
覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

︱
厳
島
明
神
を
介
し
て
︑
竜
女
︑
そ
し
て
文
殊
菩
薩
へ

︱

小

林

加

代

子

は
じ
め
に

安
徳
天
皇
を
奉
じ
て
都
を
落
ち
た
平
家
一
門
は
︑
壇
ノ
浦
の
戦
い
に
敗
れ
海

に
沈
ん
だ
︒﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本
は
︑
二
位
殿
と
と
も
に
海
に
沈
む
安
徳
天
皇

の
姿
を
記
し
て
い
る
︒

諸
本
は
共
通
し
て
︑
海
に
沈
も
う
と
す
る
八
歳
の
安
徳
天
皇
の
姿
が
︑
黒
く

ゆ
ら
ゆ
ら
と
背
中
を
過
ぎ
る
ほ
ど
の
髪
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
︒
二
位

殿
は
︑﹁
ど
こ
へ
ゆ
く
の
か
﹂
と
問
う
安
徳
天
皇
に
︑﹁
極
楽
︵
あ
る
い
は
西
方

浄
土
︶
へ
﹂
と
答
え
︑﹁
波
の
下
に
も
都
﹂
が
あ
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
︑
と
も

に
海
に
沈
ん
だ
︒

諸
本
の
う
ち
覚
一
本
を
見
て
み
た
い
︒
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
た
黒
髪
姿
で
﹁
私
を

ど
こ
へ
連
れ
て
ゆ
く
の
か
﹂
と
問
う
安
徳
天
皇
に
︑
二
位
殿
は
︑
次
の
よ
う
に

答
え
る
︒
君
は
︑
先
世
の
十
善
戒
行
の
力
に
よ
っ
て
万
乗
の
主
と
し
て
お
生
ま

れ
に
な
っ
た
が
︑
悪
縁
に
ひ
か
れ
て
︑
運
尽
き
ら
れ
た
︒
伊
勢
大
神
宮
に
暇
申

し
て
西
に
向
か
っ
て
念
仏
な
さ
っ
た
ら
︑
極
楽
浄
土
へ
お
連
れ
し
よ
う
︒
こ
の

二
位
殿
の
言
葉
の
後
に
記
さ
れ
る
安
徳
天
皇
の
姿
は
︑﹁
山
鳩
色
の
御
衣
に
び

ん
づ
ら
ゆ
は
せ
給
て
﹂
と
い
う
も
の
に
変
化
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
涙
な
が
ら

に
小
さ
な
手
を
あ
わ
せ
︑
二
位
殿
の
言
葉
ど
お
り
の
動
作
の
後
︑
二
位
殿
に
抱

か
れ
て
海
に
沈
ん
だ
︒

覚
一
本
で
は
︑
二
位
殿
に
抱
か
れ
た
安
徳
天
皇
は
︑
黒
く
ゆ
ら
ゆ
ら
と
長
い

髪
の
姿
と
︑
び
ん
づ
ら
を
結
っ
て
山
鳩
色
の
御
衣
を
着
た
姿
と
︑
異
な
る
二
つ

の
姿
が
ご
く
近
い
位
置
に
並
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本
は
多

く
︑
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
た
黒
髪
姿
の
み
を
記
す
︒
び
ん
づ
ら
姿
と
二
つ
の
姿
を
並

記
す
る
こ
と
は
︑
覚
一
本
系
本
文
の
特
徴
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
二
つ
の
姿
に
着
目
し
た
花
田
清
輝
は
﹃
小
説
平
家
﹄
に
お
い
て
︑
後
者

が
実
は
身
替
わ
り
だ
っ
た
と
す
る
︒
花
田
の
指
摘
は
︑
冨
倉
徳
次
郎
﹃
平
家
物

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

九
〇



語
全
注
釈
﹄
に
紹
介
さ
れ
て
も
い
る
︒
冨
倉
は
︑
二
つ
の
姿
は
矛
盾
す
る
も
の

と
見
た
︒
一
方
︑
生
形
貴
重
は
︑
二
つ
の
姿
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
聴
覚
的
受

容
を
考
慮
す
れ
ば
︑
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
︑
琵
琶
法
師
の
芸
術
性
の

高
さ
を
示
す
例
の
一
つ
と
し
て
評
価
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
び
ん
づ
ら
姿
の
童
子

と
は
︑
神
仏
が
姿
を
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
斉
藤
慎
一
の
論
に
肯
っ
た
う

え
で
︑
安
徳
天
皇
を
神
童
と
し
て
荘
厳
す
る
覚
一
本
の
文
芸
性
を
評
価
す
る
︒

ま
た
︑
榊
原
千
鶴
は
︑
覚
一
本
が
︑﹃
法
華
経
﹄﹁
提
婆
達
多
品
﹂
の
竜
女
成
仏

を
安
徳
天
皇
に
投
影
し
︑
救
済
と
い
う
主
題
に
関
わ
る
意
味
を
付
与
す
る
と
指

摘
す
る①
︒

二
つ
の
姿
が
︑
並
ん
で
記
さ
れ
た
こ
と
︒
冨
倉
が
矛
盾
と
指
摘
し
た
点
に
関

し
て
︑
生
形
論
は
︑
び
ん
づ
ら
姿
の
安
徳
天
皇
を
描
き
出
し
た
覚
一
本
を
評
価

す
る
が
︑
そ
の
直
前
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
た
黒
髪
姿
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
特
段
触
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
榊
原
論
に
つ
い
て
も
︑
竜
女
と
の
関
連
に
つ

い
て
の
み
言
え
ば
︑
覚
一
本
に
限
ら
ず
︑
他
の
諸
本
も
関
連
性
が
あ
る
と
解
釈

し
う
る
も
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
こ
に
び
ん
づ
ら
姿
が
記
さ
れ
て
い
な
く

と
も
︑
覚
一
本
全
体
の
主
題
と
し
て
の
救
済
が
安
徳
天
皇
に
投
影
さ
れ
る
と
見

る
こ
と
は
︑
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
覚
一
本
が
二
つ
の
姿
を
並
記
す
る
こ
と
に
対
す
る
解
釈
の
可
能

性
を
探
り
た
い
︒
榊
原
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
他
の
諸
本
同
様
覚
一
本
も
安
徳

天
皇
の
入
水
に
﹃
法
華
経
﹄﹁
提
婆
品
﹂
を
想
起
さ
せ
う
る
︒
娑
竭
羅
竜
王
の

八
歳
の
娘
︑
竜
女
は
︑
文
殊
菩
薩
の
入
海
教
化
に
よ
っ
て
︑
変
成
男
子
し
て
往

生
を
遂
げ
た
︒
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
院
政
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け

て
︑
神
仏
習
合
の
理
論
化
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
中
で
︑
竜
女
と
文
殊
菩
薩
は
近

づ
き
︑
同
体
説
が
説
か
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
︒
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
︑
覚

一
本
の
二
つ
の
姿
は
︑
竜
女
と
文
殊
菩
薩
の
両
方
を
︑
安
徳
天
皇
一
人
に
投
影

さ
せ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

一

﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本
に
お
け
る
安
徳
天
皇
入
水
場
面

安
徳
天
皇
入
水
場
面
に
つ
い
て
は
︑
冨
倉
徳
次
郎
﹃
平
家
物
語
全
注
釈
﹄
に
︑

諸
本
対
照
表
が
示
さ
れ
詳
論
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
先
行
研
究
で
も
既
に
検
討

が
な
さ
れ
て
お
り
︑
屋
上
屋
を
架
す
こ
と
に
な
る
が
︑
ま
ず
は
改
め
て
︑
覚
一

本
﹃
平
家
物
語
﹄
巻
一
一
﹁
先
帝
身
投
﹂
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

(�
)二
位
殿
は
こ
の
有
様
を
御
ら
ん
じ
て
︑
日
ご
ろ
お
ぼ
し
め
し
ま
う

け
た
る
事
な
れ
は
︑
に
ぶ
色
の
ふ
た
つ
ぎ
ぬ
う
ち
か
づ
き
︑
ね
り
ば
か
ま

の
そ
ば
た
か
く
は
さ
み
︑
神
璽
を
わ
き
に
は
さ
み
︑
宝
剣
を
腰
に
さ
し
︑

①
主
上
を
い
だ
き
た
て
ま
ッ
て
︵
傍
線
引
用
者
︒
以
下
同
︶︑﹁
わ
が
身
は

女
な
り
と
も
︑
か
た
き
の
手
に
は
か
ゝ
る
ま
じ
︒
君
の
御
と
も
に
ま
い
る

な
り
︒
御
心
ざ
し
お
も
ひ
ま
い
ら
せ
給
は
ん
人
々
は
︑
い
そ
ぎ
つ
ゞ
き
給

へ
﹂
と
て
︑
ふ
な
ば
た
へ
あ
ゆ
み
い
で
ら
れ
け
り
︒
(�
)主
上
こ
と
し
は

八
歳
に
な
ら
せ
給
へ
ど
も
︑
御
歳
の
程
よ
り
は
る
か
に
ね
び
さ
せ
給
ひ
て
︑

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

九
一



①
御
か
た
ち
う
つ
く
し
く
︑
②
あ
た
り
も
て
り
か
ゝ
や
く
ば
か
り
也
︒
御

ぐ
し
く
ろ
う
ゆ
ら
〳
〵
と
し
て
︑
御
せ
な
か
す
ぎ
さ
せ
給
へ
り
︒
あ
き
れ

た
る
御
さ
ま
に
て
︑﹁
尼
ぜ
︑
わ
れ
を
ば
い
づ
ち
へ
ぐ
し
て
ゆ
か
ん
と
す

る
ぞ
﹂
と
仰
け
れ
ば
︑
(�
)い
と
け
な
き
君
に
む
か
い
た
て
ま
つ
り
︑
涙

を
を
さ
へ
申
さ
れ
け
る
は
︑﹁
君
は
い
ま
だ
し
ろ
し
め
さ
れ
さ
ぶ
ら
は
ず

や
︒
先
世
の
十
善
戒
行
の
御
ち
か
ら
に
よ
ッ
て
︑
今
万
乗
の
あ
る
じ
と
生

れ
さ
せ
給
へ
ど
も
︑
①
悪
縁
に
ひ
か
れ
て
︑
御
運
既
に
つ
き
さ
せ
給
ひ
ぬ
︒

②
ま
づ
東
に
む
か
は
せ
給
て
︑
伊
勢
大
神
宮
に
御
い
と
ま
申
さ
せ
給
ひ
︑

其
後
西
方
浄
土
の
来
迎
に
あ
づ
か
ら
ん
と
お
ぼ
し
め
し
︑
西
に
む
か
は
せ

給
ひ
て
︑
御
念
仏
さ
ぶ
ら
ふ
べ
し
︒
こ
の
国
は
心
う
き
さ
か
ゐ
に
て
さ
ぶ

ら
へ
ば
︑
極
楽
浄
土
と
て
め
で
た
き
処
へ
ぐ
し
ま
い
ら
せ
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
﹂

と
な
く
〳
〵
申
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
︑
(	
)山
鳩
色
の
御
衣
に
び
ん
づ
ら
ゆ

は
せ
給
て
︑
御
涙
に
お
ぼ
れ
︑
ち
い
さ
く
う
つ
く
し
き
御
手
を
あ
は
せ
︑

ま
づ
東
を
ふ
し
を
が
み
︑
伊
勢
大
神
宮
に
御
い
と
ま
申
さ
せ
給
ひ
︑
其
後

西
に
む
か
は
せ
給
ひ
て
︑
後
念
仏
あ
り
し
か
ば
︑
二
位
殿
や
が
て
い
だ
き

奉
り
︑
浪
の
し
た
に
も
都
の
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
﹂
と
な
ぐ
さ
め
た
て
ま
ッ
て
︑

ち
い
ろ
の
底
へ
ぞ
い
り
給
ふ
︒

こ
れ
を
次
の
四
点
︑
(�
)入
水
を
決
意
し
た
二
位
殿
の
言
動
︑
(�
)安
徳
天

皇
の
姿
︑
(�
)二
位
殿
の
言
葉
︑
(	
)身
投
の
あ
り
さ
ま
︑
以
上
に
注
目
し
て
︑

延
慶
本
︑
屋
代
本
︑
長
門
本
︑
源
平
盛
衰
記
の
諸
本
を
中
心
に
比
較
を
行
う
︒

(�
)で
注
目
し
た
い
の
は
︑
ま
ず
︑
覚
一
本
は
安
徳
天
皇
を
﹁
主
上
﹂
と
記

し
︑
他
の
諸
本
は
﹁
先
帝
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
冨
倉
が
指

摘
す
る
よ
う
に
︑
覚
一
本
で
は
二
位
殿
は
主
上
を
抱
い
て
い
る
と
あ
る
の
み
だ

が
︑
延
慶
本
は
︑
先
帝
を
背
負
っ
て
帯
で
強
く
結
び
合
わ
せ
た
と
記
し
て
い
る
︒

屋
代
本
︑
長
門
本
︑
盛
衰
記
も
︑
背
負
っ
て
い
る
か
抱
い
て
い
る
か
の
相
違
は

あ
る
が
︑
延
慶
本
同
様
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
を
記
す
︒

(�
)は
︑
屋
代
本
で
は
傍
線
部
①
②
に
相
当
す
る
記
述
が
な
く
︑
長
門
本
︑

盛
衰
記
は
傍
線
部
②
に
対
応
す
る
本
文
が
な
い
︒
延
慶
本
は
︑
傍
線
部
②
に
関

連
す
る
本
文
を
持
ち
︑
覚
一
本
に
な
い
記
述
も
あ
る
の
で
引
用
す
る
︒

先
帝
今
年
ハ
八
ニ
成
セ
給
ケ
ル
ガ
︑
(
ａ
)折
シ
モ
其
日
ハ
山
鳩
色
ノ
御
衣

ヲ
被
召
タ
リ
ケ
レ
バ
︑
海
ノ
上
ヲ
照
シ
テ
ミ
ヘ
サ
セ
給
ケ
リ
︒
御
歳
ノ
程

ヨ
リ
モ
ネ
ビ
サ
セ
給
テ
︑
(ｂ
)
御
㒵
ウ
ツ
ク
シ
ク
︑
黒
ク
ユ
ラ
〳
〵
ト
シ

テ
︑
御
肩
ニ
ス
ギ
テ
︑
(
ｃ
)
御
背
ニ
フ
サ
〳
〵
ト
カ
ヽ
ラ
セ
玉
ヘ
リ
︒

(ｄ
)二
位
殿
カ
ク
シ
タ
ヽ
メ
テ
︑
船
バ
タ
ニ
臨
マ
レ
ケ
レ
バ
︑
ア
キ
レ
タ

ル
御
気
色
ニ
テ
︑﹁
此
ハ
イ
ヅ
チ
ヘ
行
ム
ズ
ル
ゾ
﹂
ト
仰
有
ケ
レ
バ
︑

︵
略
︶

延
慶
本
破
線
部
(
ａ
)は
︑
覚
一
本
(	
)と
同
じ
装
束
で
あ
る
︒
延
慶
本
は
光

の
当
た
り
具
合
に
よ
っ
て
色
合
い
を
変
え
る
玉
虫
色
の
麹
塵
の
装
束
が
︑
光
を

反
射
し
て
海
上
を
照
ら
し
て
い
る
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒
覚
一
本
は
︑
こ
こ
に

装
束
の
描
写
が
な
い
の
で
︑
安
徳
天
皇
自
身
の
う
つ
く
し
さ
で
辺
り
が
照
り
輝

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

九
二



い
て
い
る
と
読
め
る
︒
延
慶
本
二
重
傍
線
部
(ｃ
)
(ｄ
)
は
覚
一
本
に
な
い
︒

(ｄ
)は
延
慶
本
の
み
に
見
え
る
が
︑
屋
代
本
の
よ
う
に
(�
)の
と
こ
ろ
で
﹁
二

所
勁
ク
結
付
奉
リ
﹂
と
す
る
も
の
も
あ
る
︒
(ｃ
)の
髪
が
ふ
さ
ふ
さ
と
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
︑
長
門
本
︑
盛
衰
記
に
見
え
る
︒

(�
)の
部
分
は
︑
屋
代
本
﹁
二
位
殿
︑﹃
是
ハ
西
方
浄
土
ヘ
﹄
ト
テ
﹂︑
長
門

本
﹁﹃
弥
陀
の
浄
土
へ
そ
︑
我
君
﹄
と
て
﹂︑
盛
衰
記
﹁
二
位
殿
は
兵
共
が
御
船

に
矢
を
進
せ
候
へ
ば
︑
別
の
御
舟
へ
行
幸
な
し
進
せ
候
﹂
と
簡
略
で
あ
る
︒
対

し
て
延
慶
本
は
︑
二
位
殿
の
安
徳
天
皇
へ
の
言
葉
と
︑
天
照
大
神
︑
正
八
幡
宮

へ
の
言
葉
と
を
記
し
て
い
る
︒
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

｢君
ハ
知
食
サ
ズ
ヤ
︑
穢
土
ハ
心
憂
所
ニ
テ
︑
夷
共
ガ
御
舟
ヘ
矢
ヲ
進
ラ

セ
候
ト
キ
ニ
︑
極
楽
ト
テ
︑
ヨ
ニ
目
出
キ
所
ヘ
具
シ
進
セ
候
ゾ
ヨ
﹂
ト
テ
︑

(ａ
)
王
城
ノ
方
ヲ
伏
拝
給
テ
︑
ク
ダ
カ
レ
ケ
ル
コ
ソ
哀
ナ
レ
︒﹁
南
無
帰

命
頂
礼
天
照
大
神
正
八
幡
宮
︑
慥
ニ
聞
食
セ
︒
吾
君
十
善
ノ
戒
行
限
リ
御

坐
セ
バ
︑
我
国
ノ
主
ト
生
サ
セ
給
タ
レ
ド
モ
︑
(ｂ
)未
幼
ク
オ
ワ
シ
マ
セ

バ
︑
善
悪
ノ
政
ヲ
行
給
ワ
ズ
︒
何
ノ
御
罪
ニ
依
テ
カ
百
王
鎮
護
ノ
御
誓
ニ

漏
サ
セ
給
ベ
キ
︒
今
カ
ヽ
ル
御
事
ニ
成
セ
給
ヌ
ル
事
︑
併
ラ
(ｃ
)我
等
ガ

累
葉
一
門
︑
万
人
ヲ
軽
シ
メ
朝
家
ヲ
忽
緒
シ
奉
︑
雅
意
ニ
任
テ
自
昇
進
ニ

驕
シ
故
也
︒
願
ハ
今
生
世
俗
ノ
垂
迹
三
摩
耶
ノ
神
明
達
︑
賞
罰
新
ニ
オ
ワ

シ
マ
サ
バ
︑
設
今
世
ニ
ハ
此
誡
ニ
沈
ム
ト
モ
︑
来
世
ニ
ハ
大
日
遍
照
弥
陀

如
来
︑
大
悲
方
便
廻
シ
テ
必
引
接
シ
玉
ヘ
︒

今
ゾ
シ
ル
ミ
モ
ス
ソ
川
ノ
流
ニ
ハ
浪
ノ
下
ニ
モ
都
ア
リ
ト
ハ
﹂

ト
詠
ジ
給
テ
︑
最
後
ノ
十
念
唱
ツ
ヽ
︑

こ
の
︑
延
慶
本
の
二
位
殿
の
和
歌
は
︑
長
門
本
︑
盛
衰
記
に
も
見
え
る
︒
覚

一
本
は
そ
れ
を
二
位
殿
の
言
葉
と
し
て
記
し
て
い
る
︒
注
目
し
た
い
の
は
︑
覚

一
本
傍
線
部
①
が
﹁
悪
縁
に
ひ
か
れ
て
︑
御
運
既
に
つ
き
さ
せ
給
ひ
ぬ
﹂
と
︑

外
的
条
件
を
具
体
的
に
記
し
て
お
ら
ず
一
般
的
に
読
め
る
の
に
対
し
て
︑
延
慶

本
は
傍
線
部
(ｂ
)(ｃ
)
の
よ
う
に
︑
安
徳
天
皇
の
せ
い
で
は
な
く
︑
平
家
一
門

の
せ
い
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
覚
一
本
傍
線
部
②
に
つ

い
て
は
︑
東
の
伊
勢
大
神
宮
を
遙
拝
し
︑
西
の
西
方
浄
土
に
向
か
っ
て
念
仏
を

す
る
よ
う
に
と
の
︑
二
位
殿
の
安
徳
天
皇
へ
の
指
示
が
記
さ
れ
る
が
︑
延
慶
本

で
は
︑
二
位
殿
が
王
城
の
方
を
伏
し
拝
ん
で
言
葉
を
発
し
て
お
り
︑
誰
が
ど
こ

を
向
い
た
か
が
異
な
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
︒
な
お
︑
こ
の
箇
所
は
灌
頂
巻

﹁
六
道
之
沙
汰
﹂
と
関
連
す
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒

(	
)は
︑
前
述
の
と
お
り
の
び
ん
づ
ら
姿
を
記
す
が
︑
延
慶
本
と
山
鳩
色
の

御
衣
が
共
通
す
る
以
外
は
覚
一
本
系
本
文
に
独
自
の
記
事
で
あ
る
︒
ま
た
︑
安

徳
天
皇
が
実
際
に
行
為
す
る
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
︒

諸
本
比
較
か
ら
見
い
だ
せ
る
覚
一
本
の
安
徳
天
皇
入
水
場
面
の
特
徴
は
︑
既

に
生
形
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
安
徳
天
皇
の
神
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
︒
び
ん
づ
ら
姿
の
他
に
見
い
だ
せ
る
覚
一
本
の
特
徴
を
具
体
的
に
挙
げ
る
な

ら
ば
︑﹁
先
帝
﹂
で
は
な
く
﹁
主
上
﹂
と
記
す
こ
と
︑
安
徳
天
皇
の
う
つ
く
し

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

九
三



さ
は
辺
り
を
照
り
輝
か
す
ば
か
り
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
︑
主
上
と
い
え
ど
も

悪
縁
は
い
た
し
か
た
な
い
こ
と
︑
二
位
殿
の
言
葉
を
聞
い
て
涙
な
が
ら
に
遙
拝

し
合
掌
念
仏
す
る
安
徳
天
皇
自
身
の
行
為
を
記
す
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒

入
水
場
面
に
関
し
て
は
︑
生
形
が
指
摘
す
る
と
お
り
︑
延
慶
本
と
覚
一
本
と

は
文
言
の
比
較
検
討
が
可
能
で
あ
り
︑
内
容
の
方
向
性
の
違
い
が
見
て
取
れ
る
︒

延
慶
本
に
つ
い
て
は
︑
武
久
堅
の
論
に
詳
し
い
の
で
ふ
れ
な
い
︒
覚
一
本
は
︑

安
徳
天
皇
を
今
上
と
し
︑
そ
の
姿
を
二
度
も
︑
し
か
も
異
な
っ
た
姿
で
記
し
て

い
る
の
で
自
ず
か
ら
そ
の
印
象
は
強
く
な
る
︒
ま
た
︑
海
に
入
る
の
も
︑
二
位

殿
に
よ
っ
て
否
応
な
し
に
海
に
飛
び
込
ま
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
理
解

し
て
剣
を
携
え
た
二
位
殿
と
と
も
に
自
ら
海
へ
入
っ
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
と

見
受
け
ら
れ
る
︒

な
お
︑
覚
一
本
は
こ
の
入
水
場
面
を
︑
灌
頂
巻
﹁
六
道
之
沙
汰
﹂
で
も
︑
ゆ

ら
ゆ
ら
と
し
た
黒
髪
姿
を
記
さ
な
い
他
は
︑
ほ
ぼ
同
文
で
記
し
て
い
る
︒
実
は
︑

覚
一
本
が
二
箇
所
に
記
す
入
水
場
面
は
︑﹃
閑
居
友
﹄
下
・
八
﹁
建
礼
門
院
女

院
御
庵
に
︑
忍
び
の
御
幸
の
事
﹂
に
類
似
記
事
が
あ
る
︒

船
に
恐
し
き
者
ど
も
乗
り
移
り
侍
し
か
ば
︑
今
上
お

（
を
）

ば
人
の
抱
き
奉
り
て
︑

海
に
入
り
給
ひ
き
︒
人
〳
〵
︑
或
は
神
璽
を
捧
げ
︑
あ
る
は
宝
剣
お

（
を
）

持
ち

て
︑
海
に
浮
み
て
︑
か
の
御
供
に
入
り
ぬ
と
名
乗
り
し
声
ば
か
り
し
て
︑

失
せ
に
き
︒
残
れ
る
者
ど
も
︑
目
の
前
に
命
を
失
ひ
︑
あ
る
は
︑
縄
に
て

さ
ま
〴
〵
に
し
た
ゝ
め
︑
い
ま
し
む
︒
少
し
も
情
お

（
を
）

残
す
事
な
し
︒
今
は

と
て
︑
海
に
入
り
な
ん
と
せ
し
時
は
︑
焼
石
・
硯
な
ど
懐
に
入
れ
て
鎮
に

し
て
︑
今
上
を
抱
き
奉
り
て
︑
ま
づ
は
伊
勢
大
神
宮
を
拝
ま
せ
参
ら
せ
︑

次
に
西
方
を
拝
み
て
入
ら
せ
給
し
に
︑
我
も
入
な
ん
と
し
侍
し
か
ば
︑

﹁
女
人
を
ば
昔
よ
り
殺
す
事
な
し
︒
構
え
て
残
り
留
ま
り
て
︑
い
か
な
る

さ
ま
に
て
も
後
の
世
を
弔
ひ
給
べ
し
︒
親
子
の
す
る
弔
ひ
は
︑
必
ず
叶
ふ

事
也
︒
誰
か
は
今
上
の
後
世
を
も
︑
我
後
世
を
も
弔
は
ん
﹂
と
あ
り
し
に
︑

今
上
は
何
心
も
な
く
︑
振
り
分
け
髪
に
み
づ
ら
結
ひ
て
︑
青
色
の
御
衣
を

奉
り
た
り
し
を
見
奉
り
し
に
︑
心
も
消
ゑ
失
せ
て
︑
今
日
ま
で
あ
る
べ
し

と
も
覚
え
ず
侍
き
︒︵
略
︶

こ
れ
は
︑
か
の
院
の
御
あ
た
り
の
事
を
記
せ
る
文
に
侍
き
︒
何
と
な
く

見
過
ぐ
し
が
た
く
て
︑
書
き
載
せ
侍
な
る
べ
し
︒

﹃
閑
居
友
﹄
と
﹃
平
家
物
語
﹄
の
関
係
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
に
譲
り
こ
こ

で
は
論
じ
な
い②
︒
覚
一
本
に
関
し
て
見
れ
ば
︑
び
ん
づ
ら
姿
︑
山
鳩
色
の
御
衣
︑

今
上
と
す
る
こ
と③
︑
抱
か
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
︑
伊
勢
と
西
方
を
拝
む
行
為

等
︑
共
通
す
る
点
は
多
い
︒
覚
一
本
が
︑﹃
閑
居
友
﹄
が
記
す
よ
う
な
﹃
平
家

物
語
﹄
以
外
の
資
料
を
引
用
し
て
︑
従
来
か
ら
あ
っ
た
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
た
黒
髪

姿
の
安
徳
天
皇
入
水
を
記
し
て
い
た
覚
一
本
以
前
の
﹃
平
家
物
語
﹄
に
︑
記
事

を
追
加
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
安
徳
天
皇
入
水

場
面
は
︑
こ
の
場
面
の
み
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
先
行
研
究
が
指
摘
し

て
き
た
よ
う
に
︑
覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
全
体
と
の
関
連
を
も
っ
て
理
解
す
る

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

九
四



必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

覚
一
本
全
体
に
お
け
る
安
徳
天
皇
入
水
場
面
を
考
え
る
う
え
で
︑
次
の
二
つ

の
記
事
は
特
に
重
要
で
あ
る
︒
一
つ
は
︑
諸
本
に
共
通
す
る
︑
八
岐
大
蛇
が
人

王
八
十
代
︑
八
歳
の
安
徳
天
皇
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
剣
を
奪
い
返
し
た
と
い
う
︑

覚
一
本
で
は
巻
十
一
﹁
剣
﹂
に
記
さ
れ
る
記
事
で
あ
る
︒
こ
の
八
と
い
う
数
は
︑

後
述
す
る
厳
島
明
神
と
の
関
連
で
も
留
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
︑

先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
︑
び
ん
づ
ら
を
結
っ
た
童
子
は
神
仏
の
顕
現

し
た
姿
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
特
に
︑
覚
一
本
に
は
︑
巻
三
﹁
大
塔
建
立
﹂
に
︑

清
盛
が
厳
島
に
皇
子
誕
生
を
祈
っ
て
叶
っ
た
と
い
う
記
事
に
加
え
て
︑
清
盛
が
︑

厳
島
明
神
か
ら
小
長
刀
を
授
与
さ
れ
る
と
い
う
霊
夢
を
見
て
現
実
に
小
長
刀
を

得
た
と
い
う
︑
そ
の
霊
夢
に
厳
島
明
神
の
使
い
と
し
て
記
さ
れ
た
の
が
び
ん
づ

ら
を
結
っ
た
天
童
で
あ
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
︒
延
慶
本
︑
長
門
本
︑
盛
衰

記
で
は
︑
内
侍
に
託
宣
し
た
と
あ
っ
て
異
同
が
あ
り
︑
び
ん
づ
ら
姿
の
天
童
は

覚
一
本
の
特
徴
と
言
え
よ
う
︒

安
徳
天
皇
と
︑
八
岐
大
蛇
︑
厳
島
明
神
と
の
関
連
を
考
え
る
う
え
で
︑
こ
れ

も
既
に
﹃
平
家
物
語
全
注
釈
﹄
を
は
じ
め
︑
先
行
研
究
に
多
く
指
摘
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
が
︑
厳
島
明
神
が
安
徳
天
皇
と
し
て
生
ま
れ
た
と
す
る
﹃
愚
管
抄
﹄

巻
五
の
記
事
は
︑
や
は
り
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

其
後
コ
ノ
主
上
ヲ
バ
安
徳
天
皇
ト
ツ
ケ
申
タ
リ
︒
海
ニ
シ
ヅ
マ
セ
給
ヒ
ヌ

ル
コ
ト
ハ
︑
コ
ノ
王
ヲ
平
相
国
イ
ノ
リ
出
シ
マ
イ
ラ
ス
ル
事
ハ
︑
安
芸
ノ

イ
ツ
ク
シ
マ
ノ
明
神
ノ
利
生
ナ
リ
︑
コ
ノ
イ
ツ
ク
シ
マ
ト
云
フ
ハ
龍
王
ノ

ム
ス
メ
ナ
リ
ト
申
ツ
タ
ヘ
タ
リ
︑
コ
ノ
御
神
ノ
︑
心
ザ
シ
フ
カ
キ
ニ
コ
タ

ヘ
テ
︑
我
身
ノ
コ
ノ
王
ト
成
テ
ム
マ
レ
タ
リ
ケ
ル
ナ
リ
︑
サ
テ
ハ
テ
ニ
ハ

海
ヘ
カ
ヘ
リ
ヌ
ル
也
ト
ゾ
︑
コ
ノ
子
細
シ
リ
タ
ル
人
ハ
申
ケ
ル
︒
コ
ノ
事

ハ
誠
ナ
ラ
ン
ト
オ
ボ
ユ
︒

抑
コ
ノ
宝
剣
ウ
セ
ハ
テ
ヌ
ル
事
コ
ソ
︑
王
法
ニ
ハ
心
ウ
キ
コ
ト
ニ
テ
侍

ベ
レ
︒
コ
レ
ヲ
モ
コ
ヽ
ロ
ウ
ベ
キ
道
理
サ
ダ
メ
テ
ア
ル
ラ
ン
ト
案
ヲ
メ
グ

ラ
ス
ニ
︑
コ
レ
ハ
ヒ
ト
ヘ
ニ
︑
今
ハ
色
ニ
ア
ラ
ハ
レ
テ
︑
武
士
ノ
キ
ミ
ノ

御
マ
モ
リ
ト
ナ
リ
タ
ル
世
ニ
ナ
レ
バ
︑
ソ
レ
ニ
カ
ヘ
テ
ウ
セ
タ
ル
ニ
ヤ
ト

ヲ
ボ
ユ
ル
也
︒

厳
島
明
神
は
竜
王
の
娘
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
︑
安
徳
天
皇
と
な
っ
て
生
ま
れ
︑

海
に
帰
っ
た
と
い
う
︒
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
と
お
り
︑﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本

の
背
後
に
は
共
通
し
て
︑
や
は
り
安
徳
天
皇
を
厳
島
明
神
の
化
身
と
す
る
認
識

を
想
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
例
え
ば
︑
百
二
十
句
本
﹁
剣
の
巻

上
﹂
に
大

蛇
が
﹁
わ
が
朝
の
安
徳
天
皇
と
生
ま
れ
︑
八
歳
の
竜
女
の
姿
を
示
さ
ん
が
た
め

に
︑
八
歳
の
帝
王
の
体
を
現
し
て
︑
か
の
剣
を
取
り
返
し
︑
深
く
竜
宮
に
納
め

け
る
と
か
や
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
︑
八
と
い
う
数
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
︑

﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本
の
背
後
に
あ
る
認
識
が
推
し
進
め
ら
れ
た
か
た
ち
で
本
文

に
反
映
し
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
後
述
す
る
よ

う
に
︑
厳
島
明
神
は
︑
諸
本
に
お
い
て
娑
竭
羅
竜
王
の
娘
と
記
さ
れ
る
か
ら
で

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

九
五



あ
る
︒
で
は
︑
諸
本
に
お
け
る
覚
一
本
の
特
性
と
は
何
か
︒
次
に
︑
厳
島
明
神

を
女
神
と
す
る
か
否
か
に
着
目
し
て
︑
覚
一
本
を
中
心
に
諸
本
を
見
て
い
き
た

い
︒

二
︑
厳
島
明
神
の
性
別
を
め
ぐ
る
諸
本
異
同

覚
一
本
は
︑
清
盛
が
厳
島
を
尊
崇
す
る
よ
う
に
な
っ
た
由
縁
を
︑
中
宮
の
懐

妊
記
事
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
す
︒
覚
一
本
巻
第
三
﹁
大
塔
建
立
﹂
を
引
く
︒

(�
)
此
御
む
す
め
后
に
た
ゝ
せ
給
ひ
し
か
ば
︑
入
道
相
国
夫
婦
共
に
︑

﹁
あ
は
れ
︑
い
か
に
も
し
て
皇
子
御
誕
生
あ
れ
か
し
︒
位
に
つ
け
奉
り
︑

外
祖
父
︑
外
祖
母
と
あ
ふ
が
れ
ん
﹂
と
ぞ
ね
が
は
れ
け
る
︒
わ
が
あ
が
め

奉
る
厳
島
に
申
さ
ん
と
て
︑
月
ま
う
で
を
始
て
︑
祈
り
申
さ
れ
け
れ
ば
︑

中
宮
や
が
て
御
懐
妊
あ
ッ
て
︑
思
ひ
の
ご
と
く
皇
子
に
て
ま
し
ま
し
け
る

こ
そ
目
出
た
け
れ
︒

抑
平
家
の
安
芸
の
厳
島
を
信
じ
始
ら
れ
け
る
事
は
い
か
に
と
い
ふ
に
︑

鳥
羽
院
の
御
宇
に
︑
清
盛
公
い
ま
だ
安
芸
守
た
り
し
時
︑
安
芸
国
を
も
ッ

て
︑
高
野
の
大
塔
を
修
理
せ
よ
と
て
︑
渡
辺
の
遠
藤
六
郎
頼
方
を
雑
掌
に

付
ら
れ
︑
六
年
に
修
理
を
は
ン
ぬ
︒
修
理
お
は
ッ
て
後
︑
清
盛
高
野
へ
の

ぼ
り
︑
大
塔
を
が
み
︑
奥
院
へ
ま
い
ら
れ
た
り
け
れ
ば
︑
い
づ
く
よ
り
来

る
共
な
き
老
僧
の
︑
眉
に
は
霜
を
た
れ
︑
額
に
浪
を
た
ゝ
み
︑
か
せ
杖
の

ふ
た
ま
た
な
る
に
す
が
ッ
で
い
で
き
給
へ
り
︒
良
久
し
う
御
物
語
せ
さ
せ

給
ふ
︒﹁
昔
よ
り
い
ま
に
い
た
る
ま
で
︑
此
山
は
密
宗
を
ひ
か
へ
て
退
転

な
し
︒
天
下
に
又
も
候
は
ず
︒
大
塔
す
で
に
修
理
を
は
り
候
た
り
︒
(�
)

さ
て
は
安
芸
の
厳
島
︑
越
前
の
気
比
の
宮
は
︑
両
界
の
垂
迹
で
候
が
︑
気

比
の
宮
は
さ
か
へ
た
れ
共
︑
厳
島
は
な
き
が
如
に
荒
は
て
て
候
︒
此
次
に

奏
聞
し
て
修
理
せ
さ
せ
給
へ
︒
さ
だ
に
も
候
は
ば
︑
官
加
階
は
肩
を
な
ら

ぶ
る
人
も
あ
る
ま
じ
き
ぞ
﹂
と
て
立
れ
け
り
︒
此
の
老
僧
の
居
給
へ
る
所

に
異
香
す
な
は
ち
薫
じ
た
り
︒
人
を
付
て
み
せ
給
へ
ば
︑
三
町
ば
か
り
は

み
え
給
て
︑
其
後
か
き
け
つ
や
う
に
失
給
ぬ
︒
た
ゞ
人
に
あ
ら
ず
︑
大
師

に
て
ま
し
〳
〵
け
り
と
︑
弥
た
ッ
と
く
お
ぼ
し
め
し
︑
娑
婆
世
界
の
思
出

に
と
て
︑
高
野
の
金
銅
に
曼
陀
羅
を
か
ゝ
れ
け
る
が
︑
西
曼
陀
羅
を
ば
定

明
法
印
と
い
ふ
絵
師
に
書
せ
ら
る
︒
東
曼
陀
羅
を
ば
清
盛
か
ゝ
む
と
て
︑

自
筆
に
書
れ
け
る
が
︑
何
と
か
お
も
は
れ
け
ん
︑
八
葉
の
中
尊
を
宝
冠
を

ば
わ
が
首
の
血
を
い
だ
い
て
か
ゝ
れ
け
る
と
ぞ
聞
え
し
︒

さ
て
都
へ
の
ぼ
り
︑
院
参
し
て
此
由
奏
聞
せ
ら
れ
け
れ
ば
︑
君
も
な
の

め
な
ら
ず
御
感
あ
ッ
て
︑
猶
任
を
の
べ
ら
れ
︑
厳
島
を
修
理
せ
ら
る
︒
鳥

居
を
立
か
へ
︑
社
々
を
作
り
か
へ
︑
百
八
十
間
の
廻
廊
を
ぞ
造
ら
れ
け
る
︒

修
理
を
は
ッ
て
︑
清
盛
厳
島
へ
ま
い
り
︑
通
夜
せ
ら
れ
た
り
け
る
夢
に
︑

(�
)
御
宝
殿
の
内
よ
り
鬟
ゆ
ふ
た
る
天
童
の
出
て
︑﹁
こ
れ
は
大
明
神
の

御
使
也
︒
汝
こ
の
剣
を
も
ッ
て
一
天
四
海
を
し
づ
め
︑
朝
家
の
御
ま
ぼ
り

た
る
べ
し
﹂
と
て
︑
銀
の
ひ
る
ま
き
し
た
る
小
長
刀
を
給
は
る
と
い
ふ
夢

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

九
六



を
み
て
︑
覚
て
後
見
給
へ
ば
︑
う
つ
ゝ
に
枕
が
み
に
ぞ
た
ッ
た
り
け
る
︒

大
明
神
御
託
宣
あ
ッ
て
︑﹁
汝
し
れ
り
や
︑
忘
れ
り
や
︑
あ
る
聖
を
も
ッ

て
い
は
せ
し
事
は
︒
但
悪
行
あ
ら
ば
︑
子
孫
ま
で
は
か
な
ふ
ま
じ
き
ぞ
﹂

と
て
︑
大
明
神
あ
が
ら
せ
給
ぬ
︒
目
出
た
か
り
し
御
事
也
︒

ま
ず
︑
(�
)に
つ
い
て
︑
大
塔
建
立
記
事
を
中
宮
懐
妊
記
事
に
続
け
て
記
す

の
は
︑
屋
代
本
︑
長
門
本
な
ど
で
あ
る
︒
延
慶
本
︑
盛
衰
記
は
高
倉
院
の
厳
島

参
詣
の
と
こ
ろ
に
記
す
︒
(�
)は
︑
諸
本
い
ず
れ
も
気
比
︑
厳
島
を
︑
両
界
す

な
わ
ち
金
剛
界
︑
胎
蔵
界
の
神
︑
あ
る
い
は
垂
迹
と
記
す
︒
(�
)は
︑
前
掲
の

と
お
り
︑
延
慶
本
︑
長
門
本
︑
盛
衰
記
は
︑
内
侍
に
託
宣
し
た
と
あ
る
と
こ
ろ

で
︑
屋
代
本
は
託
宣
が
あ
っ
た
と
の
み
記
す
︒
な
お
︑
長
門
本
︑
盛
衰
記
は
︑

大
塔
建
立
記
事
の
後
に
厳
島
の
垂
迹
に
つ
い
て
記
し
て
お
り
︑
長
門
本
は
﹁
厳

嶋
大
明
神
と
申
は
︑
旅
の
神
に
ま
し
ま
す
︒
仏
法
興
行
の
あ
る
し
︑
慈
悲
第
一

の
明
神
也
︒
娑
竭
羅
龍
王
の
娘
︑
八
歳
の
竜
女
に
は
い
も
と
︑
神
功
皇
后
に
も

い
も
と
︑
淀
姫
に
は
あ
ね
な
り
﹂
と
し
︑﹁
本
体
観
世
音
﹂
と
す
る
︒
盛
衰
記

に
は
﹁
御
垂
迹
者
︑
天
照
太
神
之
孫
︑
娑
竭
羅
竜
王
之
娘
也
︑
本
地
を
申
せ
ば
︑

大
宮
は
是
大
日
︑
弥
陀
︑
普
賢
︑
弥
勒
︑
中
宮
は
︑
十
一
面
観
音
︑
客
人
宮
︑

仏
法
護
持
多
聞
天
︒︵
略
︶﹂
と
あ
る
︒

(�
)に
関
連
す
る
記
事
と
し
て
は
︑
覚
一
本
巻
第
二
﹁
卒
塔
婆
流
﹂
の
次
の

記
事
が
あ
る
︒

﹁
夫
︑
和
光
同
塵
の
利
生
さ
ま
〴
〵
な
り
と
申
せ
ど
も
︑
い
か
な
り
け
る

因
縁
を
も
ッ
て
︑
此
御
神
は
海
漫
の
鱗
に
縁
を
む
す
ば
せ
給
ふ
ら
ん
﹂
と

と
ひ
奉
る
︒
宮
人
答
け
る
は
︑﹁
是
は
よ
な
︑
沙
竭
羅
竜
王
の
第
三
の
姫

宮
︑
胎
蔵
界
の
垂
迹
也
﹂
︒

傍
線
部
は
屋
代
本
も
同
様
で
あ
る
︒
長
門
本
は
﹁
ま
こ
と
に
大
日
の
れ
い
ち
︑

し
ん
こ
ん
ひ
み
つ
の
浦
と
さ
う
応
せ
り
﹂︑
﹁
た
う
し
や
大
明
神
は
三
十
三
の
大

く
は
ん
あ
り
﹂
と
記
し
︑
大
日
の
霊
地
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
︑
本
地
を
観

音
と
す
る
前
掲
記
事
と
対
応
し
て
い
る
︒
な
お
︑
延
慶
本
は
い
ず
れ
の
記
事
に

お
い
て
も
︑
厳
島
を
娑
竭
羅
竜
王
の
娘
と
は
明
記
し
な
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
覚
一
本
巻
第
五
﹁
物
怪
之
沙
汰
﹂
は
雅
頼
卿
の
青
侍
が
見
た
節

刀
を
め
ぐ
る
神
明
の
議
定
を
記
す
が
︑
厳
島
明
神
の
性
別
に
関
す
る
言
及
が
あ

る
︒
以
下
に
引
く
︒

又
︑
源
中
納
言
雅
頼
卿
の
も
と
に
候
け
る
青
侍
が
み
た
り
け
る
夢
も
︑

お
そ
ろ
し
か
り
け
り
︒
た
と
へ
ば
︑
大
内
の
神
祇
官
と
お
ぼ
し
き
と
こ
ろ

に
︑
(�
)
束
帯
た
ゞ
し
き
上
﨟
た
ち
あ
ま
た
お
は
し
て
︑
議
定
の
様
な
る

事
の
あ
り
し
に
︑
末
座
な
る
人
の
︑
平
家
の
か
た
う
ど
す
る
と
お
ぼ
し
き

を
︑
そ
の
中
よ
り
お
ッ
た
て
ら
る
︒
か
の
青
侍
夢
の
心
に
︑﹁
あ
れ
は
い

か
な
る
上
﨟
に
て
在
ま
す
や
ら
ん
﹂
と
︑
或
老
翁
に
と
ひ
た
て
ま
つ
れ
ば
︑

﹁
厳
島
の
大
明
神
﹂
と
こ
た
へ
給
ふ
︒︵
略
︶

な
か
に
も
高
野
に
お
は
し
け
る
宰
相
入
道
成
頼
︑
か
様
の
事
ど
も
を
つ

た
へ
き
い
て
︑

覚
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﹄
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﹁
す
は
平
家
の
代
は
や
う
〳
〵
末
に
な
り
ぬ
る
は
︒
い
つ
く
し
ま
の
大
明

神
の
平
家
の
方
う
ど
を
し
給
ひ
け
る
と
い
ふ
は
︑
そ
の
い
は
れ
あ
り
︒

(�
)た
ゞ
し
そ
れ
は
娑
羯
羅
竜
王
の
第
三
の
姫
宮
な
れ
ば
︑
女
神
と
こ
そ

う
け
給
は
れ
︒
八
幡
大
菩
薩
の
︑
せ
つ
と
を
頼
朝
を
た
ば
う
ど
仰
ら
れ
け

る
は
こ
と
は
り
也
︒
春
日
大
明
神
の
︑
其
後
は
わ
が
孫
に
も
た
び
候
へ
と

仰
ら
れ
け
る
こ
そ
心
え
ね
︒
そ
れ
も
平
家
ほ
ろ
び
︑
源
氏
の
世
つ
き
な
ん

後
︑
大
職
冠
の
御
末
︑
執
柄
家
の
君
達
の
天
下
の
将
軍
に
な
り
給
ふ
べ
き

か
﹂
な
ン

ど
ぞ
の
給
ひ
け
る
︒
(�
)
又
或
僧
の
お
り
ふ
し
来
た
り
け
る
が

申
け
る
は
︑﹁
夫
神
明
は
和
光
垂
迹
の
方
便
ま
ち
〳
〵
に
在
ま
せ
ば
︑
或

時
は
俗
体
と
も
現
じ
︑
或
時
は
女
神
と
も
な
り
給
ふ
︒
誠
に
厳
島
の
大
明

神
は
︑
女
神
と
は
申
な
が
ら
︑
三
明
六
通
の
霊
神
に
て
在
ま
せ
ば
︑
俗
体

に
現
じ
給
は
ん
も
か
た
か
る
べ
き
に
あ
ら
ず
﹂
と
ぞ
申
け
る
︒

厳
島
明
神
の
姿
を
︑
傍
線
部
(�
)の
束
帯
姿
の
俗
体
と
す
る
の
は
︑
盛
衰
記

が
女
房
姿
と
す
る
以
外
は
諸
本
共
通
で
あ
る
︒
(�
)に
つ
い
て
︑
延
慶
本
は
娑

竭
羅
竜
王
の
娘
と
は
記
さ
ず
︑
女
神
と
聞
く
の
に
俗
体
に
見
え
る
の
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
と
し
て
い
る
︒
(�
)は
︑
屋
代
本
︑
延
慶
本
に
は
な
く
︑
盛
衰
記
は

そ
も
そ
も
女
房
姿
で
あ
り
当
該
記
事
も
な
い④
︒
長
門
本
は
︑
(�
)に
関
し
て
︑

厳
島
は
胎
蔵
界
の
垂
迹
で
女
体
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
俗
体
と
な
っ
て
い
る

の
は
不
思
議
と
し
た
後
で
︑
気
比
︑
厳
島
は
金
胎
両
部
で
あ
り
︑
厳
島
に
は
気

比
が
祀
ら
れ
︑
気
比
に
は
厳
島
が
祀
ら
れ
て
い
て
︑
金
胎
そ
ろ
う
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
で
俗
体
に
も
現
じ
る
と
独
自
の
説
を
展
開
す
る
︒
こ
れ
と
比
較
す
る

に
︑
覚
一
本
は
︑
厳
島
明
神
自
体
の
神
通
力
が
優
れ
て
い
る
た
め
︑
性
別
に
関

わ
り
な
く
様
々
な
姿
に
顕
現
す
る
の
だ
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

以
上
か
ら
︑
覚
一
本
は
︑
厳
島
明
神
の
書
き
方
も
特
徴
的
で
あ
る
と
言
え
る
︒

娑
竭
羅
竜
王
の
第
三
の
姫
宮
と
す
る
こ
と
は
︑
延
慶
本
以
外
の
諸
本
に
も
見
受

け
ら
れ
る
こ
と
だ
が
︑
厳
島
明
神
の
使
い
を
び
ん
づ
ら
を
結
っ
た
天
童
と
記
し

た
り
︑
三
明
六
通
の
神
通
力
を
強
調
し
た
り
す
る
︒
ま
た
︑
大
塔
建
立
記
事
を
︑

安
徳
懐
胎
の
記
事
の
直
後
に
記
す
こ
と
は
︑
延
慶
本
や
盛
衰
記
の
記
事
配
列
と

は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
安
徳
天
皇
と
厳
島
明
神
の
近
さ
を
感
じ
さ
せ
る
︒

諸
本
共
通
の
認
識
と
し
て
︑﹃
愚
管
抄
﹄
が
記
し
た
よ
う
に
︑
厳
島
明
神
は

竜
王
の
娘
で
あ
っ
て
︑
安
徳
天
皇
と
な
っ
て
生
ま
れ
た
と
い
う
理
解
が
前
提
と

し
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
諸
本
は
︑
内
侍
に
憑
い
て
厳
島
明
神
の
託
宣
が
あ

っ
た
と
し
︑
俗
体
姿
の
厳
島
明
神
に
対
す
る
理
解
は
覚
一
本
ほ
ど
積
極
的
で
は

な
く
︑
女
神
と
す
る
見
方
に
基
本
的
に
沿
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
覚
一
本
は
︑

厳
島
明
神
を
︑
胎
蔵
界
の
大
日
で
あ
り
︑
娑
竭
羅
竜
王
の
第
三
の
姫
宮
で
あ
っ

て
︑
さ
ら
に
女
性
の
姿
に
限
ら
ず
様
々
な
姿
に
顕
現
す
る
神
通
力
を
持
っ
た
神

と
し
て
記
し
て
い
る
︒
覚
一
本
の
安
徳
天
皇
入
水
場
面
は
︑
覚
一
本
全
体
と
の

照
応
性
を
持
っ
て
お
り
︑
入
水
直
前
の
二
つ
の
姿
は
︑
様
々
な
姿
に
顕
現
す
る

厳
島
明
神
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
︑
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
︒

覚
一
本
﹃
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家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

九
八



三

竜
女
と
文
殊
菩
薩

前
掲
の
百
二
十
句
本
が
明
記
し
た
よ
う
に
︑
人
皇
八
十
代
︑
八
歳
の
安
徳
天

皇
は
︑
八
岐
大
蛇
の
表
徴
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
八
歳
の
竜
女
の
表
徴
と
︑
広

く
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
た
︒
覚
一
本
の
安
徳
天
皇
の
二
つ
の
姿
も
︑

ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
た
黒
髪
姿
に
八
歳
の
竜
女
を
︑
そ
し
て
︑
院
政
期
以
降
膨
大
な

文
字
世
界
を
生
み
出
し
た
神
仏
習
合
の
文
脈
の
あ
り
よ
う
の
一
つ
を
投
影
し
た

形
象
と
し
て
︑
び
ん
づ
ら
姿
に
︑
三
摩
耶
形
の
一
つ
を
剣
と
し
︑
八
智
を
持
つ

文
殊
菩
薩
を
透
か
し
見
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
︒
以
下
に
そ
の
可
能

性
を
探
る
︒

ま
ず
︑
大
塔
建
立
記
事
と
も
関
わ
り
の
深
い
高
野
四
所
明
神
に
つ
い
て
見
て

お
き
た
い
︒
高
野
四
所
明
神
の
う
ち
︑
三
宮
と
四
宮
は
︑
気
比
と
厳
島
と
さ
れ

て
い
る
︒﹃
高
野
春
秋
編
年
輯
録
﹄
に
よ
れ
ば
︑
承
元
二
︵
一
二
〇
八
︶
年
に

北
条
政
子
が
寄
進
し
行
勝
上
人
が
勧
請
し
た
と
い
う
︒
だ
が
︑
菅
野
扶
美
の
論

に
よ
れ
ば
︑
行
勝
に
よ
る
勧
請
も
後
代
新
た
に
創
り
出
さ
れ
た
話
柄
で
あ
る
可

能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
高
野
と
厳
島
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
は
︑﹃
平

家
物
語
﹄
諸
本
が
記
す
大
塔
建
立
記
事
や
︑
気
比
は
記
さ
ず
伊
勢
大
神
宮
と
厳

島
を
日
本
国
の
大
日
と
す
る
﹃
古
事
談
﹄
巻
第
五
な
ど
は
︑
や
は
り
留
意
さ
れ

る
も
の
で
あ
ろ
う⑤
︒

さ
て
︑
こ
の
高
野
四
所
明
神
の
う
ち
四
宮
は
厳
島
と
さ
れ
る
︒
現
存
す
る
図

像
は
︑
古
い
も
の
で
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
の
作
と
さ
れ
る
正
智
院
蔵
本
︑

金
剛
峯
寺
蔵
本
等
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
琵
琶
を
持
ち
び
ん
づ
ら
を
結
っ
た
童

子
形
で
描
か
れ
て
い
る⑥
︒
四
宮
の
本
地
は
弁
才
天
と
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
︑

﹃
紀
伊
続
風
土
記
﹄﹁
高
野
山
之
部
﹂
の
四
宮
の
本
跡
を
記
し
た
箇
所
に
は
︑
南

山
要
集
に
﹁
四
宮
︿
同
童
形
弁
才
天
﹀﹂︑
密
教
相
承
抄
に
﹁
四
宮
︿
弁
才
天
王

女
女
体
﹀﹂︑
賢
宝
遺
告
口
訣
に
﹁
三
四
の
宮
は
共
に
女
体
﹂
な
ど
と
あ
る
こ
と

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
に
続
け
て
文
殊
菩
薩
を
本
地
と
す
る
説

も
紹
介
す
る
︒
以
下
に
引
く
︒

或
記
に
︑
丹
生
氏
覚
日
房
伝
と
標
し
て
︑
一
宮
︿
本
地
﹀
︵
引
用
者
注
︱

︿

﹀
内
割
注
︒
以
下
同
︶
胎
蔵
大
日
︿
女
体
﹀
︑
二
宮
︿
本
地
﹀
金
界
大

日
︿
俗
体
﹀︑
三
宮
︿
本
地
﹀
千
手
観
音
︿
女
体
﹀
︑
四
宮
︿
本
地
﹀
文
殊

師
利
菩
薩
︿
童
子
形
〉
と
述
た
り
︿
重
義
の
両
大
明
神
口
決
に
︑
一
宮
釈

迦
︑
二
宮
薬
師
と
い
ふ
一
説
あ
り
︒
又
自
性
上
人
七
巻
抄
に
︑
丹
生
大
明

神
天
野
本
地
釈
迦
也
︒
御
山
胎
蔵
大
日
也
と
云
云
﹀︒
此
等
に
拠
て
考
ふ

に
︑
本
地
の
説
異
伝
あ
り
と
云
と
も
︑
形
影
は
大
体
現
図
に
同
く
︑
三
宮

は
天
女
形
に
て
仏
子
を
取
︑
四
宮
は
琵
琶
を
撥
せ
し
二
臂
の
弁
天
形
な
り
︒

﹃
紀
伊
続
風
土
記
﹄
は
︑
当
該
記
事
の
末
尾
に
﹁
三
宮
の
本
地
は
千
手
観
音
︑

四
宮
は
弁
才
天
な
る
こ
と
は
諸
説
一
同
な
り
︒
覚
日
房
の
伝
は
四
宮
の
本
地
文

殊
童
形
と
注
す
る
は
異
伝
な
り
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
或
記
が
伝
え
る
覚
日
房
伝

の
文
殊
菩
薩
説
は
︑
異
伝
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
一
方
で
︑
四
宮
の
図
像
は
び

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

九
九



ん
づ
ら
姿
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
︑
び
ん
づ
ら
は
通
常
少
年
の
髪
型

で
あ
る
︒
び
ん
づ
ら
姿
で
琵
琶
を
持
つ
童
子
の
図
像
は
︑
男
女
の
別
が
曖
昧
で

あ
る
︒
そ
も
そ
も
童
子
と
い
う
存
在
自
体
が
性
の
曖
昧
さ
を
持
つ
と
い
う
見
方

も
可
能
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
こ
で
は
本
地
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
連
し

て
い
る
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
︒﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本
が
︑
巻
第
五
﹁
物
怪
之
沙

汰
﹂
に
お
い
て
︑
厳
島
明
神
が
女
神
で
は
な
か
っ
た
か
と
記
し
て
い
た
こ
と
が

思
い
合
わ
さ
れ
興
味
深
い
︒

弁
才
天
を
竜
女
と
同
一
と
見
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
既
に
多
く
論
じ
ら
れ
て

い
る⑦
︒﹃
法
華
経
﹄
巻
第
五
﹁
提
婆
品
﹂
が
記
す
︑
文
殊
菩
薩
の
入
海
教
化
に

よ
り
竜
女
が
変
成
男
子
し
て
往
生
を
遂
げ
た
話
柄
が
︑
平
安
時
代
以
降
頻
出
す

る
題
材
で
あ
っ
た
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
︒
が
︑
中
世
の
神
道
書
に
は
︑
こ
の

竜
女
と
文
殊
菩
薩
を
同
体
と
す
る
説
が
あ
り
︑
注
目
さ
れ
る⑧
︒﹃
神
祇
秘
抄
﹄

下
を
引
く
︒

問
︑
彼
竜
女
者
年
始
八
才
云
々
︑
其
義
如
何
︑
答
︑
先
表
㆓

八
大
竜
宮
并

文
殊
八
智
㆒︑
文
殊
則
竜
女
也
︑
法
花
ニ
ハ
自
㆓

一
巻
之
文
殊
偈
㆒

至
㆓

宝
塔

品
㆒

無
㆓

文
殊
名
字
㆒︑
至
㆓

提
婆
品
㆒

乗
㆓

千
葉
蓮
花
㆒

引
㆓

竜
女
㆒

詣
㆓

霊
山
㆒

見

タ
リ
︑
爰
以
︑
仏
対
㆓

二
乗
凡
夫
㆒

以
説
㆓

権
教
㆒︑
為
㆓

迹
門
方
便
㆒

也
︑
於
㆓

此
時
分
㆒︑
文
殊
八
智
隠
而
不
㆑

現
︑
以
㆓

此
位
㆒

入
ト
㆓

竜
宮
㆒

云
也
︑
如
㆓

上

云
㆒︑
竜
宮
蔵
者
其
隠
物
之
功
云
々
︑
又
仏
対
㆓

十
地
菩
薩
等
㆒

述
フ
㆓

示
真

実
相
ノ
之
旨
ヲ
㆒︑
依
㆑

之
不
生
ノ
妙
智
漸
顕
故
︑
八
智
顕
現
ス
︑
謂
㆑

之
文

殊
引
㆓

竜
女
㆒︑
自
㆓

竜
宮
㆒

詣
㆓

霊
山
㆒

云
々
︑
是
法
花
風
法
門
也
︑
今
此
竜

女
持
㆓

来
宝
珠
㆒

者
︑
仏
本
来
所
具
八
智
法
花
八
軸
︑
表
㆓

此
義
㆒︑
暫
ク
依
㆓

事
法
㆒

所
㆑

献
宝
珠
ト
経
ニ
説
リ
︑
理
智
冥
合
之
故
︑
成
仏
得
道
云
々
︑
故

以
㆓

文
殊
㆒

号
ス
釈
尊
九
代
祖
師
ト
㆒︑
以
㆓

八
智
㆒

与
㆓

所
㆑

献
宝
珠
㆒

︿
現
形
﹀

故
也
︑
密
教
意
ナ
ラ
ハ
金
九
会
︑
胎
九
尊
︑
九
会
之
一
印
会
ハ
不
二
本
来

ノ
珠
︑
胎
ノ
九
尊
之
中
台
モ
亦
復
如
㆑

此
︑
次
竜
女
事
︑
反
成
㆓

男
子
㆒

云
々
︑
女
体
者
十
界
表
徳
門
︑
成
㆑

男
者
不
生
法
爾
之
体
也
︑
以
㆑

顕
㆓

不

二
ノ
徳
㆒

云
㆓

成
仏
ト
㆒︑
又
無
垢
世
界
者
︑
以
㆓

字
智
水
㆒

洗
㆓

無
始
塵

労
㆒

故
︑
離
㆓

諸
着
相
㆒︑
以
㆑

之
云
㆓

無
垢
世
界
㆒︑
南
方
者
又
宝
珠
方
也
︑
不

空
軌
云
︑
竜
女
得
㆑

成
㆓

無
上
覚
㆒︑
真
言
宗
ノ
最
為
㆓

殊
勝
㆒

︿
文
﹀
︑

こ
の
記
事
は
︑
弁
才
天
を
不
二
の
宝
珠
と
す
る
義
を
説
い
た
箇
所
の
後
に
続

く
︒
弁
才
天
と
は
竜
宮
の
主
で
︑
三
世
諸
仏
が
教
え
を
説
き
主
上
を
利
益
し
教

化
す
る
弁
才
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
︒
仏
の
教
え
が
滅
尽
す
る
と
き
︑
こ
の

弁
才
は
竜
宮
に
帰
り
納
ま
っ
て
︑
仏
が
後
に
出
現
す
る
時
︑
竜
宮
を
出
て
梵
天

に
至
る
と
い
う
︒
そ
の
う
え
で
︑
右
の
記
事
は
︑
竜
女
の
年
始
八
才
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
と
問
い
︑
答
え
に
︑
八
大
竜
宮
と
文
殊
八
智
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
︑

文
殊
は
す
な
わ
ち
竜
女
で
あ
る
と
す
る
︒
文
殊
の
名
が
︑﹃
法
華
経
﹄
の
一
巻

の
文
殊
偈
に
見
え
て
﹁
宝
塔
品
﹂
ま
で
登
場
し
な
い
こ
と
を
︑
弁
才
天
が
竜
宮

に
納
ま
っ
て
仏
出
世
の
時
に
出
現
す
る
こ
と
と
重
ね
合
わ
せ
︑
文
殊
の
八
智
は

隠
さ
れ
て
い
た
が
︑
﹁
提
婆
品
﹂
に
至
っ
て
︑
竜
女
を
率
い
て
竜
宮
か
ら
霊
山

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

一
〇
〇



へ
詣
で
る
と
説
く
︒
ま
た
︑
竜
女
の
持
つ
珠
は
︑
仏
本
来
所
具
の
八
智
で
あ
り
︑

八
軸
の
﹃
法
華
経
﹄
は
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒

﹃
神
祇
秘
抄
﹄
は
︑
中
世
の
写
本
と
し
て
は
︑
真
福
寺
蔵
本
︑
高
野
山
三
宝

院
文
庫
本
︑
高
野
山
持
明
院
蔵
本
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
真
福
寺
蔵
本
は
︑

南
北
朝
後
半
の
書
写
の
最
古
写
本
と
さ
れ
︑﹃
古
事
記
﹄
の
書
写
で
知
ら
れ
る

賢
瑜
の
書
写
活
動
の
所
産
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑨
︒
賢
瑜
の
書
写
活
動
は
︑
そ
の

師
で
あ
る
信
瑜
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
︒
信
瑜
は
︑
南
朝
や
伊
勢
神
宮

の
神
官
と
結
び
つ
き
︑
書
写
活
動
を
行
っ
た
︒﹃
神
祇
秘
抄
﹄
は
︑
真
言
宗
の

論
理
で
神
祇
を
説
く
書
と
し
て
︑
真
言
圏
の
複
数
の
場
で
受
容
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒

高
野
四
所
明
神
の
四
宮
の
本
地
が
︑
弁
才
天
だ
け
で
な
く
︑
文
殊
菩
薩
で
あ

る
と
い
う
異
伝
を
持
つ
こ
と
の
背
後
に
は
︑
真
言
圏
に
お
け
る
弁
才
天
と
︑
一

体
を
な
す
竜
女
と
文
殊
菩
薩
と
が
︑
と
も
に
︑
仏
の
教
え
そ
の
も
の
を
象
徴
し
︑

法
滅
の
時
に
は
竜
宮
に
隠
れ
︑
仏
出
世
の
後
の
世
に
再
び
出
現
す
る
と
い
う
考

え
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

覚
一
本
の
安
徳
天
皇
の
二
つ
の
姿
は
︑
こ
う
し
た
思
想
的
背
景
を
き
わ
め
て

象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

安
徳
天
皇
は
︑
厳
島
明
神
の
化
身
と
し
て
生
ま
れ
た
︒
厳
島
明
神
は
娑
竭
羅
竜

王
の
第
三
の
姫
宮
︑
す
な
わ
ち
竜
女
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
覚
一
本

で
は
︑
竜
女
と
一
体
と
さ
れ
た
文
殊
菩
薩
を
も
一
身
に
体
現
す
る
存
在
と
し
て

記
さ
れ
る
︒
安
徳
天
皇
が
海
に
沈
ん
だ
こ
と
は
︑
い
わ
ば
法
滅
を
あ
ら
わ
し
︑

し
か
し
同
時
に
再
び
仏
が
出
現
す
る
時
に
は
︑
竜
宮
を
出
て
天
上
に
至
る
︒
生

形
が
評
価
し
た
覚
一
本
の
文
芸
性
は
︑
こ
う
し
た
論
理
を
︑
き
わ
め
て
巧
緻
な

隠
喩
に
よ
っ
て
示
し
得
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
榊

原
が
指
摘
し
た
︑
安
徳
天
皇
に
象
徴
さ
れ
る
救
済
と
は
︑
平
家
一
門
と
い
う
過

去
の
人
々
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
覚
一
本
を
享
受
す
る
﹁
現
在
﹂
の
人
々

に
向
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
こ
う
し
た
認
識
は
︑
真
言
圏
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
︒
園
城
寺
の
護
法
神
で
あ
る
新
羅
明
神
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
︒
﹃
新
羅
明
神
記
﹄
上
を
引
く
︒

一
条
院
御
宇
︑
長
徳
三
︿
丁
酉
﹀
年
三
月
︑
竜
雲
坊
先
徳
慶
祚
大
阿
闍
梨
︑

社
務
大
友
為
泰
︑
東
向
社
壇
改
㆓

南
向
㆒

(園
城
寺
鎮
守
新
羅
明
神
社
)

︑
︵
中
略
︶抑
当
社
太
神
者
︑
海
童

沙
竭
羅

第
三
王
子
︑
安
芸
国
厳
島

竜
王
也
︑
依
(二
)男
子
之
号
(一
)称
(二
)第
三
之
子
(一
)︑

之
御
託
宣
文
曰
︑
我
是
沙
竭
羅
竜
王

第
三
姫
胎
蔵
界
大
日
︑
是
則

第
三
之
王
子
也

豊
玉
姫
也
︑

︑
姉
法
華
提
婆
之
時
︑
即
身
成
仏
︑
弟
為
㆑

守
㆓

護
三
井
仏

法
㆒

来
給
︑
新
羅
明
神
是
也
矣
︑

新
羅
明
神
は
︑
娑
竭
羅
竜
王
の
第
三
の
王
子
で
あ
っ
て
︑
傍
注
に
は
﹁
第
三

姫
胎
蔵
界
大
日
﹂
と
あ
る
︒
第
三
の
姫
と
王
子
と
両
方
い
た
こ
と
に
な
る
が
︑

姉
は
﹃
法
華
経
﹄﹁
提
婆
品
﹂
で
即
身
成
仏
し
た
竜
女
で
あ
り
︑
こ
の
弟
は
新

羅
明
神
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
新
羅
明
神
の
本
地
は
︑
文
殊
菩
薩
で
あ
っ

た
︒
こ
こ
で
は
︑
姉
弟
の
関
係
と
な
る
の
だ
が
︑
竜
女
と
文
殊
菩
薩
は
き
わ
め

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

一
〇
一



て
近
い
存
在
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
︒
新
羅
明
神
を
娑
竭
羅
竜
王
の
子
と
す
る

説
は
︑﹃
古
今
著
聞
集
﹄
巻
第
一
な
ど
に
も
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄
に

は
︑
新
羅
明
神
を
吒
天
と
す
る
記
事
が
見
え
る
が
︑
吒
天
は
ま
た
弁
才
天
と
習

合
す
る
︒
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
竜
女
と
文
殊
菩
薩
を
一
体
視
す
る
こ

と
は
︑
天
台
圏
に
お
い
て
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
︑
宗
派
を
超

え
た
見
方
と
し
て
︑
南
北
朝
時
代
に
は
存
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
︒

お
わ
り
に

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
巻
第
一
一
﹁
先
帝
身
投
﹂
に
記
さ
れ
る
安
徳
天
皇
の

二
つ
の
姿
の
解
釈
の
可
能
性
を
探
っ
て
き
た
︒
覚
一
本
は
︑
諸
本
が
共
通
し
て

記
す
︑
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
た
黒
髪
姿
の
安
徳
帝
に
加
え
て
︑﹃
閑
居
友
﹄
と
共
通

性
を
持
つ
文
献
か
ら
記
事
を
追
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
︑
そ
れ
は
︑
素

材
の
問
題
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
︑
覚
一
本
の
他
の
記
事
と
照
応
す
る
︑
覚

一
本
全
体
の
あ
り
よ
う
に
関
わ
る
改
変
と
な
っ
て
い
る
︒
覚
一
本
の
特
性
は
︑

厳
島
明
神
を
女
神
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
様
々
な
姿
に
顕
現
す
る
神
と
記
し
た

こ
と
で
あ
り
︑
安
徳
天
皇
の
び
ん
づ
ら
姿
も
そ
の
範
疇
に
お
い
て
理
解
で
き
る
︒

そ
の
根
本
に
は
厳
島
明
神
が
胎
蔵
界
の
大
日
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
︒
つ

ま
り
仏
の
教
え
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
特
性
は
︑
南
北

朝
時
代
に
記
さ
れ
た
﹃
神
祇
秘
抄
﹄
の
よ
う
な
論
理
や
︑
高
野
四
所
明
神
の
本

地
説
等
を
背
景
と
し
て
考
え
る
と
︑
よ
く
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
︒
す
な
わ

ち
︑
八
歳
の
安
徳
天
皇
は
厳
島
明
神
で
あ
っ
て
︑
厳
島
明
神
は
弁
才
天
や
文
殊

菩
薩
を
本
地
と
す
る
説
が
あ
っ
た
︒
安
徳
天
皇
の
二
つ
の
姿
に
は
︑﹁
八
﹂
と

い
う
数
で
つ
な
が
る
竜
女
と
文
殊
菩
薩
を
透
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ

は
八
軸
の
﹃
法
華
経
﹄
を
あ
ら
わ
し
て
も
い
る
︒
竜
女
と
文
殊
菩
薩
を
一
体
と

見
る
こ
と
は
︑
法
滅
の
世
に
仏
の
教
え
は
竜
宮
に
姿
を
隠
す
が
再
び
出
現
し
て

衆
生
を
救
う
と
い
う
︑
覚
一
本
が
書
か
れ
た
﹁
現
在
﹂
に
向
け
て
の
救
済
の
意

味
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

注①

覚
一
本
の
安
徳
天
皇
入
水
場
面
に
関
し
て
︑
次
の
先
行
研
究
を
参
照
し
た
︒
冨
倉

徳
次
郎
﹃
平
家
物
語
全
注
釈

下
巻
(
一
)﹄
︵
角
川
書
店
︑
一
九
六
七
年
︶︑
斉
藤
慎

一
﹁
平
家
物
語
の
人
物
形
象
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
国
語
科
通
信
﹄
第
一
九
六
号
︑
一
九

七
七
年
五
月
︶︑
生
形
貴
重
﹃
﹁
平
家
物
語
﹂
の
基
層
と
構
造

︱
水
の
神
と
物
語

︱
﹄︵
近
代
文
芸
社
︑
一
九
八
四
年
︶
︑
兵
藤
裕
己
﹃
語
り
物
序
説
﹄
︵
有
精
堂
︑

一
九
八
五
年
︶︑
小
林
美
和
﹃
平
家
物
語
生
成
論
﹄
︵
三
弥
井
書
店
︑
一
九
八
六
年
︶︑

生
形
貴
重
﹁﹁
先
帝
入
水
伝
承
﹂
の
可
能
性

︱
延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄﹁
先
帝
入

水
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂
︵
﹃
軍
記
と
語
り
物
﹄
第
二
四
号
︑
一
九
八
八
年
三
月
︶︑

榊
原
千
鶴
﹃
平
家
物
語

創
造
と
享
受
﹄︵
三
弥
井
書
店
︑
一
九
九
八
年
︶︑
武
久
堅

﹃
平
家
物
語
発
生
考
﹄︵
お
う
ふ
う
︑
一
九
九
九
年
︶
︑
田
中
貴
子
﹁
安
徳
天
皇
女
性

説
の
背
景

︱
女
と
子
供
の
成
仏
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂
︵﹃
日
本
文
学
﹄
第
五
一
巻
第

七
号
︑
二
〇
〇
二
年
七
月
︶
︑
上
横
手
雅
敬
﹁
安
徳
天
皇
と
後
鳥
羽
天
皇
﹂︵﹃
海
王

宮
﹄
三
弥
井
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︶︑
鈴
木
真
弓
﹁
院
政
期
の
装
束
と
安
徳
天
皇
﹂

︵﹃
海
王
宮
﹄
三
弥
井
書
店
︑
二
〇
〇
五
年
︶

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

一
〇
二



②

永
井
義
憲
﹁
閑
居
友
の
作
者

成
立
及
び
素
材
に
つ
い
て
﹂︵﹃
大
正
大
学
研
究
紀

要
文
学
部
・
仏
教
学
部
﹄
第
四
〇
号
︑
一
九
五
五
年
一
月
︶︑
水
原
一
﹃
平
家
物
語

の
形
成
﹄︵
加
藤
中
道
館
︑
一
九
七
一
年
︶︑
麻
原
美
子
﹁﹃
閑
居
友
﹄
と
﹃
平
家
物

語
﹄

︱
典
拠
説
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂︵﹃
日
本
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
第
一
九
号
︑

一
九
七
〇
年
三
月
︶︑
武
久
堅
﹁
壇
ノ
浦
合
戦
後
の
女
院
物
語
の
生
成

︱
﹃
閑
居

友
﹄
と
延
慶
本
平
家
物
語
の
関
係
・
再
検
討
﹂︵﹃
軍
記
物
語
の
窓
﹄
第
一
集
︑
和
泉

書
院
︑
一
九
九
七
年
︶︑
小
島
孝
之
他
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

宝
物
集
・

閑
居
友
・
比
良
山
古
人
霊
託
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
︶
等
参
照
︒

③

前
掲
注
①
上
横
手
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
安
徳
天
皇
は
廃
位
さ
れ
て
い
な
い
︒

④

た
だ
し
︑
盛
衰
記
は
一
字
下
げ
記
事
に
﹁
或
本
云
︑
厳
島
大
明
神
は
︑
門
客
人
を

御
使
に
て
︑
白
浄
衣
を
著
て
参
給
て
︑
御
剣
暫
入
道
に
預
給
へ
と
被
㆑

申
と
云
云
﹂

と
記
す
︒

⑤

高
野
四
所
明
神
に
関
し
て
︑
次
の
先
行
研
究
を
参
照
し
た
︒
赤
松
俊
秀
﹁
平
清
盛

の
信
仰
に
つ
い
て
﹂︵﹃
平
家
物
語
の
研
究
﹄
法
蔵
館
︑
一
九
八
〇
年
︶︑
久
保
田
収

﹃
神
道
史
の
研
究
﹄︵
皇
學
館
大
学
出
版
部
︑
一
九
七
三
年
︶︑
岡
田
光
央
﹁
高
野
四

社
明
神
の
内

気
比
・
厳
島
両
明
神
に
対
す
る
一
考
察
﹂︵﹃
密
教
学
会
報
﹄
第
三

七
・
三
八
合
併
号
︑
一
九
九
九
年
三
月
︶︑
内
田
啓
一
﹁
新
出
の
高
野
大
師
四
社
明

神
画
像
に
つ
い
て
﹂︵﹃
密
教
図
像
﹄
第
二
一
号
︑
二
〇
〇
二
年
一
二
月
︶︑﹃
天
野
の

歴
史
と
芸
能

丹
生
都
比
売
神
社
と
天
野
の
名
宝
﹄︵
和
歌
山
県
立
博
物
館
︑
二
〇

〇
三
年
︶︑﹃
丹
生
都
比
売
神
社
史
﹄︵
丹
生
都
比
売
神
社
︑
二
〇
〇
九
年
︶︑
菅
野
扶

美
﹁﹁
行
勝
上
人
﹂
の
語
ら
れ
方
と
天
野
社
四
所
明
神
﹂︵﹃
巡
礼
記
研
究
﹄
第
七
集
︑

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
︶︑
遠
藤
徹
編
﹃
天
野
社
舞
楽
曼
荼
羅
供
﹄︵
岩
田
書
院
︑
二
〇

一
一
年
︶

⑥

前
掲
注
⑤
﹃
天
野
の
歴
史
と
芸
能

丹
生
都
比
売
神
社
と
天
野
の
名
宝
﹄
に
よ
る
︒

⑦

田
中
貴
子
﹃
外
法
と
愛
法
の
中
世
﹄︵
砂
子
屋
書
房
︑
一
九
九
三
年
︶︑
山
本
ひ
ろ

子
﹃
変
成
譜
﹄︵
春
秋
社
︑
一
九
九
三
年
︶︑
山
本
ひ
ろ
子
﹃
異
神
﹄︵
平
凡
社
︑
一

九
九
八
年
︶
等
参
照
︒

⑧

阿
部
泰
郎
﹁
解
題
﹂︵
﹃
真
福
寺
善
本
叢
刊

中
世
日
本
紀
集
﹄
臨
川
書
店
︑
一
九

九
九
年
︶

⑨

前
掲
論
文
注
⑧

︻
使
用
本
文
︼

※
表
記
は
現
行
通
用
字
体
を
用
い
た
︒
ま
た
︑
一
部
本
文
を
改
変
し
た

と
こ
ろ
が
あ
る
︒

﹃
平
家
物
語
﹄
覚
一
本
︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
︑
延
慶
本
︵﹃
延
慶
本
平
家
物
語

本
文
篇
﹄
勉
誠
出
版
︶
︑
屋
代
本
︵
﹃
屋
代
本
高
野
本
対
照

平
家
物
語
﹄
新
典
社
︶
︑

長
門
本
︵﹃
長
門
本
平
家
物
語
﹄
勉
誠
出
版
︶
︑
源
平
盛
衰
記
︵﹃
源
平
盛
衰
記

慶

長
古
活
字
版
﹄
勉
誠
社
︶︑
百
二
十
句
本
︵
新
潮
日
本
古
典
集
成
︶︑
﹃
閑
居
友
﹄︵
新

日
本
古
典
文
学
大
系
︶︑﹃
愚
管
抄
﹄
︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶︑﹃
紀
伊
続
風
土
記
﹄

︵
続
真
言
宗
全
書
︶︑﹃
神
祇
秘
抄
﹄
︵
真
福
寺
善
本
叢
刊
︶︑﹃
新
羅
明
神
記
﹄︵
神
道

大
系

厳
島
︶︑
﹃
古
今
著
聞
集
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
︑﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄︵
大
正

新
脩
大
蔵
経
︶

覚
一
本
﹃
平
家
物
語
﹄
安
徳
天
皇
入
水
記
事
が
示
す
も
の

一
〇
三


