︑

風
に
ひ
る
が
へ
る
舞
の
袖
︑
天
を
照
ら
し
地
を
輝
か
す
ほ
ど
な
り
き
︒

﹃
あ
は
や
︒Ｅ
大
臣
の
大
将
を
待
ち
か
け
給
へ
る
人
﹄
と
こ
そ
︑
わ
れ
も
︑

人
も
︑
申
せ
し
に
︑
移
れ
ば
変
る
世
の
な
ら
ひ
こ
そ
か
な
し
け
れ

︵
第
九
十
八
句
﹁
維
盛
入
水
﹂)

﹇
延
慶
本
﹈

ア
ノ
殿
四
位
ノ
少
将
ト
聞
ヘ
給
シＡ
安
元
二
年
ノ
春
比
︑
法
皇Ａ
法
住
寺
殿
ニ

テ
五
十
ノ
御
賀
ノ
有
シ
時
︑
父
ノ
大
臣
ハ
内
大
臣
ノ
左
大
将
ニ
テ
左
ノ
座

ニ
着
座
︑
伯
父
宗
盛
ノ
右
大
将
ハ
右
ノ
着
座
セ
ラ
レ
キ
︒
其
時
ハ
︑
越
前

三
位Ｂ
通
盛
卿
ハ
頭
ノ
中
将
︑
本
三
位
中
将
重
衡
卿
ハ
蔵
人
頭
︑
此
人
々
ヲ

始
ト
シ
テ
︑Ｃ
一
門
ノ
卿
相
雲
客
︑
今
日
ヲ
晴
ト
声
︳

花
ニ
引
修
ヒ
テ
︑
青

海
波
ノ
垣
代
ニ
立
給
ヘ
リ
シ
中
ヨ
リ
︑
ア
ノ
殿
青
海
波
ヲ
舞
出
ラ
レ
タ
リ

シ
有
様
︑�

嵐
ニ
タ
グ
フ
花
ノ
匂
ヒ
︑
天
モ
耀
ク
計
ナ
リ
シ
事
ノ
︑
只
今
ノ

様
ニ
覚
ユ
ル
ト
ヨ
︒﹃Ｅ
今
両
三
年
ノ
内
ニ
大
臣
ノ
大
将
ニ
疑
ア
ラ
ジ
﹄
ト

申
ア
ヘ
リ
シ
ニ
︑
カ
ク
見
成
奉
ル
ベ
シ
ト
ハ
思
ヤ
ハ
寄
リ
シ
︒
遷
レ
バ
易

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像
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ル
代
ノ
習
ト
云
ナ
ガ
ラ
︑
穴
哀
ノ
御
有
様
ヤ

︵
第
五
末
﹁
那
智
籠
ノ
山
臥
惟
盛
ヲ
見
知
奉
事
﹂)

﹇
長
門
本
﹈

あ
の
殿
の
四
位
少
将
と
申
し
時
︑Ａ
安
元
の
春
の
頃
︑
法
皇Ａ
法
住
寺
殿
に
て
︑

報
恩
経
供
養
の
時
︑
五
十
の
御
賀
の
有
し
に
︑
父
重
盛
は
内
大
臣
の
左
大

将
︑
叔
父
宗
盛
卿
は
中
納
言
右
大
将
に
て
︑
階
下
に
着
座
せ
ら
れ
た
り
き
︑

頭
中
将Ｂ
通
盛
︑
三
位
中
将
重
衡
卿
以
下
のＣ
卿
相
う
ん
か
く
十
余
人
︑
は
な

や
か
な
る
姿
に
て
引
つ
く
ろ
ひ
て
︑
垣
代
に
た
た
れ
た
り
し
中
よ
り
︑Ｄ
桜

梅
を
折
か
ざ
し
て
︑
青
海
波
を
舞
て
出
ら
れ
た
り
し
景
気
は
︑
た
と
へ
ば

�

嵐
に
た
ぐ
ふ
花
の
匂
ひ
御
身
に
あ
ま
り
︑
風
に
ひ
る
が
へ
る
袂
天
に
か
ゞ

や
き
︑
地
を
て
ら
す
ば
か
り
な
り
し
︑
御
有
様
の
今
の
様
に
お
ぼ
ゆ
る
ぞ

や
︑Ｅ
今
両
三
年
も
あ
ら
ば
︑
大
臣
の
大
将
疑
ひ
あ
ら
じ
と
こ
そ
見
奉
り
し

に
︑
今
か
く
見
な
し
奉
る
べ
し
と
は
︑
か
つ
て
思
は
ざ
り
し
事
か
な
︑
う

つ
れ
ば
か
は
る
世
の
習
と
い
ひ
な
が
ら
︑
む
ざ
ん
の
あ
り
さ
ま
哉

︵
巻
第
十
七
﹁
維
盛
高
野
参
詣
同
投
身
事
﹂)

﹇
盛
衰
記
﹈

Ａ

安
元
二
年
の
春
の
頃
︑
法
皇Ａ
法
住
寺
殿
に
て
五
十
の
御
賀
の
あ
り
し
に
︑

Ｄ

時
の
綺
羅
を
付
け
て
青
海
波
の
曲
を
舞
ひ
給
ひ
し
に
︑Ｈ
前
に
は
月
卿
玉
の

冠
を
研
き
て
十
二
人
︑
後
に
は
雲
客
花
の
袂
を
連
ね
て
十
五
人
︑
そ
の
中

に
父
の
大
臣
は
内
大
臣
左
大
将
︑
叔
父
宗
盛
は
中
納
言
右
大
将
︑Ｂ
知
盛
は

三
位
中
将
︑
重
衡
は
蔵
人
頭
中
宮
亮
︑
已
下Ｃ
一
門
の
月
卿
雲
客
今
日
を
晴

と
き
ら
め
き
て
︑
皆
花
や
か
な
る
貌
に
て
舞
台
の
垣
代
に
立
ち
給
ひ
た
り

し
時
は
さ
し
も
う
つ
く
し
く
お
は
せ
し
が
︑
中
に
も
こ
の
時
は
四
位
の
少

将
に
て
舞
ひ
給
ひ
た
り
し
か
ば
︑�

嵐
に
類
ふ
花
の
色
︑
匂
ひ
を
招
く
舞
の

袖
︑
天
を
照
ら
し
︑
地
も
耀
く
程
に
見
え
し
か
ばＩ
簾
中
・
簾
外
皆
さ
ざ
め

き
立
ち
て
︑
桜
梅
の
少
将
と
こ
そ
申
し
し
か
︒
哀
れ
に
う
つ
く
し
く
見
え

給
ふ
人
か
な
︒Ｅ
今
三
四
年
が
程
に
︑
大
臣
の
大
将
は
疑
ひ
あ
ら
じ
も
の
を

と
︑
諸
人
に
言
は
れ
給
ひ
し
ぞ
か
し
︒Ｊ
さ
れ
ど
も
龍
樹
菩
薩
の
釈
に
曰
く
︑

﹃
世
間
は
車
輪
の
如
し
︑
時
に
変
じ
て
輪
転
に
似
た
り
﹄
文
︑
げ
に
只
今

の
有
様
に
引
き
替
へ
て
お
は
し
ぬ
る
を
見
れ
ば
︑
朝
の
紅
顔
︑
夕
の
白
骨
︑

理
な
り
と
思
ひ
合
せ
て
泣
か
る
る
な
り

︵
巻
第
四
十
﹁
維
盛
入
道
熊
野
参
詣
附
熊
野
・
大
峰
の
事
﹂)

﹇
四
部
合
戦
状
本
﹈

此
の
殿
︑
四
位
の
少
将
に
て
御
せ
し
時
︑Ａ
安
元
元
年
三
月
︑
法
皇Ａ
仁
和
寺

に
て
臨
時
の
御
経
供
養
幷
び
に
五
十
の
御
賀
有
り
し
に
︑Ｇ
父
の
大
臣
殿
は
︑

公
卿
の
中
に
勝
れ
て
見
え
た
ま
ひ
て
︑
舎
弟
宗
盛
卿
は
左
衛
門
督
に
て
御

せ
し
が
︑
歌
釈
に
立
ち
た
ま
ひ
しＣ
一
門
の
人
々
︑
今
日
を
晴
と
威
儀
た
ま

ひ
し
に
︑
此
の
殿
︑
左
衛
門
の
陣
よ
りＤ
桜
を
疣
差
し
て
︑
青
海
波
を
舞
は

れ
た
り
し
か
ば
︑�

御
身
に
余
る
匂
伝
は
り
︑
嵐
廻
り
絶
え
︑
袖
の
色
風
に

翻
る
︒Ｈ
前
に
臨
め
ば
︑
月
卿
冠
を
並
べ
て
十
二
人
︑
後
ろ
を
顧
み
れ
ば
︑

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像
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雲
客
袖
を
連
ね
て
十
五
人
︒
垣
代
に
立
ち
て
昢
か
り
し
事
ぞ
か
し

︵
巻
第
十
﹁
維
盛
熊
野
参
詣
﹂)

七
諸
本
の
引
用
か
ら
︑
お
お
よ
そ
十
三
の
相
違
点
が
指
摘
で
き
る
︒
引
用
の
記

号
と
対
応
す
る
形
で
以
下
に
ま
と
め
る
︒

Ａ

延
慶
本
︑
盛
衰
記
に
は
﹁
安
元
二
年
ノ
春
比
﹂︑﹁
法
住
寺
殿
﹂
と
あ
る
が
︑

四
部
合
戦
状
本
は
﹁
安
元
元
年
三
月
﹂︑﹁
仁
和
寺
﹂
と
す
る
︒﹃
玉
葉
﹄

に
よ
る
と
︑
事
実
と
し
て
は
前
者
が
正
し
い①
︒
な
お
︑
そ
れ
以
外
の
諸
本

に
は
具
体
的
な
年
が
書
か
れ
て
い
な
い
︒

Ｂ

覚
一
本
︑
盛
衰
記
が
﹁
知
盛
﹂
と
記
し
て
い
る
箇
所
を
︑
延
慶
本
や
長
門

本
は
﹁
通
盛
﹂
と
す
る
︒﹁
通
盛
﹂
を
採
る
の
が
古
態
と
さ
れ
る
諸
本
で

あ
る
こ
と
か
ら
︑
覚
一
本
と
盛
衰
記
が
﹁
知
盛
﹂
に
改
変
し
た
も
の
と
推

察
で
き
る
︒

Ｃ

垣
代
に
立
つ
人
々
に
関
し
て
︑
八
坂
流
諸
本
は
﹁
当
家
に
も
他
家
に
も
﹂

と
す
る
︒
一
方
︑
長
門
本
以
外
の
他
諸
本
は
﹁
一
門
﹂
と
記
し
て
平
家
一

門
に
限
定
し
て
い
る
︒

Ｄ

維
盛
の
姿
に
関
し
て
︑
盛
衰
記
に
は
﹁
時
の
綺
羅
を
付
け
て
﹂
と
書
か
れ

て
い
る
︒
し
か
し
︑
延
慶
本
に
は
記
述
が
な
い
︒
ま
た
︑
そ
れ
以
外
の
諸

本
は
桜
な
ど
の
花
を
か
ざ
し
て
い
る
と
示
す
︒

�

覚
一
本
が
﹁
露
に
媚
た
る
花
の
御
姿
﹂
と
記
す
一
方
︑
他
諸
本
は
﹁
嵐
に

に
ほ
ふ
花
の
す
が
た
︵
百
二
十
句
本
︶﹂
な
ど
と
表
現
す
る
︒

�

覚
一
本
に
の
み
見
ら
れ
る
︒

�

覚
一
本
に
の
み
見
ら
れ
る
︒

Ｅ

語
り
本
の
諸
本
は
︑
用
字
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
﹁
大
臣
の
大
将
待
ち
か

け
給
へ
る
人
︵
覚
一
本
︶﹂
の
よ
う
に
表
現
す
る
が
︑
延
慶
本
︑
長
門
本
︑

盛
衰
記
は
﹁
今
両
三
年
ノ
内
ニ
大
臣
ノ
大
将
ニ
疑
ア
ラ
ジ
︵
延
慶
本
︶﹂

と
描
く
︒
た
だ
し
︑
両
者
の
内
容
に
大
き
な
違
い
は
な
い
︒

Ｆ

維
盛
が
当
時
十
八
︑
九
歳
だ
っ
た
と
記
す
の
は
︑
八
坂
流
諸
本
の
み
で
あ

る
︒

Ｇ

八
坂
流
諸
本
と
四
部
合
戦
状
本
は
︑
重
盛
を
卓
越
し
た
存
在
と
し
て
描
く
︒

Ｈ

盛
衰
記
︑
四
部
合
戦
状
本
は
︑
垣
代
に
立
つ
公
達
を
前
列
と
後
列
の
対
句

で
表
現
す
る
︒

Ｉ

盛
衰
記
の
み
﹁
桜
梅
の
少
将
﹂
と
示
す
︒

Ｊ

盛
衰
記
に
の
み
︑
こ
の
表
現
が
見
ら
れ
る
︒

右
の
一
覧
を
見
る
と
︑
�
︑
�
︑
�
以
外
で
は
︑
八
坂
流
諸
本
に
よ
る
重
盛
の

描
写
と
盛
衰
記
に
よ
る
独
特
の
表
現
が
目
立
つ
︒
前
者
に
つ
い
て
︑
八
坂
流
諸

本
は
Ｃ
で
平
家
だ
け
で
な
く
他
家
の
存
在
も
書
き
︑
Ｇ
に
よ
っ
て
誰
よ
り
も
秀

で
た
存
在
と
し
て
重
盛
を
置
く
︒
す
な
わ
ち
︑
八
坂
流
諸
本
は
青
海
波
を
舞
う

維
盛
だ
け
で
は
な
く
︑
父
重
盛
も
安
元
御
賀
の
中
心
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
︒

八
坂
流
諸
本
に
重
盛
と
維
盛
し
か
平
家
一
門
の
人
物
名
が
出
な
い
点
も
考
慮
す

る
と
︑
八
坂
流
諸
本
に
は
重
盛
を
筆
頭
と
し
た
小
松
家
を
際
立
た
せ
る
意
図
が

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

四
五



あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
方
︑
八
坂
流
諸
本
以
外
は
重
盛
だ
け
を
書
く
の
で
は

な
く
宗
盛
︑
重
衡
な
ど
も
書
き
連
ね
︑
あ
く
ま
で
平
家
一
門
を
示
す
︒
た
だ
し

四
部
合
戦
状
本
の
記
述
だ
け
は
︑
重
盛
の
秀
逸
さ
と
平
家
一
門
の
全
盛
を
両
立

さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
ま
た
︑
後
者
に
つ
い
て
︑
盛
衰
記
に
は
他
諸
本
に

な
い
表
現
が
三
つ
見
ら
れ
る
︵
Ｄ
︑
Ｉ
︑
Ｊ
︶︒
よ
っ
て
︑
盛
衰
記
は
他
諸
本

と
比
べ
て
独
自
性
の
高
い
本
文
を
も
つ
こ
と
が
分
か
る
︒

盛
衰
記
と
同
様
に
︑
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
お
い
て
他
諸
本
に
な
い
表
現
を

三
つ
も
つ
の
が
︑
覚
一
本
で
あ
る
︒
覚
一
本
に
特
有
の
表
現
は
︑
先
述
の
一
覧

で
�
︑
�
︑
�
と
記
し
た
も
の
だ
︒

�
︑
�
は
対
応
す
る
表
現
が
他
諸
本
に
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
ま
た
︑
�
は
他

諸
本
の
﹁
嵐
﹂︑﹁
匂
﹂
を
用
い
た
表
現
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ど
ち
ら

に
し
て
も
覚
一
本
に
し
か
見
ら
れ
な
い
表
現
と
い
う
意
味
で
︑
本
稿
で
は
﹁
覚

一
本
特
有
表
現
﹂
と
位
置
付
け
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
三
点
は
維
盛
の
舞
姿
や
そ

れ
を
き
っ
か
け
と
し
た
場
面
の
描
写
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
安
元
御
賀
回
想
場
面

の
覚
一
本
特
有
表
現
は
全
て
維
盛
像
に
関
わ
る
も
の
と
い
え
る
︒
そ
の
よ
う
な

表
現
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
覚
一
本
か
ら
は
他
諸
本
と
異
な
る
維
盛
像
が
発
見
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

二

覚
一
本
の
維
盛
像
に
見
ら
れ
る
特
徴
︵
�
︶

︱
先
行
研
究
か
ら

︱

前
節
で
は
安
元
御
賀
回
想
場
面
を
諸
本
比
較
し
︑
覚
一
本
特
有
表
現
が
三
つ

あ
る
こ
と
を
述
べ
た
︒
本
節
か
ら
は
︑
各
々
の
覚
一
本
特
有
表
現
を
ひ
も
解
き
︑

覚
一
本
の
維
盛
像
が
他
諸
本
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
探
り
た
い
︒
ま
ず
本

節
で
は
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
他
作
品
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
�
と
�

を
取
り
上
げ
る
︒二

︱
一

群
書
類
従
本
﹃
安
元
御
賀
記
﹄
と
覚
一
本
特
有
表
現

�
に
つ
い
て
は
︑
群
書
類
従
本
︵
以
下
︑
類
従
本
︶﹃
安
元
御
賀
記
﹄
と
の

関
連
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒

︵
前
略
︶
左
の
舞
人
に
は
や
う
と
す
ゝ
む
れ
ば
︒
し
ば
し
有
て
権
の
す
け

少
将
こ
れ
も
り
出
て
落
尊
入
綾
を
ま
ふ
︒︵
中
略
︶
舞
終
り
て
帰
り
入
時
︒

院
の
御
ま
へ
よ
り
殿
上
人
を
御
使
に
て
め
し
て
け
ふ
の
舞
の
お
も
て
は
さ

ら
に
〳
〵
是
に
た
ぐ
ふ
有
ま
じ
く
み
え
つ
る
を
と
て
︒
女
院
の
織
物
の
か

ず
︒
御
ぞ
に
紅
の
御
袴
ぐ
し
て
︒
関
白
御
使
え
た
ま
は
す
る
に
︒
父
の
大

将
座
を
立
て
参
り
て
︒
御
衣
を
取
て
右
の
か
た
に
か
け
て
︒
院
を
拝
し
奉

り
給
程
の
め
い
ぼ
く
︒
其
時
に
取
て
は
た
ぐ
ひ
な
く
ぞ
見
え
し
︒
か
た
へ

の
人
々
も
い
か
に
う
ら
や
ま
し
う
覚
え
け
ん②
︒

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

四
六



右
の
場
面
と
�
は
︑
舞
の
曲
名
が
異
な
る
も
の
の
場
面
展
開
が
共
通
す
る
︒
ま

た
︑﹁
女
院
﹂︑﹁
関
白
﹂
の
呼
称
は
も
ち
ろ
ん
︑﹁
右
の
か
た
に
か
け
﹂︑﹁
院
を

拝
し
奉
り
給
﹂︑﹁
う
ら
や
ま
し
う
﹂
な
ど
の
表
現
に
も
共
通
の
語
を
含
む
︒
加

え
て
︑
�
が
﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本
の
中
で
覚
一
本
に
特
有
で
あ
る
こ
と
も
︑
す

で
に
冨
倉
徳
次
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る③
︒
氏
は
さ
ら
に
︑﹃
平
家
物

語
﹄︑﹃
安
元
御
賀
記
﹄
の
諸
本
は
各
々
に
安
元
御
賀
で
の
維
盛
を
描
い
て
い
た

が
︑﹃
平
家
物
語
﹄
が
後
に
類
従
本
﹃
安
元
御
賀
記
﹄
に
基
づ
き
同
場
面
を
書

き
改
め
た
可
能
性
が
あ
る
と
論
じ
る
︒
こ
の
﹁
書
き
改
め
た
﹂
部
分
こ
そ
�
で

あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
覚
一
本
と
類
従
本
﹃
安
元
御
賀
記
﹄
の
成
立
順
序
に
よ
っ
て
は
︑

類
従
本
﹃
安
元
御
賀
記
﹄
が
�
を
下
敷
き
と
し
て
表
現
を
書
き
改
め
た
と
も
考

え
ら
れ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
以
下
伊
井
春
樹
氏
の
説
を
取
り
上
げ
て
整
理

し
て
お
き
た
い
︒
氏
は
﹃
玉
葉
﹄
と
の
対
照
か
ら
︑
定
家
本
﹃
安
元
御
賀
記
﹄

︱
類
従
本
﹃
安
元
御
賀
記
﹄
︱
﹃
平
家
公
達
草
紙
﹄
青
海
波
の
段
と
い
う
順
で

成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
︑
覚
一
本
の
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
出
る
知
盛
︑

重
衡
の
官
職
に
関
し
て
︑﹁︵
前
略
︶
知
盛
の
三
位
中
将
と
重
衡
の
頭
中
将
は

﹃
平
家
公
達
草
紙
﹄
と
一
致
す
る
︒
と
り
わ
け
重
衡
に
つ
い
て
は
︵
中
略
︶﹃
平

家
公
達
草
紙
﹄
の
改
定
に
と
も
な
う
特
有
の
官
職
で
︑
そ
れ
が
﹃
平
家
物
語
﹄

と
重
な
る
と
い
う
の
は
︑
共
通
す
る
資
料
が
あ
っ
た
た
め
か
︑﹃
平
家
公
達
草

紙
﹄
を
参
考
に
し
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る④
︒﹂
と
記
す
︒﹃
平
家
公

達
草
紙
﹄
青
海
波
の
段
は
類
従
本
﹃
安
元
御
賀
記
﹄
に
依
拠
す
る
と
さ
れ
︑
南

北
朝
期
頃
に
写
さ
れ
た
第
一
種
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る⑤
︒
覚
一
本
は
応
安
四
年

︵
一
三
七
一
︶
の
奥
書
を
も
つ
た
め
︑
両
者
は
同
時
期
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

よ
う
︒
ま
た
︑﹃
平
家
公
達
草
紙
﹄
青
海
波
の
段
に
は
�
の
よ
う
な
表
現
は
見

ら
れ
な
い
が
︑
前
節
の
諸
本
比
較
を
見
る
と
重
衡
を
頭
中
将
と
す
る
の
は
覚
一

本
の
み
だ
︒
こ
れ
ら
の
点
か
ら
︑
類
従
本
﹃
安
元
御
賀
記
﹄
は
覚
一
本
が
�
を

取
り
入
れ
る
以
前
に
成
立
し
︑
覚
一
本
の
安
元
御
賀
回
想
場
面
は
類
従
本
﹃
安

元
御
賀
記
﹄︑﹃
平
家
公
達
草
紙
﹄
青
海
波
の
段
や
そ
れ
ら
と
共
通
の
資
料
を
用

い
て
当
該
場
面
を
書
き
改
め
︑
現
在
の
状
態
に
な
っ
た
と
推
察
す
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
�
は
類
従
本
﹃
安
元
御
賀
記
﹄
と
同
様
の
資
料
︑
ま
た
は
類

従
本
自
体
を
下
敷
き
に
し
た
表
現
と
い
え
る
︒
以
上
︑
冨
倉
氏
︑
伊
井
氏
の
説

を
支
持
し
︑
�
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒

二
︱
二

﹃
源
氏
物
語
﹄
と
覚
一
本
特
有
表
現

�
に
つ
い
て
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
紅
葉
賀
巻
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
︒
具
体
的
に
は
︑
光
源
氏
と
頭
中
将
が
青
海
波
を
舞
っ
た
際
の
︑

片
手
に
は
大
殿
の
と
ふ
の
中
将
︑
か
た
ち
用
意
人
に
は
こ
と
な
る
を
︑
立

ち
並
び
て
は
︑
な
を
花
の
か
た
は
ら
の
深
山
木
な
り⑥
︒

を
踏
ま
え
て
﹁
深
山
木
﹂
と
﹁
桜
梅
︵
花
︶﹂
を
組
み
込
み
︑
維
盛
を
光
源
氏

に
擬
し
た
と
さ
れ
る⑦
︒
ま
た
︑
維
盛
を
光
源
氏
と
重
ね
る
例
は
類
従
本
﹃
安
元

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

四
七



御
賀
記
﹄
や
﹃
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
﹄
に
も
見
ら
れ
る
︒

片
手
は
源
氏
の
頭
の
中
将
ば
か
り
だ
に
な
け
れ
ば
︒︵
後
略
︶

︵
類
従
本
﹃
安
元
御
賀
記
﹄)

法
住
寺
殿
の
御
賀
に
︑
青
海
波
舞
ひ
て
の
折
な
ど
は
︑﹁
光
源
氏
の
例
も

思
ひ
出
で
ら
る
る
﹂
な
ど
こ
そ
︑
人
々
言
ひ
し
か⑧
︒

︵﹃
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
﹄)

�
が
﹁
深
山
木
﹂
と
﹁
桜
梅
﹂
に
よ
る
比
喩
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
右
の
二

例
は
﹁
光
源
氏
﹂
と
明
記
す
る
︒
一
方
で
︑
他
諸
本
の
安
元
御
賀
回
想
場
面
に

は
﹃
源
氏
物
語
﹄
紅
葉
賀
巻
や
光
源
氏
を
明
ら
か
に
取
り
入
れ
た
と
見
受
け
ら

れ
る
表
現
は
な
い
︒
よ
っ
て
︑
�
の
描
写
は
他
諸
本
よ
り
も
類
従
本
﹃
安
元
御

賀
記
﹄
や
﹃
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
﹄
の
そ
れ
に
近
い
と
い
え
る
︒
�
は
貴
族

的
な
美
の
代
表
で
あ
る
光
源
氏
を
維
盛
に
投
影
し
︑
維
盛
の
美
し
さ
を
女
房
の

視
点
か
ら
描
写
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
の
考
察
か
ら
︑
�
と
�
は
他
者
が
維
盛
の
青
海
波
を
高
く
評
価
し
た
こ

と
を
記
し
︑
維
盛
と
光
源
氏
を
重
ね
る
こ
と
で
彼
の
貴
族
と
し
て
の
活
躍
を
強

く
印
象
付
け
て
い
る
と
い
え
る
︒
そ
し
て
そ
れ
が
︑
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
お

け
る
覚
一
本
と
他
諸
本
の
差
異
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

三

覚
一
本
の
維
盛
像
に
見
ら
れ
る
特
徴
︵
�
︶

︱
﹁
媚
﹂
の
語
か
ら

︱

前
節
で
は
�
︑
�
に
見
ら
れ
る
維
盛
像
を
探
っ
た
︒
本
節
で
は
�
に
つ
い
て

考
え
る
︒
�
に
関
し
て
は
�
や
�
と
は
異
な
り
︑
注
目
す
べ
き
先
行
研
究
が
見

当
た
ら
な
い
︒
本
節
で
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本
や
他
の
先
行
作
品
か
ら
﹁
媚
﹂

の
用
例
を
集
め
︑
�
が
描
く
維
盛
の
姿
に
迫
る
︒
な
お
︑
覚
一
本
の
奥
書
を
考

慮
し
︑
応
安
四
年
︵
一
三
七
一
︶
以
前
の
作
品
を
採
る
︒

三
︱
一

覚
一
本
﹁
露
に
媚
た
る
﹂
と
他
諸
本
﹁
嵐
に
に
ほ
ふ
﹂

の
比
較

ま
ず
︑
第
一
節
で
�
に
対
応
す
る
と
推
察
し
た
﹁
嵐
﹂︑﹁
匂
﹂
を
含
む
表
現

と
�
を
比
較
し
た
い
︒
こ
こ
で
は
他
諸
本
の
表
現
に
つ
い
て
︑
�
と
の
対
応
が

語
単
位
で
表
れ
る
﹁
嵐
に
に
ほ
ふ
花
の
す
が
た
︵
百
二
十
句
本
︶﹂
に
統
一
し

て
示
す
︒

三
︱
一
ａ

｢嵐
に
に
ほ
ふ
花
の
す
が
た
﹂
と
和
歌

比
較
対
象
の
﹁
嵐
に
に
ほ
ふ
花
の
す
が
た
﹂
は
︑
和
歌
に
よ
く
使
わ
れ
る
表

現
で
あ
る
︒

﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
嵐
﹂︑﹁
匂
﹂
が
同
時
に
出
て
く
る
和
歌
は

四
十
四
例
あ
り
︑
そ
の
中
で
花
や
そ
れ
に
準
じ
る
語
を
含
む
も
の
は
四
十
一
例

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

四
八



︵
全
体
の
九
十
％
以
上
︶
で
あ
っ
た
︒

山
た
か
み
つ
ね
に
あ
ら
し
の
ふ
く
さ
と
は
に
ほ
ひ
も
あ
へ
ず
花
ぞ
ち
り
け

る

︵﹃
古
今
和
歌
集
﹄
四
四
六
番
歌
︑
紀
利
貞
)

山
桜
さ
そ
ふ
嵐
の
か
よ
ひ
き
て
匂
ひ
も
ま
が
ふ
峰
の
白
雲

︵﹃
玄
玉
和
歌
集
﹄
五
四
五
番
歌
︑
円
経
法
師
)

さ
と
わ
か
ぬ
月
を
ば
い
ろ
に
ま
が
へ
つ
つ
よ
も
の
あ
ら
し
に
に
ほ
ふ
梅
が

え

︵﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
一
八
八
番
歌
︑
藤
原
定
家
)

以
上
の
よ
う
に
︑﹁
嵐
﹂︑﹁
匂
﹂
が
出
て
く
る
例
は
ほ
ぼ
全
て
が
﹁
花
﹂︑﹁
梅
﹂︑

﹁
桜
﹂
な
ど
も
詠
み
込
む
︒
ま
た
︑﹁
嵐
に
に
ほ
ふ
﹂
の
例
を
検
索
す
る
と
︑
右

の
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
一
八
八
番
歌
が
初
出
で
︑
応
安
四
年
︵
一
三
七
一
︶
ま

で
の
他
の
例
と
し
て
は
︑﹃
住
吉
社
歌
合
弘
長
三
年
﹄
二
番
歌
と
﹃
続
門
葉
和

歌
集
﹄
七
〇
番
歌
が
確
認
で
き
た
︒
そ
れ
以
後
の
例
は
寛
文
九
年
︵
一
六
六

九
︶
成
立
の
﹃
黄
葉
和
歌
集
﹄
一
三
九
一
番
歌
の
み
で
あ
っ
た
︒
用
例
の
少
な

さ
や
︑
初
出
が
定
家
の
作
と
い
う
点
を
考
え
る
と
︑﹁
嵐
に
に
ほ
ふ
花
﹂
は
和

歌
の
中
で
も
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
一
八
八
番
歌
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
ろ

う
︒こ

れ
ま
で
の
用
例
か
ら
︑
覚
一
本
以
外
の
他
諸
本
に
見
ら
れ
る
﹁
嵐
に
に
ほ

ふ
花
の
す
が
た
﹂
等
の
表
現
は
︑
右
に
示
し
た
よ
う
な
和
歌
に
詠
ま
れ
る
風
景

と
共
通
す
る
と
い
え
る
︒
他
諸
本
は
和
歌
的
な
表
現
に
よ
っ
て
︑
維
盛
の
舞
姿

の
美
し
さ
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

三
︱
一
ｂ

｢露
に
媚
た
る
花
の
御
姿
﹂
と
漢
詩
文

前
項
の
﹁
嵐
に
に
ほ
ふ
花
の
す
が
た
﹂
に
対
し
て
︑
�
の
﹁
露
に
媚
た
る
花

の
御
姿
﹂
は
和
歌
に
見
ら
れ
る
表
現
と
は
い
え
な
い
︒

﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
で
検
索
す
る
と
︑﹁
露
﹂
と
﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
が
同
時
に
出

て
く
る
例
は
和
歌
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
次
の
よ
う
な
漢
詩
文
を
確
認
し

た
︒
な
お
︑﹃
平
他
字
類
抄
﹄
や
﹃
色
葉
字
類
抄
﹄
に
お
い
て
︑﹁
嬌
﹂
も
﹁
こ

び
た
り
﹂
と
読
ん
で
い
る
た
め⑨
︑﹁
嬌
﹂
の
用
例
も
同
様
に
考
察
す
る
︒

昨
は
園
の
露
を
含
み
て
玉
顔
媚
た
り

今
は
籬
の
霜
を
戴
き
て
白
髪
新
た

な
り

︵﹃
和
漢
兼
作
集
﹄
九
七
一
番
歌
︑
平
範
雅
)

柳
絮
風
に
払
ふ
頭
上
の
雪

桃
顔
露
に
嬌
ぶ
鏡
中
の
春

︵﹃
和
漢
兼
作
集
﹄
二
六
三
番
歌
︑
藤
原
経
任
)

風
に
随
ひ
て
春
に
舞
ふ
未
央
の
柳

露
を
帯
び
て
夕
に
嬌
ぶ
大
液
の
蓮

︵﹃
朗
詠
題
詩
歌
﹄
三
九
三
番
歌
︑
尊
円
)

こ
の
三
例
を
比
較
す
る
と
︑﹃
和
漢
兼
作
集
﹄
の
二
例
が
顔
に
対
し
て
﹁
露
﹂︑

﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
を
用
い
る
点
で
共
通
し
︑
�
に
や
や
近
い
︒
し
か
し
︑
�
は
維
盛

の
顔
だ
け
で
な
く
容
姿
全
体
を
描
写
す
る
表
現
で
あ
る
た
め
︑﹃
和
漢
兼
作
集
﹄

の
二
例
と
全
く
同
じ
用
い
方
と
は
い
え
な
い
︒

続
い
て
﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
だ
け
の
例
を
考
察
し
︑﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
の
使
わ
れ
方
が

ど
ん
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
か
︑
日
本
や
中
国
の
漢
詩
文
︑
散
文
か
ら
探
る
︒

こ
こ
で
中
国
の
文
学
作
品
も
調
査
対
象
と
す
る
の
は
︑
日
本
の
漢
詩
文
︑
散
文

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

四
九



の
用
例
に
中
国
の
文
学
作
品
を
摘
句
︑
下
敷
き
と
し
た
表
現
が
見
ら
れ
た
か
ら

で
あ
る⑩
︒

﹃
漢
詩
大
観⑪
﹄︑
そ
の
他
の
索
引
類
か
ら
管
見
に
入
っ
た
﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
は
︑

百
例
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
用
例
を
見
る
と
二
点
の
指
摘
が
で
き
る
︒
第
一
に

﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
の
語
が
春
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
事
物
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
点
︑

第
二
に
﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
が
女
性
や
子
ど
も
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
点
だ
︒

｢媚
︵
嬌
︶﹂
の
語
を
用
い
た
春
の
漢
詩
文
や
散
文
は
︑
三
十
一
例
︵
全
体
の

三
十
一
％
︶
で
あ
っ
た
︒

杪
春
の
余
日
媚
景
麗
し
く
︑
初
巳
の
和
風
払
ひ
て
自
ら
軽
し⑫
︒

︵﹃
万
葉
集
﹄
三
九
九
九
番
︶

嬌
び
た
る
眼
は
波
を
曾
ね
て
風
を
乱
れ
む
と
す

舞
へ
る
身
は
雪
を
廻
し

て
霽
れ
て
も
な
ほ
し
飛
べ
り⑬

︵﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
第
二
︑
早
春
の
内
宴
に
︑
仁
寿
殿
に
侍
り
て
︑
同
じ
く

﹁
春
娃
気
力
な
し
﹂
と
い
ふ
こ
と
を
賦
す
︑
製
に
応
へ
ま
つ
る
一
首
︶

﹃
万
葉
集
﹄
の
例
は
︑
晩
春
の
景
色
に
つ
い
て
﹁
媚
景
﹂
と
表
現
す
る
︒﹁
麗
し

く
﹂
の
語
か
ら
︑﹁
媚
景
﹂
に
春
の
華
や
か
さ
が
読
み
取
れ
る
︒
一
方
︑﹃
菅
家

文
草
﹄
巻
第
二
の
例
は
︑
内
宴
の
舞
姫
た
ち
に
対
し
て
﹁
嬌
﹂
の
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
春
と
﹁
嬌
﹂
が
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
が
︑
題
詞

に
﹁
早
春
の
内
宴
﹂
と
あ
る
た
め
︑﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
を
使
っ
た
春
の
漢
詩
文
と
い

え
よ
う
︒
ま
た
︑
先
に
挙
げ
た
﹃
和
漢
兼
作
集
﹄
二
六
三
番
歌
に
は
﹁
桃
顔
露

に
嬌
ぶ
鏡
中
の
春
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
右
の
よ
う
な
例
と
同
じ
く
﹁
媚

︵
嬌
︶﹂
と
﹁
春
﹂
を
と
も
に
詠
む
︒
さ
ら
に
︑
春
に
関
連
す
る
事
物
と
﹁
媚

︵
嬌
︶﹂
を
と
も
に
詠
み
込
む
用
例
も
見
ら
れ
る
︒

粉
閣
に
夢
驚
い
て
好
哢
を
伝
へ

紅
窓
に
灯
尽
き
て
嬌
音
を
送
る

︵﹃
新
撰
朗
詠
集
﹄
五
九
番
歌
︑
宮
鶯
暁
光
に
囀
る
︑
村
上
天
皇
)

夜
の
雨
偸
か
に
湿
し
て

曾
波
の
眼
新
た
に
嬌
び

暁
の
風
緩
く
吹
い
て

不
言
の
口
先
づ
咲
む⑭

︵﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
四
三
番
歌
︑
桃
始
め
て
華
さ
く
の
詩
の
序
︑
紀
長
谷
雄
)

﹃
新
撰
朗
詠
集
﹄
の
例
は
鶯
の
鳴
き
声
を
﹁
嬌
音
﹂
と
表
現
す
る
︒
こ
の
他
に

も
︑﹃
宮
河
歌
合
﹄
七
︑
八
番
歌
の
判
詞
に
鶯
の
声
を
﹁
嬌
音
﹂
と
記
し
た
用

例
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
例
は
同
じ
く
春
の
事
物
で
あ
る
桃
の

様
子
を
美
女
の
仕
草
に
喩
え
︑﹁
嬌
﹂
の
語
を
用
い
る
︒
こ
の
他
に
は
︑﹃
和
漢

兼
作
集
﹄
一
六
一
番
歌
も
桃
に
﹁
媚
﹂
の
語
を
使
う
例
で
あ
っ
た
︒
鶯
︑
桃
は

ど
ち
ら
も
春
の
題
材
な
の
で
︑
こ
れ
ら
も
﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
の
語
を
用
い
た
春
の

漢
詩
文
だ
と
い
え
る
︒
以
上
の
よ
う
な
︑
春
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
事
物
の
例
か

ら
は
︑
維
盛
が
青
海
波
を
舞
う
際
に
桜
の
花
を
か
ざ
し
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
︒

�
は
︑
春
の
代
名
詞
た
る
桜
を
か
ざ
し
て
舞
う
維
盛
を
︑
春
の
華
や
か
さ
と
結

び
付
け
て
描
写
し
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

次
に
︑﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
が
女
性
や
子
ど
も
に
対
し
て
使
わ
れ
る
用
例
は
二
十
例

︵
全
体
の
二
十
％
︶
で
あ
る
︒

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

五
〇



︵
前
略
︶
傾
城
今
始
め
て
見
る

傾
国
昔
曾
て
聞
け
り

媚
眼
羞
に
隨
い

て
合
し
︵
後
略⑮
︶

︵﹃
玉
台
新
詠
﹄
巻
六
︑
南
苑
に
て
美
人
に
逢
う
︑
何
思
澄
)

︵
前
略
︶
是
傾
城
可
憐
の
女
を
須
つ
︒
呉
妖
の
小
玉
飛
び
て
煙
と
作
り
︑

越
艶
西
施
化
し
て
土
と
為
る
︒
嬌
花
巧
笑
久
し
く
寂
寥
︑︵
後
略⑯
︶

︵﹃
白
楽
天
詩
後
集
﹄
巻
一
︑
霓
裳
羽
衣
舞
歌
)

︵
前
略
︶
嬌
女
︑
字
は
平
陽
︑︵
後
略⑰
︶

︵﹃
李
太
白
詩
集
﹄
巻
十
二
︑
東
魯
の
二
稚
子
に
寄
す
︑
金
陵
に
在
り
て
作

る
︶

衰
病
四
十
の
身
︑
嬌
癡
三
歳
の
女
︒︵
後
略⑱
︶

︵﹃
白
楽
天
詩
集
﹄
巻
十
︑
金
鑾
子
を
念
ふ

二
首
)

前
二
例
が
女
性
に
対
し
て
︑
後
二
例
は
子
ど
も
に
対
し
て
﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
を
用

い
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
玉
台
新
詠
﹄
と
﹃
白
楽
天
詩
後
集
﹄
の
例
は
美
女
に

﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
の
語
を
用
い
る
た
め
︑
美
し
さ
も
﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
の
意
味
す
る
も

の
と
関
連
す
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
ま
た
︑﹃
李
太
白
詩
集
﹄
と
﹃
白
楽
天

詩
集
﹄
の
例
は
︑
作
者
の
李
白
や
白
居
易
が
我
が
子
を
思
っ
て
詠
ん
だ
漢
詩
文

で
あ
る
︒
我
が
子
に
対
し
て
﹁
嬌
﹂
の
語
を
使
う
点
か
ら
︑﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
は
愛

ら
し
さ
に
つ
な
が
る
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
︑﹁
嵐
に
に
ほ
ふ
花
の
す
が
た
﹂
と
�
の
﹁
露
に
媚
た
る
花
の
御
姿
﹂

を
考
察
し
︑
前
者
が
和
歌
︑
後
者
が
漢
詩
文
に
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
︒
さ
ら
に
︑
漢
詩
文
に
出
て
く
る
﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
の
表
現
の
傾
向
か

ら
︑
�
は
維
盛
を
春
の
華
や
か
さ
や
女
性
的
な
美
の
中
で
描
写
し
た
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
︒
特
に
︑
女
性
に
多
く
使
わ
れ
る
表
現
を
用
い
て
維
盛
と
い
う
男

性
を
描
写
し
た
点
は
︑
覚
一
本
の
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
お
け
る
維
盛
像
が
他

諸
本
と
異
な
る
部
分
だ
と
い
え
よ
う
︒

維
盛
以
外
に
﹁
媚
﹂
を
用
い
て
描
か
れ
た
男
性
と
し
て
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄

に
お
け
る
藤
原
伊
衡
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

︵
前
略
︶
極
ク
哀
ニ
思
ヘ
テ
︑
居
タ
リ
ツ
ル
茵
ニ
移
リ
香
媚
ナ
バ
︑
取
除

ケ
踈
シ⑲
︒

︵﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
二
十
四
﹁
延
喜
御
屏
風
伊
勢
御
息
所
︑
読
和
歌
語

第
三
十
一
﹂︶

右
の
例
は
︑
伊
衡
が
醍
醐
天
皇
の
遣
い
と
し
て
伊
勢
御
息
所
の
元
へ
訪
れ
た
際
︑

伊
衡
退
出
後
に
女
房
た
ち
が
伊
衡
の
薫
物
の
香
り
を
取
り
除
け
が
た
く
感
じ
る

場
面
で
あ
る
︒
こ
れ
を
見
る
と
︑
維
盛
と
伊
衡
に
使
わ
れ
た
﹁
媚
﹂
は
舞
姿
や

薫
物
の
香
り
と
い
っ
た
貴
族
性
を
示
す
も
の
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
点
が
一
致

す
る
︒
�
に
は
︑
女
性
的
な
美
の
表
現
﹁
媚
﹂
に
よ
っ
て
維
盛
の
貴
族
性
を
表

現
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
︑
薫
物
の
香
り
を

﹁
媚
﹂
と
表
現
さ
れ
た
伊
衡
に
対
し
︑
維
盛
の
場
合
は
彼
自
身
の
姿
に
﹁
媚
﹂

の
語
が
使
わ
れ
る
︒
両
者
を
比
べ
る
と
︑
伊
衡
の
﹁
媚
﹂
は
間
接
的
︑
維
盛
の

そ
れ
は
直
接
的
に
各
々
の
人
物
像
を
表
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
媚
﹂
の
語

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

五
一



が
も
つ
女
性
的
な
美
や
貴
族
性
は
︑
維
盛
本
人
の
人
物
像
に
深
く
関
わ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
︒

三
︱
二

覚
一
本
に
出
て
く
る
﹁
媚
﹂
の
傾
向

︱
他
諸
本
と

の
比
較

前
項
で
は
先
行
の
文
学
作
品
か
ら
�
が
描
く
維
盛
像
を
考
察
し
た
︒
本
項
で

は
︑
覚
一
本
に
見
ら
れ
る
﹁
媚
﹂
の
例
を
確
認
し
︑
他
諸
本
と
比
較
し
た
上
で
︑

覚
一
本
の
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
お
け
る
維
盛
像
を
考
え
た
い
︒

覚
一
本
に
出
て
く
る
﹁
媚
﹂
の
用
例
は
︑
�
を
含
め
以
下
の
五
例
で
あ
っ
た
︒

ア

こ
の
后
︑
一
た
び
ゑ
め
ば
百
の
媚
あ
り
け
り
︒︵

巻
第
二
﹁
烽
火
之
沙
汰
﹂)

イ

一
た
び
ゑ
め
ば
百
の
媚
あ
り
け
ん
漢
の
李
夫
人
の
︑︵
後
略
︶

︵
巻
第
三
﹁
赦
文
﹂)

ウ

(前
略
︶
万
乗
の
聖
主
︑
猶
緬
転
の
媚
を
な
し
︑︵
後
略
︶

︵
巻
第
四
﹁
南
都
牒
状
﹂)

エ

北
の
方
と
申
は
︑︵
中
略
︶
桃
顔
露
に
ほ
こ
ろ
び
︑
紅
粉
眼
に
媚
を
な
し
︑

柳
髪
風
に
み
だ
る
ゝ
よ
そ
ほ
ひ
︑
又
人
あ
る
べ
し
と
も
見
え
給
は
ず
︒

︵
巻
第
七
﹁
維
盛
都
落
﹂)

オ

(前
略
︶
露
に
媚
た
る
花
の
御
姿
︑
風
に
翻
る
舞
の
袖
︑︵
後
略
︶

︵
巻
第
十
﹁
熊
野
参
詣
﹂)

他
諸
本
と
の
比
較
は
稿
末
の
表
に
ま
と
め
た
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
ア
︑
イ
︑
ウ

は
覚
一
本
以
外
の
諸
本
に
も
見
ら
れ
︑
エ
と
オ
は
覚
一
本
に
の
み
﹁
媚
︵
嬌
︶﹂

の
語
が
あ
る
︒

他
諸
本
に
も
用
例
が
あ
る
も
の
は
︑
身
分
の
高
い
人
物
に
対
し
て
﹁
媚

︵
嬌
︶﹂
を
用
い
る
点
が
共
通
す
る
︒
具
体
的
に
は
︑
ア
と
イ
は
﹃
長
恨
歌
﹄
の

﹁
眸
を
回
ら
し
て
一
笑
す
れ
ば
百
媚
生
じ
﹂
を
下
敷
き
に
し
て
お
り⑳
︑
后
で
あ

っ
た
褒
姒
︑
李
夫
人
に
対
す
る
描
写
で
あ
る
︒
ま
た
︑
ウ
は
天
皇
や
上
皇
に
対

す
る
表
現
だ
︒
こ
れ
を
前
項
で
の
検
討
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
︑
ア
︑
イ
︑
ウ

は
漢
詩
文
に
見
ら
れ
る
﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
の
表
現
を
通
し
︑
対
象
人
物
の
高
貴
さ

を
高
め
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
か
ら
も
︑﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
と
い
う
女
性

的
な
表
現
が
貴
族
性
を
含
む
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒

一
方
︑
覚
一
本
に
し
か
用
例
が
な
い
も
の
は
︑
維
盛
の
北
の
方
の
美
貌
を
記

す
エ
と
︑
本
稿
全
体
で
�
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
オ
で
あ
る
︒
こ
こ
で
エ
に

注
目
し
た
い
︒
延
慶
本
︑
盛
衰
記
も
エ
と
同
様
に
北
の
方
の
美
貌
を
描
く
が
︑

﹁
媚
﹂
の
語
で
北
の
方
を
描
写
し
た
の
は
覚
一
本
だ
け
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

覚
一
本
に
の
み
見
ら
れ
る
﹁
媚
﹂
は
維
盛
夫
妻
に
対
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
︒

覚
一
本
は
維
盛
︑
北
の
方
の
人
物
像
を
﹁
媚
﹂
の
語
に
よ
っ
て
方
向
付
け
よ
う

と
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
前
項
の
考
察
や
ア
︑
イ
︑
ウ
の
共
通
点
を
エ
︑
オ
に

当
て
は
め
る
と
︑
覚
一
本
の
維
盛
や
北
の
方
は
﹁
媚
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ

と
で
︑
彼
ら
の
女
性
的
な
美
や
貴
族
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
ま

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

五
二



た
︑
エ
は
先
述
の
﹃
和
漢
兼
作
集
﹄
二
六
三
番
歌
と
﹁
桃
顔
﹂︑﹁
媚
︵
嬌
︶﹂︑

﹁
柳
﹂︑﹁
風
﹂
の
語
が
一
致
す
る
︒
現
在
の
と
こ
ろ
︑
両
者
に
そ
れ
以
上
の
関

連
は
見
出
せ
な
い
が
︑
注
意
し
て
お
き
た
い
︒

以
上
︑﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本
の
﹁
媚
﹂
か
ら
︑
�
も
�
︑
�
と
同
様
に
維
盛

の
貴
公
子
ぶ
り
を
示
す
と
い
え
る
︒
さ
ら
に
︑
覚
一
本
に
の
み
見
ら
れ
た

﹁
媚
﹂
の
例
が
維
盛
夫
妻
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
に
留
意
す
る
と
︑
覚
一

本
は
﹁
媚
﹂
の
語
で
維
盛
夫
妻
の
美
し
さ
や
貴
族
性
を
強
調
し
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

安
元
御
賀
回
想
場
面
の
諸
本
比
較
か
ら
︑
三
つ
の
覚
一
本
特
有
表
現
が
指
摘

で
き
た
︒
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
維
盛
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
か
︑
ま
た
︑
他

諸
本
の
表
現
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
考
察
し
た
結
果
︑
次
の
よ
う
な
結
論

に
至
っ
た
︒
ま
ず
�
は
︑
漢
詩
文
に
見
ら
れ
る
表
現
を
用
い
︑
維
盛
の
女
性
的

な
華
や
か
さ
や
美
し
さ
︑
貴
族
性
を
示
し
た
点
が
他
諸
本
と
異
な
る
と
考
え
ら

れ
る
︒
続
い
て
�
は
︑
先
行
作
品
な
ら
び
に
同
時
期
の
作
品
や
そ
れ
ら
と
共
通

の
資
料
を
参
考
に
し
︑
維
盛
の
舞
姿
が
誉
れ
高
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
描
い

た
︒
こ
れ
も
�
と
同
じ
く
︑
維
盛
の
貴
族
性
を
表
現
し
た
と
い
え
る
︒
そ
し
て

�
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
紅
葉
賀
巻
を
連
想
さ
せ
る
﹁
深
山
木
の
な
か
の
桜
梅
﹂

と
い
う
表
現
を
用
い
︑
維
盛
に
光
源
氏
の
姿
を
強
く
投
影
さ
せ
た
点
が
他
諸
本

と
の
違
い
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
覚
一
本
特
有
表
現
は
結
局
︑
安
元
御
賀
回
想
場
面
で
各
諸

本
が
主
題
と
す
る
維
盛
や
平
家
一
門
の
栄
華
︑
貴
族
的
成
功
を
描
い
た
も
の
だ

と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
表
現
に
よ
っ
て
覚
一
本
の
当
該
場
面
に
独
自

性
が
生
ま
れ
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
︒
例
え
ば
�
の
表
現
か
ら
︑
維
盛
夫
妻
に

は
他
の
登
場
人
物
と
異
な
る
貴
族
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
︑
�
や
�
の
表
現

は
︑
維
盛
が
青
海
波
の
舞
を
他
者
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
︑
彼

の
活
躍
を
際
立
た
せ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
れ
ら
の
独
自
性
は
︑
そ
の
後
の
維
盛
譚
を
さ
ら
に
悲
劇
的
に
見

せ
る
も
の
と
し
て
効
果
的
に
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
安
元
御
賀
回
想
場
面

の
後
︑
物
語
は
維
盛
入
水
へ
と
進
む
︒
維
盛
は
ど
の
諸
本
で
も
妻
子
を
忘
れ
ら

れ
な
い
貴
公
子
と
し
て
終
わ
る
︒
そ
の
展
開
を
踏
ま
え
る
と
︑
若
く
し
て
入
水

す
る
維
盛
が
活
躍
し
た
過
去
の
一
場
面
こ
そ
︑
安
元
御
賀
回
想
場
面
な
の
だ
︒

在
り
し
日
の
姿
が
輝
か
し
い
ほ
ど
︑
入
水
と
い
う
悲
愴
な
末
路
が
浮
き
彫
り
に

な
る
︒
覚
一
本
は
特
有
表
現
に
よ
っ
て
維
盛
の
貴
族
性
や
過
去
の
栄
華
を
強
調

し
︑
後
に
語
ら
れ
る
入
水
を
一
層
悲
劇
的
に
見
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
︒

覚
一
本
の
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
お
い
て
特
有
表
現
が
維
盛
譚
を
劇
的
に
す

る
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
︑
他
の
場
面
か
ら
も
同
様
の
意
図

を
も
つ
覚
一
本
特
有
表
現
が
見
つ
か
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
れ
を
今
後
の
課
題

と
し
た
い
︒
現
時
点
で
は
︑
都
落
ち
に
際
し
て
維
盛
が
北
の
方
に
言
っ
た

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

五
三



た
と
ひ
わ
れ
討
た
れ
た
り
と
聞
た
ま
ふ
共
︑
さ
ま
な
ン
ど
か
へ
給
ふ
事
は
︑

ゆ
め
〳
〵
有
べ
か
ら
ず
︒

︵
巻
第
七
﹁
維
盛
都
落
﹂)

が
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
諸
本
の
中
で
覚
一
本
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
︒
こ
の
表
現
は
次
の
引
用
箇
所
と
の
関
連
か
ら
︑
巧
み
に
構
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

若
君
の
御
め
の
と
の
女
房
︑
泣
〳
〵
申
け
る
は
︑﹁︵
中
略
︶
今
は
い
か
な

る
岩
木
の
は
ざ
ま
に
て
も
︑
お
さ
な
き
人
〻
を
お
ほ
し
た
て
ま
い
ら
せ
ん

と
︑
思
召
せ
﹂
と
︑
や
う
〳
〵
に
な
ぐ
さ
め
申
け
れ
共
︑︵
中
略
︶
や
が

て
さ
ま
を
か
へ
︑
か
た
の
ご
と
く
の
仏
事
を
い
と
な
み
︑
後
世
を
ぞ
と
ぶ

ら
ひ
給
ひ
け
る
︒

︵
巻
第
十
﹁
三
日
平
氏
﹂)

右
の
引
用
は
︑
維
盛
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
り
悲
し
む
北
の
方
に
︑
六
代
の

乳
母
が
子
ど
も
た
ち
の
養
育
に
励
む
よ
う
諭
し
た
場
面
︑
お
よ
び
北
の
方
の
そ

の
後
が
書
か
れ
た
場
面
で
あ
る
︒
本
稿
で
取
り
上
げ
た
七
諸
本
に
お
い
て
︑
乳

母
が
北
の
方
に
子
ど
も
た
ち
の
養
育
を
説
く
も
の
は
覚
一
本
の
他
に
も
延
慶
本
︑

長
門
本
︑
盛
衰
記
︑
四
部
合
戦
状
本
が
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
う
ち
︑
北
の
方
が

出
家
し
た
と
明
言
す
る
の
は
覚
一
本
の
み
だ㉑

︒
北
の
方
が
出
家
す
る
と
い
う
覚

一
本
の
物
語
展
開
を
踏
ま
え
る
と
︑﹁
維
盛
都
落
﹂
で
維
盛
が
北
の
方
に
出
家

を
禁
じ
た
こ
と
は
︑﹁
三
日
平
氏
﹂
へ
の
伏
線
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と

い
え
る
︒
こ
の
伏
線
も
︑
本
稿
で
述
べ
た
覚
一
本
特
有
表
現
の
よ
う
に
︑
維
盛

や
そ
の
周
囲
の
物
語
を
劇
的
に
演
出
す
る
工
夫
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

注﹃
平
家
物
語
﹄
本
文
引
用
は
︑
覚
一
本
が
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
﹃
新
日
本
古

典
文
学
大
系

平
家
物
語

上
・
下
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
一
～
三
年
︶︑
屋
代
本

が
佐
藤
謙
三
・
春
田
宜
編
﹃
屋
代
本
平
家
物
語

上
～
下
巻
﹄︵
桜
楓
社
︑
一
九
七

三
年
︶︑
百
二
十
句
本
が
水
原
一
校
注
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

平
家
物
語

上
～

下
﹄︵
新
潮
社
︑
一
九
七
九
～
八
一
年
︶︑
延
慶
本
が
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編
﹃
延

慶
本
平
家
物
語

本
文
篇

上
・
下
﹄︵
勉
誠
社
︑
一
九
九
〇
年
︶︑
長
門
本
が
国
書

刊
行
会
編
﹃
平
家
物
語

長
門
本
﹄︵
名
著
刊
行
会
︑
一
九
七
四
年
︶︑
盛
衰
記
が
水

原
一
考
定
﹃
新
定
源
平
盛
衰
記

第
一
～
五
巻
﹄︵
新
人
物
往
来
社
︑
一
九
八
八
～

九
一
年
︶︑
四
部
合
戦
状
本
が
高
山
利
弘
編
著
﹃
訓
読
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
﹄

︵
有
精
堂
出
版
︑
一
九
九
五
年
︶
に
よ
る
︒

詩
歌
の
引
用
は
︑
特
に
注
記
を
付
さ
な
い
場
合
﹃
新
編
国
歌
大
観

C
D
-R
O
M

版

V
e
r
.
2﹄︵
角
川
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︶
に
よ
る
︒
ま
た
︑
歌
番
号
は
注
記
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
従
っ
た
︒

な
お
︑
引
用
に
際
し
て
は
適
宜
字
体
や
訓
読
表
記
を
改
め
た
︒

①

﹃
玉
葉
﹄
安
元
二
年
三
月
四
日
条
︒

②

塙
保
己
一
編
纂
﹃
群
書
類
従

第
二
十
九
輯
﹄︵
続
群
書
類
従
完
成
会
︑
一
九
八

二
年
︶
に
よ
る
︒
類
従
本
﹃
安
元
御
賀
記
﹄
の
引
用
は
︑
以
下
同
じ
︒

③

冨
倉
徳
次
郎
注
釈
﹃
平
家
物
語
全
注
釈

下
巻
︵
一
︶﹄︵
角
川
書
店
︑
一
九
六
七

年
︶︒

④

伊
井
春
樹
﹁﹃
安
元
御
賀
記
﹄
の
成
立
︱
定
家
本
か
ら
類
従
本
・﹃
平
家
物
語
草

紙
﹄
へ
︱
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄
第
六
一
号
第
一
巻
︑
一
九
九
二
年
一
月
︶
に
よ
る
︒

⑤

﹃
平
家
公
達
草
紙
﹄
に
関
し
て
は
︑
③
や
④
の
他
に
︑
馬
場
淳
子
﹁﹃
平
家
公
達
草

紙
﹄
の
維
盛
像
﹂︵
小
峯
和
明
編
﹃﹃
平
家
物
語
﹄
の
転
生
と
再
生
﹄
笠
間
書
院
︑
二

〇
〇
三
年
︶︑
重
政
誠
﹁﹃
平
家
公
達
草
紙
﹄﹁
青
海
波
﹂
成
立
に
関
す
る
小
考
﹂

︵﹃
学
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学
﹄
創
刊
号
︑
二
〇
〇
五
年
三
月
︶
を
参
照
し
た
︒

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

五
四



⑥

柳
井
滋
ほ
か
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

源
氏
物
語

一
﹄︵
岩
波
書
店
︑

一
九
九
三
年
︶
に
よ
る
︒

⑦

主
な
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
︒
壬
生
由
美
﹁﹁
平
家
物
語
﹂
に
お
け
る
平
維
盛

像
の
形
成

｢源
氏
物
語
﹂
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
国
文
﹄
第
七
三
号
︑
一
九

九
〇
年
七
月
︶︑
高
木
信
﹁
維
盛
と
し
て
の
光
源
氏
﹂︵
室
伏
信
助
監
修
・
上
原
作
和

編
﹃
人
物
で
読
む
﹃
源
氏
物
語
﹄

第
三
巻

光
源
氏
Ⅲ
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇
五

年
︶︑
三
田
村
雅
子
﹁︿
記
憶
﹀
の
中
の
源
氏
物
語

︵
�
︶
安
元
御
賀
の
﹁
花
の

姿
﹂﹂︵﹃
新
潮
﹄
第
一
〇
二
巻
第
二
号
︑
二
〇
〇
五
年
二
月
︶︒

⑧

久
保
田
淳
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

建
礼
門
院
右
京
大
夫
集

と

は
ず
が
た
り
﹄︵
小
学
館
︑
一
九
九
九
年
︶
に
よ
る
︒

⑨

木
村
晟
編
﹃
平
他
字
類
抄

本
文
と
索
引
﹄︵
笠
間
書
院
︑
一
九
九
一
年
︶
や
中

田
祝
夫
・
峯
岸
明
編
﹃
色
葉
字
類
抄
研
究
並
び
に
総
合
索
引

黒
川
本
・
影
印
篇
﹄

︵
風
間
書
房
︑
一
九
七
七
年
︶
を
参
照
し
た
︒

⑩

﹃
新
撰
朗
詠
集
﹄
七
三
二
番
歌
や
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
二
六
七
五
番
歌
判
詞
に
︑

﹃
遊
仙
窟
﹄
の
﹁
誰
か
知
ら
ん
憎
む
可
き
病
鵲
︑
半
夜
人
を
驚
か
し
︑
薄
媚
の
狂
雞
︑

三
更
に
暁
を
唱
ふ
を
︒﹂
の
摘
句
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
秋
夜
長
物
語
﹄
や
﹃
平
治
物

語
﹄
下
﹁
常
葉
六
波
羅
に
参
る
事
﹂
は
本
論
で
述
べ
た
﹃
長
恨
歌
﹄
の
一
節
を
下
敷

き
と
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
︒

⑪

佐
久
節
編
﹃
漢
詩
大
観

上
～
下
巻
・
索
引
第
�
﹄︵
関
書
院
︑
一
九
三
六
～
九

年
︶︒

⑫

佐
竹
昭
広
ほ
か
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

万
葉
集

四
﹄︵
岩
波
書
店
︑

二
〇
〇
三
年
︶
に
よ
る
︒

⑬

川
口
久
雄
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

菅
家
文
草

菅
家
後
集
﹄︵
岩
波
書
店
︑

一
九
六
六
年
︶
に
よ
る
︒

⑭

菅
野
禮
行
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

和
漢
朗
詠
集
﹄︵
小
学
館
︑

一
九
九
九
年
︶
に
よ
る
︒

⑮

石
川
忠
久
訳
﹃
中
国
の
古
典

玉
台
新
詠
﹄︵
学
習
研
究
社
︑
一
九
八
六
年
︶
に

よ
る
︒

⑯

佐
久
節
訳
注
﹃
続
国
訳
漢
文
大
成

白
楽
天
全
詩
集

第
二
巻
﹄︵
日
本
図
書
セ

ン
タ
ー
︑
一
九
七
八
年
︶
に
よ
る
︒

⑰

久
保
天
隨
注
解
﹃
続
国
訳
漢
文
大
成

李
白
全
詩
集

第
二
巻
﹄︵
日
本
図
書
セ

ン
タ
ー
︑
一
九
七
八
年
︶
に
よ
る
︒

⑱

佐
久
節
訳
注
﹃
続
国
訳
漢
文
大
成

白
楽
天
全
詩
集

第
三
巻
﹄︵
日
本
図
書
セ

ン
タ
ー
︑
一
九
七
八
年
︶
に
よ
る
︒

⑲

小
峯
和
明
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

今
昔
物
語
集

四
﹄︵
岩
波
書
店
︑

一
九
九
四
年
︶
に
よ
る
︒

⑳

⑯
に
同
じ
︒

㉑

他
諸
本
は
︑
長
門
本
の
巻
第
十
七
﹁
三
日
平
氏
事
﹂
に
見
ら
れ
る
﹁︵
前
略
︶
さ

ま
を
も
か
へ
︑
身
を
も
投
給
ふ
べ
く
ぞ
み
え
給
ふ
も
む
ざ
ん
な
り
﹂
の
よ
う
な
描
写

に
留
め
て
い
る
︒

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

五
五



屋
代
本

百
二
十
句
本

延
慶
本

ア

一
度
咲
ハ
・
百
媚
ア
リ
︵
巻

第
二
﹁
重
盛
卿
父
禅
門
諷
諫

事
﹂︶

一
た
び
笑
め
ば
︑
百
の
媚

あ
り
︵
巻
第
二
﹁
大
教

訓
﹂︶

×
︵
第
一
末
﹁
重
盛
軍
兵
被

集
付
周
幽
王
事
﹂︶

四
部
合
戦
状
本

欠
本

×
︵
巻
第
三
﹁
成
経
赦

免
﹂︶

×
︵
巻
第
四
﹁
南
都
牒

状
﹂︶

×
︵
巻
第
七
﹁
維
盛
北
方

の
事
﹂︶

イ

一
咲
ハ
・
百
媚
有
ケ
ル
︵
巻

第
三
﹁
鬼
海
島
流
人
小
将
成

経
并
康
頼
法
師
赦
免
事
﹂︶

ひ
と
た
び
笑
め
ば
百
の
媚

あ
り
け
ん
︵
巻
第
三
﹁
大

赦
﹂︶

×
︵
第
二
本
﹁
建
礼
門
院
御

懐
妊
事
付
成
経
等
赦
免
事
﹂︶

ウ

欠
本

な
ほ
面
諂
の
媚
を
な
す

︵
巻
第
四
﹁
牒
状
﹂︶

尚
成
面
展
之
嬌
︵
第
二
中

﹁
三
井
寺
ヨ
リ
山
門
南
都
ヘ

牒
状
送
事
﹂︶

エ

×
︵﹁
平
家
一
門
落
都
趣
西

国
事
﹂︶

×
︵
巻
第
七
﹁
平
家
一
門

都
落
ち
﹂︶

×
︵
第
三
末
﹁
惟
盛
北
方

事
﹂︶

オ

×
︵
巻
第
十
﹁
維
盛
熊
野

参
詣
﹂︶

×
︵
巻
第
四
十
﹁
維
盛
入
道

熊
野
参
詣
附
熊
野
・
大
峰
の

事
﹂︶

×
︵
巻
第
三
十
一
﹁
維
盛
妻

子
に
遺
を
惜
し
む
事
﹂︶

尚
面
展
の
媚
を
成
し
︵
巻
第

十
四
﹁
興
福
寺
返
牒
の
事
﹂︶

×
︵
巻
第
九
﹁
中
宮
御
懐
妊

附
宰
相
丹
波
少
将
を
申
し
預

る
並
康
頼
熊
野
詣
で
祝
詞
の

事
﹂︶

笑
み
給
ひ
た
り
け
れ
ば
︑
い

と
ど
百
の
媚
を
ぞ
増
し
給
ふ

︵
巻
第
六
﹁
幽
王
褒
姒
烽
火

の
事
﹂︶

盛
衰
記

×
︵
巻
第
十
﹁
惟
盛
高
野
登

山
幷
熊
野
参
詣
同
入
水
事
﹂︶

×
︵
第
九
十
八
句
﹁
維
盛

入
水
﹂︶

×
︵
第
五
末
﹁
那
智
籠
ノ
山

臥
惟
盛
ヲ
見
知
奉
事
﹂︶

×

対
応
部
分
に
﹁
媚
︵
嬌
︶﹂
の
含
ま
れ
る
表
現
が
見
当
た
ら
な
い
場
合

長
門
本

×
︵
巻
第
三
﹁
幽
王
被
討

事
﹂︶

×
︵
巻
第
五
﹁
建
礼
門
院

御
懐
妊
事
﹂︶

猶
成
面
展
媚
︵
巻
第
八

﹁
山
門
南
都
牒
状
事
﹂︶

×
︵
巻
第
十
四
﹁
平
家
都

落
給
事
﹂︶

×
︵
巻
第
十
七
﹁
維
盛
高

野
参
詣
同
投
身
事
﹂︶

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
元
御
賀
回
想
場
面
に
見
ら
れ
る
維
盛
像

五
六


