
覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

︱
そ
の
呼
称
か
ら

︱

城

阪

早

紀

は
じ
め
に

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
い
て
文
覚
が
登
場
す
る
箇
所
は
︑
巻
第
五
﹁
文

覚
荒
行
﹂﹁
勧
進
帳
﹂﹁
文
覚
被
流
﹂﹁
福
原
院
宣
﹂
巻
第
十
二
﹁
紺
掻
沙
汰
﹂

﹁
六
代
﹂﹁
泊
瀬
六
代
﹂﹁
六
代
被
斬
﹂
で
あ
る①
︒

物
語
全
体
か
ら
す
る
と
︑
そ
の
説
話
の
分
量
は
決
し
て
多
く
は
な
い
︒
し
か

し
︑
文
覚
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
い
て
重
要
な
人
物
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒

何
故
な
ら
ば
︑
巻
第
五
で
文
覚
が
後
白
河
法
皇
か
ら
院
宣
を
受
け
取
っ
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
頼
朝
の
挙
兵
を
描
き
︑
巻
第
十
二
で
は
︑
頼
朝
か
ら
得
た
信
頼

を
武
器
に
斬
首
直
前
の
六
代
を
請
い
受
け
る
と
い
う
よ
う
に
︑
物
語
の
転
換
点

で
登
場
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
文
覚
が
登
場
す
る
説
話
群
は
︑
傍
系

説
話
で
は
な
く
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
構
想
に
関
わ
る
重
要
な
位
置
を
占
め
る
説

話
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
既
に
い
く
つ
か
の
研
究
成
果
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑

山
田
昭
全
氏
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
構
想
と
文
覚
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
て
お

ら
れ②
︑
五
味
文
彦
氏
も
︑
文
覚
の
存
在
に
よ
っ
て
﹁
平
氏
と
源
氏
と
朝
家
﹂
が

﹁
有
機
的
﹂
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る③
︒
こ
れ
ら
の
指
摘
は
重

要
で
は
あ
る
が
︑
そ
の
論
証
は
十
分
と
は
言
え
ず
︑
本
文
に
即
し
た
調
査
が
必

要
だ
と
私
は
考
え
る
︒

ま
た
︑
延
慶
本
に
お
い
て
︑
生
形
貴
重
氏
は
文
覚
が
﹁
頼
朝
に
挙
兵
を
教
唆

す
る
と
き
﹂
に
語
る
言
葉
が
物
語
の
構
想
に
関
わ
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
お

り④
︑
さ
ら
に
中
村
理
絵
氏
は
﹁
京
か
ら
鎌
倉
へ
首
を
持
ち
帰
る
文
覚
が
発
し
た

言
葉
﹂
が
﹁
義
経
と
の
骨
肉
の
争
い
﹂
を
予
言
す
る
も
の
で
あ
り
︑
物
語
の
構

想
に
関
わ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る⑤
︒
こ
れ
ら
は
延
慶
本
で
は
文
覚
の
言
葉
が
物

語
の
構
想
に
関
わ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
︒
一
方
の
語
り
本
系
諸
本
の
完
成
形

と
も
い
え
る
覚
一
本
で
は
︑
文
覚
の
何
が
物
語
の
構
造
に
関
わ
る
の
か
︑
検
討

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

一
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す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

さ
て
︑
文
覚
の
登
場
す
る
説
話
を
追
っ
て
い
く
と
︑
あ
る
違
和
感
を
覚
え
る
︒

そ
れ
は
︑
巻
第
五
で
は
﹁
文
覚
﹂
と
呼
ば
れ
る
文
覚
が
︑
六
代
救
済
に
関
わ
る

と
き
﹁
聖
﹂
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
呼
称
の
変
化
で
あ
る
︒
こ
れ
に
言
及
し
て
い

る
の
は
岩
瀬
博
氏
の
み
で
あ
る
が
︑
呼
称
や
敬
語
の
﹁
待
遇
表
現
﹂
の
違
い
を

指
摘
す
る
の
に
と
ど
ま
り⑥
︑
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
行
っ
て
お
ら
れ
な
い
︒

で
は
︑
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
呼
称
の
変
化
が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
一

人
の
人
物
で
あ
り
な
が
ら
︑
異
な
る
呼
称
で
語
ら
れ
る
文
覚
は
︑
一
貫
性
が
な

い
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
覚
一
本
の
作
者
は
︵
あ
る
い
は
編
者
は
︶
文
覚
を

ど
の
よ
う
に
描
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
︑

延
慶
本⑦
の
用
例
と
比
較
し
つ
つ
文
覚
の
呼
称
の
用
例
を
具
体
的
に
検
証
す
る
こ

と
を
通
し
て
︑
客
観
性
の
あ
る
論
証
を
行
っ
て
い
き
た
い
︒

一
︑﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
呼
称
研
究

覚
一
本
及
び
他
の
諸
本
に
お
い
て
も
文
覚
呼
称
の
研
究
は
今
ま
で
さ
れ
て
い

な
い
︒﹃
平
家
物
語
﹄
の
人
物
の
呼
称
研
究
は
︑
延
慶
本
を
対
象
と
し
た
早
川

厚
一
氏
の
論
考⑧
と
武
久
堅
氏
の
二
つ
の
論
考⑨
の
み
で
あ
る
︒

私
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
人
物
の
呼
称
を
論
ず
る
上
で
呼
称
の
一
貫
性
と
ば

ら
つ
き
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
が
︑
重
要
な
点
に
な
る
と
考
え
る
︒
よ
っ

て
︑
こ
の
点
に
着
目
し
て
先
行
研
究
を
確
認
し
て
い
く
︒

早
川
氏
は
延
慶
本
巻
十
二
末

マ

マ

﹁
丗
九

右
大
将
頼
朝
果
報
目
出
事
﹂
に
お
け

る
頼
朝
の
称
賛
的
な
見
方
が
部
分
的
な
も
の
か
全
体
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
特

徴
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
︑
呼
称
の
用
例
を
検
討
さ
れ
た
︒

そ
の
方
法
は
︑
お
よ
そ
七
十
通
り
の
呼
称
の
う
ち
使
用
の
多
い
八
種
の
呼
称

に
つ
い
て
︑
長
門
本
と
比
較
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
検
討
に
あ
た
っ
て

﹁
会
話
文
に
お
い
て
は
編
者
よ
り
も
話
し
手
の
立
場
が
出
て
し
ま
う
﹂
と
し
て
︑

地
の
文
を
重
視
し
て
お
ら
れ
る
︒
地
の
文
の
﹁
呼
称
一
つ
一
つ
に
︑
頼
朝
に
対

す
る
﹃
延
慶
本
﹄
の
編
者
の
見
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
﹂
る
と
す
る
早
川
氏
の

立
場
は
︑
呼
称
を
考
え
る
上
で
尊
重
す
べ
き
も
の
で
あ
る
︒

早
川
氏
は
︑﹁
頼
朝
の
官
位
の
昇
進
に
従
っ
て
﹂
呼
称
が
変
化
す
る
こ
と
︑

そ
れ
ら
の
﹁
呼
称
で
語
ら
れ
る
頼
朝
譚
は
︑
色
々
な
と
こ
ろ
で
︑
そ
の
不
整
合

面
を
露
呈
す
る
﹂
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
﹁
頼
朝
へ
の
賞
賛
的

な
姿
勢
を
︑
必
ず
し
も
﹃
延
慶
本
﹄
本
来
の
も
の
﹂
と
は
考
え
ず
︑﹁
徐
々
に

構
想
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
間
に
幾
多
の
段
階
が
あ
っ
た
﹂
と
し
︑

﹁
頼
朝
の
様
々
な
呼
称
を
地
の
文
に
持
っ
た
幾
つ
か
の
話
が
書
き
込
ま
れ
て
い

た
り
︑
増
補
さ
れ
た
り
し
た
︒
そ
の
結
果
︑﹃
延
慶
本
﹄
は
非
常
に
多
面
的
に

頼
朝
像
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
﹂︒
し
か
し
︑
﹁
一
方
で
は
︑
そ
の
不
整

合
な
面
を
露
呈
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
﹂
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒

で
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
構
想
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
文
覚
は
︑
ど
の
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
呼
称
の
違
い
が
︑
人
物
の
﹁
不
整
合

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

一
五



面
﹂
を
示
す
と
い
う
早
川
氏
の
結
論
に
収
ま
り
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

ま
た
︑
武
久
氏
も
延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
の
高
倉
宮
と
宗
盛
の
呼
称
を
検
討

さ
れ
た
︒﹁﹃
高
倉
宮
物
語
﹄
の
構
造
﹂
に
お
い
て
﹁﹃
高
倉
宮
物
語
﹄
に
焦
点

を
絞
っ
て
︑
延
慶
本
本
文
を
中
心
に
平
家
物
語
巻
四
の
遡
態
を
究
明
し
︑﹃
高

倉
宮
物
語
﹄
に
一
貫
す
る
登
場
人
物
の
人
物
配
置
を
解
明
し
︑
遡
態
の
構
造
把

握
の
の
ち
に
︑
そ
れ
ら
の
成
長
過
程
に
お
い
て
次
第
に
増
補
さ
れ
た
高
倉
宮
批

判
の
説
話
と
︑
頼
政
説
話
に
視
界
を
拡
大
し
て
考
察
﹂
さ
れ
た
︒

呼
称
と
い
う
観
点
に
着
目
し
た
と
き
︑
重
要
な
点
は
以
下
の
二
点
だ
ろ
う
︒

一
点
目
は
︑
高
倉
宮
の
呼
称
が
延
慶
本
の
み
な
ら
ず
語
り
本
系
諸
本
に
お
い
て

も
﹁
高
倉
宮
﹂﹁
宮
﹂
で
一
貫
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
す
べ
て
の
平
家
物
語

が
治
承
四
年
五
月
の
動
乱
を
﹂﹁﹃
宮
﹄
の
物
語
と
し
て
そ
の
統
一
的
イ
メ
ー
ジ

を
定
着
せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
確
認
﹂
さ
れ
た
点
で
あ
る
︒
二
点
目
は
︑﹁
物

語
が
現
在
進
行
形
の
場
面
か
ら
一
歩
は
ず
れ
て
︑︿
独
立
的
伝
承
や
説
話
物
語
﹀

を
編
み
込
ん
だ
り
︑︿
作
者
が
新
規
に
ま
と
め
上
げ
た
著
述
部
﹀
や
︿
評
言
﹀

に
移
行
す
る
と
き
呼
称
に
変
化
の
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
﹂
を
明
ら
か
に
し
︑﹁
事

件
の
経
過
を
現
在
進
行
形
で
伝
え
る
宮
の
動
静
を
追
う
物
語
﹂
と
︑﹁
そ
こ
に

付
加
さ
れ
た
宮
に
ま
つ
わ
る
独
立
的
伝
承
や
著
述
部
や
評
言
﹂
に
よ
っ
て
﹃
高

倉
宮
の
物
語
﹄
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
で
あ
る
︒

ま
た
︑
武
久
氏
は
﹁﹃
大
臣
殿
物
語
﹄
の
主
人
公
︱
宗
盛
伝
承
の
様
式
と
平

家
物
語
の
構
想
﹂
の
中
で
︑
宗
盛
の
呼
称
に
つ
い
て
も
︑﹁
一
門
都
落
物
語
﹂

に
お
い
て
﹁
大
臣
殿
﹂
の
呼
称
で
語
り
通
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
﹁
ほ
ぼ
一
貫
す

る
視
座
の
想
定
が
可
能
﹂
で
あ
り
︑﹁
大
き
な
振
り
幅
の
な
い
統
一
性
の
あ
る

宗
盛
像
﹂
を
結
ぶ
こ
と
が
出
来
る
と
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
︑﹁
源
三
位
入
道
謀
叛

之
由
来
事
﹂
で
は
︑
﹁
宗
盛
﹂
と
呼
び
捨
て
ら
れ
る
こ
と
︑
平
曲
で
は
﹁
宗
盛

卿
﹂
と
敬
称
扱
い
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
﹁
延
慶
本
の
呼
び
捨
て
﹂
か
ら
︑

﹁
叙
述
の
座
を
一
貫
し
て
伊
豆
守
と
呼
び
続
け
た
仲
綱
に
引
き
つ
け
る
﹂
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
︒
そ
し
て
﹁
宗
盛
を
嘲
弄
す
る
二
つ
の
伝
奇
譚
が
敗

者
源
三
位
頼
政
一
統
の
周
辺
か
ら
発
生
し
︑
成
長
を
遂
げ
て
︑
そ
の
一
つ
は
や

が
て
頼
朝
挙
兵
譚
に
不
可
欠
の
挙
兵
由
来
譚
と
な
っ
て
定
着
﹂
し
た
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
︒

官
位
の
昇
進
に
従
っ
て
呼
称
が
変
化
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
早
川
氏

と
武
久
氏
と
も
に
認
め
て
お
ら
れ
る
が
︑
文
覚
に
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
認
め

ら
れ
な
い
︒
よ
っ
て
︑
文
覚
の
呼
称
を
検
討
す
る
に
は
個
別
の
分
析
が
必
要
で

あ
ろ
う
︒
続
く
本
論
で
は
︑
そ
の
文
覚
に
対
す
る
﹁
平
家
﹂
作
者
の
見
方
を
知

る
こ
と
の
で
き
る
覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
の
﹁
地
の
文
﹂
に
お
い
て
︑
ど
の
よ

う
に
文
覚
が
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
確
認
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
呼
称
と
人
物
像
の

関
係
と
物
語
の
統
一
性
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
︒

二
︑
人
物
の
呼
称
に
つ
い
て
の
定
義

論
証
の
前
に
︑
呼
称
の
定
義
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
こ
で
の
呼

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

一
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称
と
は
﹁
物
語
中
で
文
覚
と
い
う
一
人
物
を
指
示
し
て
い
る
名
詞
﹂
を
全
て
取

り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
︒
た
だ
し
︑
他
の
人
物
の
呼
称
の
一
部
や
場
所
を
示
す

語
の
一
部
と
判
断
し
た
用
例
は
除
い
た
︒

こ
れ
ら
の
呼
称
を
︑﹁
地
の
文
﹂﹁
会
話
文
﹂﹁
文
書
﹂
に
分
け
た
︒﹁
会
話

文
﹂
の
呼
称
は
﹁
他
称
﹂
と
﹁
自
称
﹂
に
分
け
ら
れ
る
︒
例
え
ば
﹁
他
称
﹂
に

は
︑｢此

法
師
︑
奇
怪
な
り
﹂
と
て
︑
や
が
て
獄
定
せ
ら
れ
け
り
︒

(巻
第
五
﹁
文
覚
被
流
﹂
三
八
六
頁
)

が
あ
る
︒
文
覚
が
礼
儀
も
わ
き
ま
え
ず
院
の
御
所
へ
勧
進
帳
を
持
っ
て
押
し
か

け
た
時
の
︑
後
白
河
法
皇
の
言
葉
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
文
覚
は
︑
後
白
河
法
皇

に
﹁
此
法
師
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
早
川
氏
が
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑

﹁
他
称
﹂
か
ら
は
︑
文
覚
と
文
覚
を
呼
ぶ
人
物
と
の
身
分
差
や
立
場
の
差
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
︒﹁
他
称
﹂
は
心
内
語
も
含
め
︑
覚
一
本
に
一

七
例
︑
延
慶
本
に
二
三
例
確
認
で
き
た
︒﹁
自
称
﹂
に
は
︑
次
の
よ
う
な
例
が

あ
る
︒﹁

い
か
に
こ
れ
ほ
ど
の
大
願
お
こ
い
た
る
聖
が
乗
ッ
た
る
舟
を
ば
︑
あ
や

ま
た
う
ど
は
す
る
ぞ
︒
た
だ
い
ま
天
の
責
か
う
む
ら
ん
ず
る
竜
神
ど
も
か

な
﹂
と
ぞ
申
し
け
る
︒

︵
巻
第
五
﹁
文
覚
被
流
﹂
三
八
八
頁
)

文
覚
が
伊
豆
に
流
さ
れ
る
途
中
に
嵐
に
遭
遇
し
た
場
面
で
︑
竜
神
に
こ
の
よ
う

に
語
り
か
け
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
自
ら
を
﹁
こ
れ
ほ
ど
の
大
願
を
お
こ
い
た
る

聖
﹂
と
仰
々
し
く
称
し
て
い
る
︒
﹁
自
称
﹂
か
ら
は
︑
そ
の
場
そ
の
場
に
お
け

る
文
覚
の
自
己
認
識
が
窺
え
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
自
称
﹂
は

覚
一
本
に
一
六
例
︑
延
慶
本
に
三
二
例
確
認
で
き
た
︒
ま
た
︑﹁
文
書
﹂
の
呼

称
と
は
︑
勧
進
帳
や
院
宣
の
中
に
み
ら
れ
る
呼
称
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う

な
﹁
文
書
﹂
中
の
呼
称
は
覚
一
本
に
は
五
例
︑
延
慶
本
に
七
例
確
認
で
き
た
︒

本
稿
で
は
︑
﹁
会
話
文
﹂
中
や
﹁
文
書
﹂
中
の
用
例
を
除
い
た
も
の
を
﹁
地

の
文
﹂
の
呼
称
と
し
て
定
義
し
︑
考
察
対
象
と
す
る
︒
こ
れ
を
便
宜
的
に
﹁
一

義
的
呼
称
﹂
と
﹁
二
義
的
呼
称
﹂
に
分
け
た
︒
﹁
一
義
的
呼
称
﹂
を
具
体
的
に

挙
げ
る
と
︑

文
覚
声
を
い
か
ら
か
し
て
︑
﹁
さ
て
︑
明
王
は
い
づ
く
に
ま
し
ま
す
ぞ
﹂︒

︵
巻
第
五
﹁
文
覚
荒
行
﹂
三
七
九
頁
)

聖
六
波
羅
に
ゆ
き
む
か
ッ
て
︑
事
の
子
細
を
問
ひ
給
ふ
︒

︵
巻
第
十
二
﹁
六
代
﹂
四
六
八
頁
)

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
用
例
に
一
重
棒
線
﹁

﹂
を
付
す
こ
と
で
示
す
︒

一
方
の
﹁
二
義
的
呼
称
﹂
と
は
︑

文
覚
は
天
性
不
敵
第
一
の
あ
ら
ひ
じ
り
な
り
︒

(巻
第
五
﹁
勧
進
帳
﹂
三
八
一
頁
)

文
学
ハ
昔
ヨ
リ
サ
ル
イ
カ
メ
シ
キ
者
ニ
テ
︑
身
ノ
ホ
ド
ア
ラ
ハ
シ
タ
リ
シ
者

ゾ
カ
シ
︒

︵
第
二
末
﹁
文
学
伊
豆
国
ヘ
被
配
流
事
﹂
四
八
二
頁
)

の
二
重
傍
線
部
﹁

﹂
で
示
し
た
呼
称
で
︑﹁
天
性
不
敵
第
一
の
﹂
と
か

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

一
七



﹁
身
ノ
ホ
ド
ア
ラ
ハ
シ
タ
リ
シ
﹂
と
い
う
語
が
付
随
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑

﹁
あ
ら
ひ
じ
り
﹂
や
﹁
者
﹂
と
い
っ
た
文
覚
を
指
示
し
て
い
る
名
詞
が
︑
人
物

の
特
徴
を
よ
り
鮮
明
に
描
く
た
め
の
修
飾
語
を
伴
っ
て
い
る
比
喩
的
な
呼
称
と

考
え
る
︒
そ
の
た
め
に
﹁
一
義
的
呼
称
﹂
と
は
区
別
し
て
扱
う
︒
た
だ
し
︑
修

飾
語
を
伴
っ
て
い
て
も
︑
人
物
名
や
地
名
の
場
合
は
﹁
一
義
的
呼
称
﹂
の
用
例

と
し
て
扱
う
こ
と
と
し
た
︒
こ
れ
を
表
に
ま
と
め
︑
資
料
と
し
て
末
尾
に
付
し

た
︒

三
︑
覚
一
本
の
呼
称
用
例
の
検
討

覚
一
本
の
文
覚
呼
称
は
全
九
二
例
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑﹁
地
の
文
﹂
の
呼
称

は
五
五
例
で
あ
る
︒
一
義
的
呼
称
は
五
二
例
あ
り
︑﹁
文
覚
﹂﹁
聖
﹂﹁
高
雄
の

文
覚
上
人
﹂﹁
高
雄
の
聖
﹂﹁
文
覚
房
﹂﹁
渡
辺
の
遠
藤
左
近
将
監
茂
遠
が
子
﹂

﹁
遠
藤
武
者
盛
遠
﹂
の
七
通
り
の
呼
称
が
み
ら
れ
た
︒
二
義
的
呼
称
は
﹁
や
い

ば
の
験
者
﹂﹁
天
性
不
敵
第
一
の
あ
ら
ひ
じ
り
﹂﹁
も
と
よ
り
お
そ
ろ
し
き
聖
﹂

の
三
例
で
あ
っ
た
︒
覚
一
本
の
呼
称
を
章
段
ご
と
に
追
っ
て
い
く
と
︑
次
の
よ

う
な
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒

一
義
的
呼
称
に
つ
い
て

①

巻
第
五
の
冒
頭
と
巻
第
十
二
の
冒
頭
ど
ち
ら
も
﹁
高
雄
の
文
覚
上
人
﹂

と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
る
︒

②

大
枠
と
し
て
︑
巻
第
五
で
は
﹁
文
覚
﹂
と
呼
ば
れ
︑
巻
第
十
二
で
は

﹁
聖
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
し
か
し
︑
巻
第
十
二
の
最
後
の
隠
岐
国
に
流
罪
に

な
る
場
面
で
は
︑
再
び
呼
称
が
﹁
文
覚
﹂
に
戻
る
︒

③

巻
第
五
の
文
覚
登
場
最
後
の
章
段
﹁
福
原
院
宣
﹂・
巻
第
十
二
の
文
覚

登
場
最
初
の
章
段
﹁
紺
掻
沙
汰
﹂
で
は
︑
﹁
文
覚
﹂
と
﹁
聖
﹂
の
両
方
の

呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

二
義
的
呼
称

④

二
義
的
呼
称
は
︑
物
語
全
体
の
人
物
造
型
に
関
わ
る
︒

以
下
︑
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
︑
個
々
に
検
討
を
加
え
て
い
く
︒

①
の
事
例

�

年
ご
ろ
も
あ
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
︑
今
年
い
か
な
る
心
に
て
謀
反
を
ば
お

こ
さ
れ
け
る
ぞ
と
い
ふ
に
高
雄
の
文
覚
上
人
の
申
し
す
す
め
ら
れ
た
り
け
る

と
か
や
︒

︵
巻
第
五
﹁
文
覚
荒
行
﹂
三
七
六
頁
)

�

同
八
月
廿
二
日
︑
鎌
倉
の
源
二
位
頼
朝
卿
の
父
︑
故
左
馬
頭
義
朝
の
う
る

は
し
き
か
う
べ
と
て
︑
高
雄
の
文
覚
上
人
頸
に
か
け
︑
鎌
田
兵
衛
が
頸
を
ば

弟
子
が
頸
に
か
け
さ
せ
て
︑
鎌
倉
へ
ぞ
下
ら
れ
け
る
︒

︵
巻
第
十
二
﹁
紺
掻
之
沙
汰
﹂
四
四
二
頁
)

﹁
高
雄
の
文
覚
上
人
﹂
と
い
う
呼
称
は
こ
の
二
例
の
み
で
あ
る
︒
説
話
の
冒

頭
部
に
お
い
て
文
覚
が
﹁
上
人
﹂
と
称
さ
れ
て
い
る
︒
で
は
覚
一
本
に
お
い
て

﹁
上
人
﹂
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
覚
一
本
に
お
い

て
﹁
上
人
﹂
と
称
さ
れ
る
人
物
は
︑
文
覚
・
法
然
・
智
覚
・
阿
証
房
の
四
人
で

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

一
八



あ
る
︒
法
然
は
重
衡
に
十
戒
を
授
け
る
人
物
︑
智
覚
は
︵
実
際
は
滝
口
入
道
の

も
と
で
出
家
し
た
が
︶
維
盛
を
出
家
さ
せ
る
人
物
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
人

物
︑
阿
証
房
は
建
礼
門
院
の
御
戒
の
師
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
上
人
﹂
と
は

戒
を
授
け
︑
出
家
へ
と
導
く
人
物
で
あ
る
︒
覚
一
本
の
文
覚
は
︑
戒
を
授
け
て

は
い
な
い
︒
し
か
し
︑
頼
朝
に
義
朝
の
首
を
託
し
供
養
さ
せ
︑
さ
ら
に
六
代
を

救
出
し
小
松
家
の
菩
提
を
弔
わ
せ
る
︑
と
い
っ
た
文
覚
の
果
た
す
役
割
は
︑

﹁
上
人
﹂
と
言
っ
て
遜
色
な
い
で
あ
ろ
う
︒
巻
第
五
と
巻
第
十
二
の
文
覚
に
ま

つ
わ
る
章
段
を
﹁
高
雄
の
文
覚
上
人
﹂
と
同
一
の
呼
称
で
語
り
始
め
る
こ
と
か

ら
︑
一
貫
し
た
人
物
像
を
描
こ
う
と
し
た
意
図
が
汲
み
取
れ
る
︒

②
の
事
例

�

し
か
る
に
文
覚
︑
滝
つ
ぼ
に
お
り
ひ
た
り
︑
頸
き
は
つ
か
ッ
て
︑
慈
救
の

呪
を
み
て
け
る
が
︑
二
三
日
こ
そ
あ
り
け
れ
︑
四
五
日
に
も
な
り
け
れ
ば
こ

ら
へ
ず
し
て
︑
文
覚
う
き
あ
が
り
に
け
り
︒

︵
巻
第
五
﹁
文
覚
荒
行
﹂
三
七
七
頁
)

�

彼
文
覚
と
申
す
は
︑
も
と
は
渡
辺
の
遠
藤
左
近
将
監
茂
遠
が
子
︑
遠
藤
武

者
盛
遠
と
て
︑
上
西
門
院
の
衆
な
り
︒

︵
巻
第
五
﹁
文
覚
荒
行
﹂
三
七
六
頁
)

	

聖
六
波
羅
に
ゆ
き
む
か
ッ
て
︑
事
の
子
細
を
問
ひ
給
ふ
︒

︵
巻
第
十
二
﹁
六
代
﹂
四
六
八
頁
)




さ
る
程
に
文
覚
房
も
つ
と
出
で
き
た
り
︑
若
公
こ
ひ
う
け
た
り
と
て
︑
気

色
誠
に
ゆ
ゆ
し
げ
な
り
︒

︵
巻
第
十
二
﹁
泊
瀬
六
代
﹂
四
七
六
頁
)

�

こ
の
き
み
は
あ
ま
り
に
毬
杖
の
玉
を
あ
い
せ
さ
せ
給
へ
ば
︑
文
覚
か
や
う

に
悪
口
申
し
け
る
な
り
︒

︵
巻
第
十
二
﹁
六
代
被
斬
﹂
四
九
六
頁
)

巻
第
五
の
﹁
文
覚
荒
行
﹂
﹁
勧
進
帳
﹂
﹁
文
覚
被
流
﹂
で
は
︑
�
の
よ
う
に
一

貫
し
て
﹁
文
覚
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
例
外
と
な
る
の
は
�
の
み
で
︑
文
覚
と
名
乗

る
前
の
在
俗
の
名
を
挙
げ
た
用
例
で
あ
る
︒
巻
第
十
二
の
﹁
六
代
﹂﹁
泊
瀬
六

代
﹂
と
い
っ
た
六
代
救
済
の
場
面
で
は
︑
	
の
よ
う
に
一
貫
し
て
﹁
聖
﹂
と
呼

ば
れ
︑
後
鳥
羽
天
皇
に
謀
反
を
起
こ
す
場
面
で
は
�
の
よ
う
に
呼
称
が
﹁
文

覚
﹂
に
戻
る
︒
例
外
と
な
る
の
は


の
一
例
の
み
で
︑
六
代
を
請
い
受
け
た
文

覚
の
こ
と
を
﹁
文
覚
房
﹂
と
称
し
て
い
る
︒﹁
房
﹂
と
は
︑
元
々
僧
の
住
ま
い

指
す
語
で
あ
り
︑
そ
れ
が
名
前
に
続
い
て
人
物
の
呼
称
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒

覚
一
本
に
お
い
て
は
︑﹁
額
打
論
﹂
に
登
場
す
る
﹁
観
音
房
﹂﹁
勢
至
房
﹂
の
よ

う
な
武
装
し
た
僧
侶
に
用
い
る
例
も
み
ら
れ
る
が
︑
こ
の
﹁
文
学
房
﹂
の
場
合

は
本
来
の
意
味
を
意
識
し
た
例
で
︑
平
氏
嫡
流
の
六
代
を
請
い
受
け
る
に
相
応

し
い
高
雄
に
住
ま
い
を
持
つ
人
物
像
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

｢文
覚
﹂
か
ら
﹁
聖
﹂
に
変
化
し
︑
再
び
﹁
文
覚
﹂
に
戻
る
こ
と
で
︑
人
物

の
一
貫
性
が
強
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
の
呼
称
の
変
化
に
は
ど
の

よ
う
な
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
③
の
事
例
を
も
と
に
考
え
て
み
る
︒

③
の
事
例

�

兵
衛
佐
殿
へ
常
は
参
ッ
て
︑
昔
今
の
物
語
ど
も
申
し
て
な
ぐ
さ
む
程
に
︑

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

一
九



或
時
文
覚
申
し
け
る
は
︑

︵
巻
第
五
﹁
福
原
院
宣
﹂
三
八
九
頁
)



文
覚
か
さ
ね
て
申
し
け
る
は
︑﹁
天
の
あ
た
ふ
る
を
と
ら
ざ
れ
ば
︑
か
へ

ッ
て
其
と
が
を
う
く
︒

︵
巻
第
五
﹁
福
原
院
宣
﹂
三
九
〇
頁
)

10

聖
こ
れ
を
く
び
に
か
け
︑
又
三
日
と
い
ふ
に
伊
豆
国
へ
く
だ
り
つ
く
︒

(巻
第
五
﹁
福
原
院
宣
﹂
三
九
二
頁
)

11

う
る
は
し
き
か
う
べ
と
て
︑
高
雄
の
文
覚
上
人
頸
に
か
け
︑

︵
再
掲
)

12

東
山
円
覚
寺
と
い
ふ
所
に
︑
ふ
か
う
を
さ
め
て
お
き
た
り
け
る
を
︑
文
覚

聞
き
出
し
て
︑
か
の
紺
か
き
の
男
共
に
相
具
し
て
下
り
け
る
と
か
や
︒

(巻
第
十
二
﹁
紺
掻
之
沙
汰
﹂
四
四
三
頁
)

13

聖
を
ば
大
床
に
た
て
︑
我
身
は
庭
に
立
ッ
て
︑
父
の
か
う
べ
を
う
け
と
り

給
ふ
ぞ
哀
れ
な
る
︒

︵
巻
第
十
二
﹁
紺
掻
之
沙
汰
﹂
四
四
三
頁
)

こ
れ
が
︑
巻
第
五
﹁
福
原
院
宣
﹂
と
巻
第
十
二
﹁
紺
掻
沙
汰
﹂
の
全
六
例
で

あ
る
︒﹁
文
覚
﹂
と
﹁
聖
﹂
の
両
方
の
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
︒
10
は
︑
後
白
河
法
皇
の
院
宣
を
持
ち
頼
朝
の
い
る
伊
豆
へ
と
向
か
う
場

面
で
あ
る
︒
頼
朝
に
謀
反
を
勧
め
た
文
覚
で
あ
っ
た
が
︑﹁
抑
頼
朝
勅
勘
を
ゆ

り
ず
し
て
は
︑
争
で
か
謀
反
を
ば
お
こ
す
べ
き
﹂
と
断
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
文
覚

は
︑
自
身
も
流
人
で
あ
り
な
が
ら
新
都
福
原
・
伊
豆
間
を
往
復
し
院
宣
を
首
に

か
け
て
駆
け
つ
け
る
︒
こ
こ
で
初
め
て
﹁
聖
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒﹁
平
氏
の
一
類

を
誅
し
て
︑
朝
家
の
怨
敵
を
し
り
ぞ
け
よ
︒﹂
と
告
げ
る
院
宣
は
︑
一
流
罪
人

で
あ
っ
た
頼
朝
の
立
場
を
一
転
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
︑
物
語
の
転
換
点
に
も
あ

た
る
場
面
で
あ
る
︒

13
は
︑
義
朝
の
首
を
頼
朝
に
託
す
場
面
で
あ
る
︒
謀
反
を
勧
め
た
と
き
に
見

せ
た
﹁
白
い
ぬ
の
に
つ
つ
ん
だ
る
髑
髏
﹂
が
偽
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
し
︑

紺
掻
の
男
が
東
山
の
円
覚
寺
に
納
め
て
お
い
た
﹁
か
う
べ
﹂
を
鎌
倉
へ
と
運
ぶ
︒

こ
こ
で
再
び
﹁
聖
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
こ
の
﹁
か
う
べ
﹂
を
受
け
取
っ
た
頼
朝
は
︑

父
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
勝
長
寿
院
を
建
立
す
る
︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
朝
廷
も

故
左
馬
頭
義
朝
の
墓
へ
内
大
臣
正
二
位
を
贈
る
︒
頼
朝
は
︑﹁
祖
先
の
霊
を
祭

る
役
目
の
家
の
総
領⑩
﹂
と
な
る
の
で
あ
る
︒

10
と
13
の
場
面
に
お
い
て
︑
文
覚
の
こ
と
を
﹁
聖
﹂
と
呼
び
︑﹁
文
覚
﹂
か

ら
﹁
聖
﹂
へ
の
呼
称
の
変
化
を
自
然
か
つ
段
階
的
な
も
の
に
し
て
い
る
︒
そ
し

て
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
構
想
上
か
ら
み
て
も
重
要
な
こ
の
場
面
に
お
い
て
︑

﹁
聖
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
り
︑
文
覚
の
二
つ
の
行
動
に
︑
頼
朝
と
信
頼
関
係
を

築
き
六
代
救
済
者
と
し
て
の
資
格
を
得
た
こ
と
を
示
す
と
い
う
意
味
を
込
め
た

と
解
釈
で
き
る
︒
覚
一
本
は
︑
文
覚
の
行
動
を
重
視
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
︒﹁
聖
﹂
か
ら
﹁
文
覚
﹂
へ
と
呼
称
が
戻
る
の
は
そ
の
逆
で
︑
出
家
を
惜
し

ん
だ
た
め
に
六
代
が
文
覚
の
も
と
を
去
り
︑
拠
所
で
あ
っ
た
頼
朝
の
亡
き
後
に

後
鳥
羽
天
皇
に
対
し
て
謀
反
を
起
こ
し
た
た
め
と
解
釈
で
き
る
︒

④
の
事
例

14

都
へ
の
ぼ
り
た
り
け
れ
ば
︑
凡
そ
と
ぶ
鳥
も
祈
り
お
と
す
程
の
や
い
ば
の

験
者
と
ぞ
き
こ
え
し
︒

︵
巻
第
五
﹁
文
覚
荒
行
﹂
三
八
〇
頁
)

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

二
〇



15

文
覚
は
天
性
不
敵
第
一
の
あ
ら
ひ
じ
り
な
り
︒

︵
巻
第
五
﹁
勧
進
帳
﹂
三
八
一
頁
)

16

こ
こ
に
文
覚
も
と
よ
り
お
そ
ろ
し
き
聖
に
て
︑
い
ろ
ふ
ま
じ
き
事
に
い
ろ

ひ
け
り
︒

︵
巻
第
十
二
﹁
六
代
被
斬
﹂
四
九
五
頁
)

14
は
︑
那
智
の
滝
行
に
よ
っ
て
不
動
明
王
の
加
護
を
得
た
後
︑
諸
国
の
修
験

道
の
霊
地
を
巡
り
都
へ
上
っ
た
文
覚
を
﹁
や
い
ば
の
験
者
﹂
と
称
し
て
い
る
︒

従
来
の
注
釈
は
﹁
や
い
ば
︵
刀
の
刃
︶
の
よ
う
に
効
験
の
鋭
い
修
験
者
﹂
で
一

致
し
て
い
る
︒
例
え
ば
﹃
平
家
物
語
全
注
釈⑪
﹄
で
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
︑﹁
修

験
道
的
自
力
の
修
行
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
不
可
思
議
な
神
通
力
を
得
た
僧
﹂

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
自
ら
も
流
人
で
あ
り
な
が
ら
頼
朝
に
院
宣
を
届
け
︑

絶
対
絶
命
の
六
代
を
請
い
受
け
る
と
い
う
よ
う
に
︑
不
可
能
を
も
可
能
に
変
え

る
こ
と
の
で
き
る
人
物
と
し
て
描
く
た
め
に
は
︑﹁
や
い
ば
の
験
者
﹂
と
称
さ

れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
︒

15
は
︑
高
雄
の
神
護
寺
修
造
の
た
め
の
勧
進
帳
を
片
手
に
法
住
寺
殿
へ
押
し

入
っ
た
文
覚
を
﹁
天
性
不
敵
第
一
の
あ
ら
ひ
じ
り
﹂
と
称
し
て
い
る
︒
天
皇
が

相
手
で
も
恐
れ
る
こ
と
な
く
︑
目
的
を
遂
げ
る
た
め
に
手
段
を
選
ば
な
い
︑
敵

な
し
の
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
︒
16
は
頼
朝
が
亡
く
な
っ
た
後
︑
後
鳥
羽
天

皇
へ
謀
反
を
起
こ
そ
う
と
し
た
文
覚
を
﹁
も
と
よ
り
お
そ
ろ
し
き
聖
﹂
と
称
し

て
い
る
︒
こ
こ
で
も
天
皇
に
刃
向
か
う
存
在
を
﹁
お
そ
ろ
し
き
﹂
と
表
現
し
て

お
り
︑
後
白
河
法
皇
に
﹁
こ
の
世
の
中
は
︑
只
今
乱
れ
︑
君
も
臣
も
み
な
ほ
ろ

び
う
せ
ん
ず
る
物
を
﹂
と
言
い
捨
て
た
﹁
天
性
不
敵
第
一
の
あ
ら
ひ
じ
り
﹂
と

し
て
の
文
覚
像
と
見
事
に
重
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
二
義
的
呼
称
は
そ
の
場
面
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
物
語
全
体

の
文
覚
像
の
造
型
を
決
定
付
け
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
一
義
的
呼
称

が
﹁
文
覚
﹂
か
ら
﹁
聖
﹂
そ
し
て
再
び
﹁
文
覚
﹂
へ
と
変
遷
し
て
も
︑
一
貫
し

た
文
覚
像
を
描
く
こ
と
が
出
来
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

四
︑
延
慶
本
の
文
覚
呼
称

延
慶
本
の
文
覚
呼
称
は
全
二
〇
五
例
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑﹁
地
の
文
﹂
の
呼

称
は
一
四
三
例
あ
る
︒
一
義
的
呼
称
は
﹁
文
学
︵
文
覚
︶﹂﹁
聖
︵
聖
リ
︶﹂
な

ど
一
八
通
り
の
呼
称
が
み
ら
れ
た
︒
二
義
的
呼
称
は
一
一
例
で
あ
っ
た
︒
延
慶

本
の
呼
称
を
覚
一
本
の
呼
称
と
比
較
す
る
と
︑
次
の
よ
う
な
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
︒①

第
二
末
で
は
﹁
文
覚
﹂
と
呼
ば
れ
︑
第
六
末
の
六
代
救
済
の
場
面
に
お

い
て
﹁
聖
﹂
と
呼
ば
れ
る
が
︑
隠
岐
国
に
流
罪
に
な
る
場
面
で
は
再
び
呼

称
が
﹁
文
覚
﹂
に
戻
る
と
い
う
大
枠
は
︑
覚
一
本
と
共
通
し
て
い
る
︒

②

複
数
回
用
例
の
あ
る
﹁
文
覚
上
人
﹂﹁
文
覚
房
﹂
を
確
認
す
る
と
︑
そ

の
文
覚
像
に
共
通
点
が
み
ら
れ
ず
︑
ゆ
れ
幅
が
あ
る
︒

③

二
義
的
呼
称
に
︑
そ
の
場
そ
の
場
に
適
し
た
呼
称
が
豊
富
に
み
ら
れ
る
︒

以
下
︑
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
︑
個
々
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

二
一



①
の
事
例

17

此
ノ
文
学
ガ
勧
進
帳
ノ
音
声
ニ
︑
調
子
モ
ソ
レ
︑
拍
子
モ
違
テ
︑
人
々
皆

興
サ
メ
ニ
ケ
レ
バ
︑︵

第
二
末
﹁
文
学
院
ノ
御
所
ニ
テ
事
ニ
合
事
﹂
四
七
四
頁
)

18

聖
︑﹁
少
キ
人
ヲ
取
ケ
ム
武
士
ヲ
バ
誰
ト
カ
云
シ
﹂
ト
問
ケ
レ
バ
︑﹁
北
条

四
郎
ト
コ
ソ
申
候
ツ
レ
﹂
ト
(第
六
末
﹁
六
代
御
前
被
召
取
事
﹂
四
八
七
頁
)

19

文
学
﹁
及
杖
冠
者
﹂
ト
ゾ
申
ケ
ル
︒

︵
第
六
末
﹁
文
学
被
流
罪
事
付
文
学
死
去
事
隠
岐
事
﹂
五
四
七
頁
)

17
の
よ
う
に
︑
第
二
末
の
修
行
を
積
み
︑
勧
進
帳
を
持
っ
て
法
住
寺
殿
へ
押

し
か
け
︑
伊
豆
に
流
さ
れ
る
ま
で
︑﹁
文
学
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
た
だ
し
︑
覚
一

本
で
は
語
ら
れ
な
い
﹁
文
学
ガ
道
念
ノ
由
緒
事
﹂
で
は
﹁
盛
遠
﹂
と
い
う
呼
称

に
加
え
﹁
男
﹂﹁
遠
藤
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
︑
呼
称
の
乱
れ
が
顕
著
で
あ
る
︒

18
の
よ
う
に
︑
六
代
を
救
済
す
る
と
き
に
文
覚
は
﹁
聖
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
た

だ
し
︑
延
慶
本
で
﹁
聖
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
は
︑
六
代
の
母
や
乳
母
の
女
房
・
斉

藤
五
・
斉
藤
六
と
い
っ
た
六
代
側
の
人
物
と
関
わ
る
場
面
に
限
ら
れ
て
お
り
︑

頼
朝
や
北
条
四
郎
と
会
話
す
る
と
き
の
文
覚
は
﹁
文
学
﹂
と
呼
ば
れ
る
と
い
う

覚
一
本
に
は
み
ら
れ
な
い
使
い
分
け
が
確
認
さ
れ
た
︒

そ
し
て
︑
19
の
よ
う
に
︑
後
鳥
羽
天
皇
に
謀
反
を
起
こ
す
場
面
で
は
覚
一
本

と
同
様
に
﹁
文
学
﹂
と
呼
ば
れ
︑﹁
聖
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
︒

②
の
事
例

25

義
朝
ガ
首
べ
ヲ
蒔
絵
ノ
箱
ニ
入
テ
︑
錦
ノ
袋
ニ
曩
テ
︑
文
覚 マ

マ

上
人
ノ
頸
ニ

懸
タ
リ
︒

︵
第
四
末
﹁
文
覚
ヲ
便
ニ
テ
義
朝
ノ
首
取
寄
事
﹂
一
四
四
頁
)

26

サ
テ
上
人
鎌
倉
ヘ
下
着
ニ
ケ
レ
バ
︑
兵
衛
佐
冠
帯
ヲ
タ
ヾ
シ
ク
シ
テ
︑
庭

上
ニ
ヲ
リ
向
ヒ
︑
只
今
頭
殿
ノ
入
ラ
セ
給
ト
思
准
ヘ
給
テ
︑

︵
第
四
末
﹁
文
覚
ヲ
便
ニ
テ
義
朝
ノ
首
取
寄
事
﹂
一
四
四
頁
)

27

文
学
上
人
ハ
元
ヨ
リ
怖
キ
心
シ
タ
ル
者
ニ
テ
︑
﹁
当
今
ハ
御
遊
ニ
ノ
ミ
御

心
ヲ

(
第
六
末
﹁
文
学
被
流
罪
事
付
文
学
死
去
事
隠
岐
事
﹂
五
四
六
頁
)

28

十
八
ノ
年
︑
道
心
ヲ
発
テ
本
鳥
ヲ
切
テ
︑
文
学
房
ト
テ
高
野
粉
河
山
々

寺
々
迷
ア
リ
キ
ケ
ル
ガ
︑
兵
衛
佐
ニ
相
奉
テ
︑
勧
奉
リ
タ
リ
ケ
ル
ト
ゾ
聞
ヘ

シ
︒

︵
第
二
末
﹁
兵
衛
佐
頼
朝
発
謀
叛
一
ヲ

由
来
事
﹂
四
四
九
頁
)

29

其
後
十
一
年
ト
申
ケ
ル
ニ
︑
ト
ガ
ノ
尾
ノ
明
恵
上
人
ノ
許
ニ
文
学
房
出
来

ル
︒

︵
第
六
末
﹁
文
学
被
流
罪
事
付
文
学
死
去
事
隠
岐
事
﹂
五
四
七
頁
)

25
と
26
は
︑
義
朝
の
﹁
首
べ
﹂
を
首
に
か
け
て
鎌
倉
へ
下
る
場
面
に
お
い
て

﹁
上
人
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
し
か
し
︑
27
で
は
後
鳥
羽
天
皇
が
相
手
で
あ
っ
て
も

躊
躇
す
る
こ
と
な
く
謀
反
を
起
こ
す
﹁
元
ヨ
リ
怖
キ
心
シ
タ
ル
者
﹂
で
あ
る
文

覚
を
﹁
文
学
上
人
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒

28
は
︑
十
八
才
に
道
心
を
起
こ
し
て
か
ら
修
行
を
積
ん
で
い
る
文
覚
の
こ
と

を
﹁
文
学
房
﹂
と
称
し
て
い
る
︒
29
は
︑
覚
一
本
に
は
語
ら
れ
な
い
話
で
あ
る

が
︑
明
恵
の
も
と
に
姿
を
見
せ
た
文
覚
の
亡
霊
を
﹁
文
学
房
﹂
と
称
し
て
い
る
︒

覚
一
本
で
は
︑
義
朝
と
小
松
家
の
菩
提
を
弔
わ
せ
る
﹁
文
覚
上
人
﹂・
六
代

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

二
二



を
請
い
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
寺
に
住
む
﹁
文
覚
房
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
呼
称

と
人
物
像
と
の
関
係
が
読
み
取
れ
た
︒
し
か
し
︑
延
慶
本
内
で
は
︑
同
じ
呼
称

で
語
ら
れ
る
文
覚
像
に
は
ゆ
れ
が
あ
る
︒﹁
文
学
﹂
と
﹁
文
覚
﹂
と
﹁
聖
﹂
と

﹁
聖
リ
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
し
ば
し
ば
表
記
の
乱
れ
も
窺
え
る
こ
と
か
ら
︑
物

語
全
体
の
呼
称
一
つ
一
つ
に
ま
で
気
を
配
り
統
一
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
汲
み

取
れ
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

③
の
事
例

30

見
レ
バ
︑
腹
巻
ニ
太
刀
脇
ニ
ハ
サ
ミ
タ
ル
大
童
一
人
︑
広
梃
へ
ツ
ト
ノ
ボ

リ
︑

︵
第
二
末
﹁
文
学
ガ
道
念
ノ
由
緒
事
﹂
四
六
三
頁
)

31

十
八
才
ヨ
リ
出
家
シ
テ
︑
一
十
三

マ

マ

年
之
間
ハ
︑
持
斎
持
律
ノ
行
者
也
︒

︵
第
二
末
﹁
文
学
ガ
道
念
ノ
由
緒
事
﹂
四
六
七
頁
)

32

御
前
ノ
無
骨
ト
ハ
思
ワ
デ
︑
人
ノ
ウ
タ
テ
キ
ニ
テ
コ
ソ
ア
レ
ト
思
ケ
ル
故

ニ
︑
天
性
ノ
不
当
ノ
者
ノ
︑
而
モ
物
狂
キ
ニ
テ
有
ケ
レ
バ

(第
二
末
﹁
文
学
院
ノ
御
所
ニ
テ
事
ニ
合
事
﹂
四
七
一
頁
)

33

文
学
ハ
昔
ヨ
リ
サ
ル
イ
カ
メ
シ
キ
者
ニ
テ
︑
身
ノ
ホ
ド
ア
ラ
ハ
シ
タ
リ
シ

者
ゾ
カ
シ
︒

︵
第
二
末
﹁
文
学
伊
豆
国
ヘ
被
配
流
事
﹂
四
八
二
頁
)

こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
に
︑
文
覚
の
様
々
な
姿
が
二
義
的
呼
称
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
て
い
る
︒
法
住
寺
殿
に
乗
り
込
む
時
に
は
︑
30
の
よ
う
に
大
柄
な
体
つ
き

を
印
象
付
け
て
い
る
︒
鳥
羽
の
女
の
供
養
の
た
め
に
仏
道
修
行
し
て
い
る
様
子

は
31
の
よ
う
に
そ
の
熱
心
さ
を
表
現
す
る
︒
相
手
が
天
皇
で
あ
っ
て
も
︑
憚
る

こ
と
の
な
い
態
度
は
32
33
の
よ
う
に
大
胆
不
敵
で
あ
る
と
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
二
義
的
呼
称
を
そ
の
場
の
文
学
像
に
応
じ
て
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
︑
そ
の
場
面
ご
と
の
文
覚
像
を
よ
り
鮮
明
に
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
︑
延
慶
本
を
対
象
と
し
た
早
川
厚
一
氏
の
頼
朝
呼
称
研
究
と
︑
武

久
堅
氏
の
高
倉
宮
・
宗
盛
呼
称
研
究
に
な
ら
い
︑
延
慶
本
と
比
較
す
る
と
い
う

方
法
を
と
り
な
が
ら
覚
一
本
の
文
覚
呼
称
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
︒

そ
の
結
果
と
し
て
︑
覚
一
本
・
延
慶
本
と
も
に
︑
一
義
的
呼
称
が
﹁
文
覚
﹂

か
ら
﹁
聖
﹂
そ
し
て
﹁
文
覚
﹂
へ
と
変
遷
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
﹁
聖
﹂

の
定
義
は
諸
説
あ
る
が
︑
そ
の
特
性
と
し
て
︑﹁
寺
院
に
は
い
ら
ず
︑
私
的
に

修
行
し
て
い
る
隠
遁
僧
︒
ま
た
修
験
集
団
な
ど
に
属
し
︑
修
行
し
て
験
力
を
得

た
僧
︒
行
者
︒
験
者⑫
﹂
や
︑﹁
勧
進
聖
﹂
と
い
う
語
か
ら
勧
進
活
動
を
す
る
こ

と⑬
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
荒
行
に
励
む
文
覚
も
︑
勧
進
帳
を
読
み
上
げ
る
文
覚
も
﹁
聖
﹂
と

称
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
覚
一
本
・
延
慶
本
と
も
に
六
代
救
済
に
関
わ
る
と
き

﹁
聖
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
︑
文
覚
を
﹁
聖
﹂
と
称
す
る

共
通
の
伝
承
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
呼
称

の
異
な
る
本
文
を
組
み
込
む
と
︑
一
人
の
人
物
の
呼
称
が
急
に
変
化
し
︑
人
物

の
一
貫
性
と
物
語
の
統
一
感
が
失
わ
れ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
︒

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

二
三



延
慶
本
は
︑
物
語
全
体
と
し
て
呼
称
を
統
一
す
る
意
思
を
汲
み
取
る
こ
と
は

出
来
な
い
が
︑
む
し
ろ
積
極
的
に
豊
富
な
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ

の
場
そ
の
場
の
文
覚
像
の
輪
郭
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

一
方
の
覚
一
本
で
は
︑
物
語
と
し
て
の
一
貫
性
を
高
め
る
た
め
に
巻
第
五
と

巻
第
十
二
の
冒
頭
に
お
い
て
文
覚
の
呼
称
を
﹁
高
雄
の
文
覚
上
人
﹂
と
統
一
し

た
︒
そ
し
て
﹁
文
覚
﹂
が
︑
頼
朝
に
院
宣
と
義
朝
の
首
を
渡
す
と
い
う
物
語
の

転
換
部
に
当
た
る
場
面
を
用
い
て
︑
六
代
救
済
者
﹁
聖
﹂
の
資
格
を
獲
得
す
る

様
を
描
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
呼
称
の
変
化
が
人
物
の
﹁
不
整
合
面
﹂
を
示
す

と
は
言
え
ず
︑
む
し
ろ
異
な
る
呼
称
を
用
い
て
も
人
物
を
統
一
的
に
描
こ
う
と

し
た
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
た
︒
さ
ら
に
︑
二
義
的
呼
称
を
効
果
的
に

用
い
る
こ
と
に
よ
り
︑
物
語
の
牽
引
力
と
な
る
人
物
を
確
立
さ
せ
て
い
る
と
こ

ろ
に
覚
一
本
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
︒

注①

市
古
貞
次
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
平
家
物
語
一
・
二
﹄
小
学
館
︑

一
九
九
四
年
︒
以
下
︑
覚
一
本
の
引
用
は
全
て
本
書
に
よ
る
︒

②

山
田
昭
全
﹃
平
家
物
語
﹄﹁
文
覚
と
平
家
物
語
﹂
角
川
書
店
︑
一
九
七
五
年
︒

③

五
味
文
彦
﹃
平
家
物
語
︑
史
と
説
話
﹄
平
凡
社
︑
一
九
八
七
年
︒

④

生
形
貴
重
﹃
平
家
物
語
説
話
と
語
り
﹄﹁
文
覚
説
話
の
文
脈

︱
延
慶
本
﹃
平
家

物
語
﹄
に
お
け
る
説
話
と
物
語

︱
﹂
有
精
堂
︑
一
九
九
四
年
︒

⑤

中
村
理
絵
﹁
延
慶
本
平
家
物
語
に
み
る
﹃
謀
反
人
頼
朝
﹄
か
ら
﹃
将
軍
頼
朝
﹄
へ

の
転
換
︱
第
四
﹃
十
七

文
覚
ヲ
使
二
テ
義
朝
ノ
首
取
寄
事
﹄
を
契
機
と
し
て
﹂

﹃
軍
記
物
語
の
窓

第
二
集
﹄︑
和
泉
書
院
︑
二
〇
〇
二
年
︒

⑥

岩
瀬
博
﹁
平
家
物
語
の
文
覚
説
話
﹂
﹃
軍
記
と
語
り
物
﹄
一
号
︑
一
九
六
四
年
二

月
︒

⑦

北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編
集
﹃
延
慶
本
平
家
物
語
本
文
篇
上
・
下
﹄
勉
誠
社
︑
一

九
九
〇
年
︒
以
下
︑
延
慶
本
の
引
用
は
全
て
本
書
に
よ
る
︒

⑧

早
川
厚
一
﹁
﹃
延
慶
本
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
頼
朝
の
呼
称
に
つ
い
て
﹂﹃
国
文
研

究
﹄
六
号
︑
一
九
七
八
年
一
二
月
︒

⑨

武
久
堅
﹃
平
家
物
語
の
全
体
像
﹄
和
泉
書
院
︑
一
九
九
六
年
︒﹁﹃
高
倉
宮
物
語
﹄

の
構
造
﹂︵
七
三
頁
～
九
七
頁
︶
﹁﹃
大
臣
殿
物
語
﹄
の
主
人
公

︱
宗
盛
伝
承
の
様

式
と
平
家
物
語
の
構
想
﹂︵
一
三
四
頁
～
一
九
三
頁
︶︒

⑩

注
①
に
同
じ
︒

⑪

冨
倉
徳
次
郎
﹃
平
家
物
語
全
注
釈
中
巻
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
六
七
年
︵
七
八
頁
︶︒

⑫

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
・
小
学
館
国
語
事
典
編
集
部
編
﹃
日
本
国

語
大
辞
典
第
二
版
﹄
小
学
館
︑
二
〇
〇
一
年
︒

⑬

佐
伯
真
一
﹃
平
家
物
語
説
話
と
語
り
﹄﹁
勧
進
聖
と
説
話

︱
或
は
﹃
説
話
﹄
と

﹃
語
り
﹄﹂
有
精
堂
︑
一
九
九
四
年
︒

﹇
付
記
﹈

な
お
︑
校
正
の
段
階
で
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
人
物
呼
称
の
研
究
と
し
て
伊
藤
一
重

氏
の
論
文
が
あ
る
︵
﹁
平
家
物
語
に
お
け
る
人
を
示
す
表
現
に
つ
い
て
︱
覚
一
本
・
自

称
﹂﹃
豊
田
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
﹄
第
三
七
号
︑
二
〇
〇
四
年
二
月
お
よ
び

﹁
平
家
物
語
に
お
け
る
人
を
示
す
表
現
に
つ
い
て
︱
覚
一
本
・
対
称
﹂﹃
日
本
語
日
本
文

学
論
集
﹄
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︶
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
が
︑
今
回
は
論
旨
に

反
映
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
︒
記
し
て
謝
意
を
示
し
た
い
︒

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

二
四



資料� 覚一本の「地の文」における文覚呼称の用例

一
義
的
呼
称

二
義
的
呼
称

計

文覚

聖

高雄の文覚上人

高雄の聖

文覚房

渡辺の遠藤左近将監茂遠が子

遠藤武者盛遠

やいばの験者

天性不敵第一のあらひじり

おそろしき聖

巻第五

文
覚
荒
行

8

0

1

0

0

1

1

1

0

0

12

勧
進
帳

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

文
覚
被
流

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

福
原
院
全
宣

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

巻第十二

紺
掻
沙
汰

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

3

六
代

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

12

泊
瀬
六
代

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

3

六
代
被
斬

4

2

0

1

1

0

0

0

0

1

8

計

28

18

2

1

1

1

1

1

1

1

55

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

二
五



資料� 延慶本の「地の文」における文覚呼称の用例

一
義
的
呼
称

二
義
的
呼
称

計

文学（文覚）

聖（聖リ）

盛遠

盛アミダ仏（ブ）

男

文覚房

文覚上人

遠藤

遠藤武者盛遠入道

上人

文覚聖人

高雄文覚

遠藤右近将監茂遠ガ子

遠藤武者盛遠

渡辺ノ遠藤武者盛遠

腹巻ニ太刀脇ニハサミタル大童

持斎持律ノ行者

後代モ有ガタキホドノ木聖

天性ノ不当ノ者

物狂キ

長七尺計ナル大法師

スグレタル大力ノ心猛キ

サルイカメシキ者

身のホドアラハシタリシ者

怖シゲナル木聖

元ヨリ怖キ心シタル者

第二末

兵
衛
佐
頼
朝
発
謀
叛
一
ヲ
由
来
事

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

文
学
ガ
道
念
ノ
由
緒
事

2

0

21

1(2)

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

34

文
学
院
ノ
御
所
ニ
テ
事
ニ
合
事

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

13

文
学
伊
豆
国
ヘ
被
配
流
事

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

17

文
学
熊
野
那
智
ノ
滝
ニ
被
打
事

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

文
学
兵
衛
佐
ニ
相
奉
事

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

文
学
上
京
シ
テ
院
宣
申
賜
事

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

第四

文
学
ヲ
便
ニ
シ
テ
義
朝
ノ
首
取
寄
事

2(2)

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

第六末

六
代
御
前
被
召
取
事

3

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

17

六
代
御
前
被
免
給
事

0

4(1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

六
代
御
前
大
学
寺
ヘ
ヲ
ハ
ス
ル
事

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

斎
藤
五
長
谷
寺
ヘ
尋
行
事

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

六
代
御
前
高
野
ヘ
詣
給
事

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

肥
後
守
貞
能
預
観
音
利
生
事
事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

文
学
被
流
罪
事
付
文
学
死
去
事
隠
岐
事

3

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

六
代
御
前
被
誅
給
事

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

計

73

21

21

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

143

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
文
覚
像

二
六


