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虚
構
と
史
実
〈
祇
園
女
御
・
青
侍
夢
・
治
承
物
語
〉

1
平
家
物
語
の
原
本
に
つ
い
て
続
論
i

赤

松

俊

秀

【
要
約
】
　
史
実
か
虚
構
か
久
し
く
未
定
で
あ
っ
た
平
家
物
語
の
清
盛
皇
胤
説
も
最
近
は
、
史
実
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
平
家
物
語
・
仏
舎
利
相
承
系
図
を
始

め
と
し
て
舐
園
女
御
関
係
史
料
を
再
検
討
す
る
と
、
女
御
関
係
説
話
が
発
展
す
る
途
上
で
生
じ
た
虚
構
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
平
家
物

語
成
立
年
時
を
測
る
記
事
と
し
て
江
…
　
時
代
以
来
注
目
の
青
侍
夢
は
、
春
日
明
神
が
登
場
発
】
葺
し
な
い
八
坂
流
諸
本
を
も
っ
て
原
本
に
近
い
と
す
る
見
解

が
定
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
平
家
物
語
の
関
係
記
事
を
改
め
て
吟
味
し
、
実
朝
の
死
の
直
前
、
幕
府
・
朝
廷
の
間
で
将
軍
の
後
嗣
を
極
秘
に
選
考
内
定
し
た
こ

と
を
慈
円
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
慈
円
の
保
護
を
受
け
た
平
家
物
語
の
原
作
者
が
創
作
に
あ
た
っ
て
、
将
来
の
将
軍
は
摂
関
家
出
自
で
あ
る
べ

き
こ
と
を
暗
示
す
る
青
侍
夢
を
構
想
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
平
家
物
語
の
原
名
が
治
承
物
語
で
あ
る
こ
と
は
御
物
兵
聴
記
紙
背
文
書
が
示
す
事
実
で

あ
る
が
、
十
二
巻
本
仁
治
当
時
成
立
説
を
そ
れ
に
よ
っ
て
主
張
す
る
の
は
史
料
考
証
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
史
林
　
五
三
巻
六
号
　
一
九
七
〇
年
＝
月

虚構と史実（赤松）

　
清
盛
皇
胤
説
は
『
平
家
物
語
』
と
滋
賀
県
鷺
宮
神
社
文
書
の
「
仏

舎
利
相
承
系
図
」
だ
け
が
伝
え
る
も
の
で
、
そ
れ
以
外
に
皇
胤
説
を

録
し
て
い
る
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
　
『
平
家

物
語
』
や
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
に
し
て
も
、
い
ず
れ
も
清
盛
の
死

後
か
な
り
の
年
月
が
経
過
し
て
成
立
し
た
史
料
で
あ
る
。
　
『
平
家
物

語
』
成
立
年
時
の
決
定
自
体
は
、
　
『
平
家
物
語
』
研
究
の
主
要
な
課

題
で
あ
り
、
こ
の
論
文
で
も
究
明
す
る
が
、
原
本
の
成
立
は
承
久
の

乱
発
生
の
三
～
四
年
以
前
と
見
る
の
が
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
で
も
清
盛
の
死
後
や
く
四
十
年
経
過
し
て
い
る
。
相
当
な
開
き
が

あ
る
上
に
『
平
家
物
語
』
が
伝
え
る
皇
胤
説
は
、
い
わ
ゆ
る
語
り
系

と
読
み
本
系
と
で
は
大
き
く
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。
語
り
系
は
一

方
流
・
八
坂
流
（
屋
代
本
を
除
く
）
と
も
に
清
盛
の
生
母
を
紙
園
女
御

と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
読
み
本
系
（
四
部
本
を
除
く
）
は
祇
園
女
御

以
外
の
女
房
を
生
母
と
す
る
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
が
、
生
母
と

1 （739）



祇
園
女
御
の
関
係
に
な
る
と
、
延
慶
・
長
門
両
本
の
よ
う
に
女
御
に

仕
え
た
女
房
と
す
る
も
の
と
、
　
『
源
平
盛
衰
記
』
の
よ
う
に
女
御
と

無
縁
の
兵
衛
雪
上
と
す
る
相
違
が
見
ら
れ
る
。
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」

が
書
か
れ
た
の
は
、
清
盛
死
後
五
十
四
年
の
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）

七
月
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
清
盛
の
生
母
を
紙
園
女
御
の
妹

と
す
る
。
生
母
を
女
御
以
外
と
す
る
点
で
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
は

読
み
本
系
に
近
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
清
盛
皇
胤
説
は
史
料
に
よ
っ
て
内
容
が
異
な
る
が
、

こ
の
よ
う
に
異
説
の
多
い
伝
説
を
史
実
と
認
め
る
に
は
慎
重
な
考
証

を
必
要
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
『
平
家
物
語
』
の
考
証

は
、
十
七
世
紀
末
に
成
立
し
た
『
参
考
源
平
盛
衰
記
』
と
『
平
家
物

語
考
証
』
に
よ
っ
て
基
礎
が
確
立
し
た
。
し
か
し
問
題
の
清
盛
皇
胤

説
は
、
他
に
参
照
す
る
史
料
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
　
『
参
考

源
平
盛
衰
記
』
は
そ
の
史
実
性
に
つ
い
て
何
も
触
れ
な
い
。
　
『
平
家

物
語
考
証
』
も
「
此
段
可
レ
考
。
」
（
国
文
註
釈
全
書
本
五
八
五
ペ
ー
ジ
）
と
注

す
る
だ
け
で
あ
る
。
明
治
時
代
に
入
っ
て
皇
胤
説
の
検
討
が
活
発
に

な
っ
た
の
は
、
　
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
が
発
見
紹
介
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
星
野
恒
は
『
史
学
雑
誌
』
第
四
編
第
四
七
号
発
表
の
「
史
話

五
則
」
に
お
い
て
、
相
承
系
図
に
よ
っ
て
清
盛
の
生
母
は
祇
園
女
御

で
な
く
て
そ
の
妹
で
あ
る
こ
と
、
『
中
右
記
』
に
よ
っ
て
も
と
仙
洞
に

仕
え
た
女
で
保
安
元
年
（
二
二
〇
）
七
月
十
二
日
に
急
死
し
た
こ
と

が
判
明
し
て
い
る
忠
盛
の
妻
が
そ
れ
に
当
た
る
こ
と
を
始
め
て
明
ら

か
に
し
た
。
し
か
し
肝
心
の
皇
胤
説
に
つ
い
て
は
星
野
恒
は
疑
問

と
し
て
こ
れ
を
史
実
と
認
め
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
明
治
二
十
六
年

（一

ｪ
九
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。
故
和
田
英
松
博
士
が
星
野
説
を
一
歩

進
め
て
皇
胤
説
を
始
め
て
肯
定
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
二
十
八
年

後
の
大
正
十
年
（
一
九
一
二
）
で
あ
る
。
和
田
博
士
の
論
文
「
祇
園
女

御
」
は
著
書
『
国
史
国
文
之
研
究
』
（
二
二
九
ペ
ー
ジ
）
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
重
点
は
舐
園
女
御
関
係
の
史
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
’

に
あ
る
。
清
盛
の
生
母
と
皇
胤
説
は
、
そ
れ
に
関
連
し
て
説
か
れ
た

に
過
ぎ
な
い
。
博
士
は
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
　
『
中
右
記
』
以
外
に

新
し
く
．
史
料
を
紹
介
せ
ず
、
当
時
の
朝
臣
に
は
後
三
条
・
白
河
天
皇

の
落
胤
が
実
際
に
存
し
た
こ
と
、
幼
な
い
清
盛
が
朝
臣
と
し
て
異
常

に
早
く
出
身
し
た
こ
と
、
白
河
法
皇
が
清
盛
に
対
し
て
特
別
な
関
心

を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
傍
証
に
あ
げ
、
や
や
控
え
目
に
皇
胤
説
を
認

め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
問
題
の
多
い
皇
胤
説
を
史
実
と
し
て
認
め

る
実
証
と
し
て
は
、
い
ま
一
つ
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
博
士
の
結
論

に
説
得
力
を
与
え
る
た
め
に
は
、
　
『
平
家
物
語
』
　
「
仏
舎
利
相
承
系
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図
」
自
体
の
分
析
を
も
っ
と
精
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
昭
和
二
十
三
年
公
刊
の
佐
々
木
八
郎
博
士
の
著
書
『
平
家
物
語
の

研
究
』
（
中
巻
五
二
ペ
ー
ジ
）
は
、
　
『
平
家
物
語
』
読
み
本
系
諸
本
の
清

盛
皇
胤
説
関
係
記
事
の
分
析
を
詳
密
に
行
な
っ
て
重
要
な
事
実
を
指

摘
し
て
い
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
延
慶
本
は
、

殿
上
口
で
忠
盛
と
和
歌
を
よ
み
か
わ
し
忠
盛
か
ら
「
雲
間
ヨ
リ
タ
ぐ

モ
リ
キ
タ
ル
月
ナ
レ
バ
オ
ボ
ロ
ゲ
ナ
ラ
デ
イ
ハ
ジ
ト
ゾ
思
フ
」
（
古
典

研
究
会
本
中
三
六
〇
ペ
ー
ジ
）
の
和
歌
を
受
け
た
清
盛
生
母
の
中
広
女
房

と
祇
園
女
御
と
を
別
人
と
し
、
女
御
に
か
ぎ
り
敬
語
を
用
い
る
が
生

母
に
は
用
い
な
い
。
長
門
本
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、
紙
園
女
御
と
清

盛
生
母
の
中
質
女
房
と
の
区
別
が
延
慶
本
ほ
ど
明
確
で
な
く
、
女
御

と
生
母
を
同
一
人
ら
し
く
も
、
別
人
ら
し
く
も
し
る
し
て
い
る
。
両

本
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
物
語
の
重
態
を
保
っ
て
い
る
か
、
の
問
題
が

当
然
生
ず
る
。
佐
々
木
博
士
は
直
接
に
指
摘
き
れ
て
い
な
い
が
、
長

門
本
は
忠
盛
子
息
記
事
（
国
書
刊
行
会
本
＝
一
ペ
ー
ジ
）
の
な
か
で
も
「
雲

間
よ
り
た
だ
も
り
来
た
る
」
の
和
歌
を
収
め
、
こ
の
場
合
は
忠
盛
と

通
じ
て
い
た
御
所
女
房
が
詠
じ
た
和
歌
と
す
る
。
長
門
本
の
記
事
は

こ
の
よ
う
に
前
後
重
複
矛
盾
し
て
い
る
の
で
、
中
途
で
何
か
の
改
訂

を
受
け
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
佐
々
木
博
士
は
、
清
盛
生
母
を
祇
園
女
御
と
無
関
係
の
丘
ハ
衛
佐
局

噛
と
す
る
盛
衰
記
が
「
或
説
」
（
国
民
文
庫
刊
行
会
本
六
三
七
ペ
ー
ジ
）
と
注
記

し
て
次
の
よ
う
な
異
説
を
伝
え
て
い
る
こ
と
を
論
拠
と
し
て
、
別
人

説
が
原
態
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
解
説
」

は
、
忠
盛
が
若
い
時
に
、
祇
園
女
御
に
仕
え
た
中
事
女
房
の
も
と
に

忍
ん
で
通
い
、
月
出
の
絵
の
扇
を
女
房
の
も
と
に
置
き
忘
れ
、
そ
れ

を
と
が
め
ら
れ
た
女
房
が
「
雲
間
よ
り
た
だ
も
り
来
た
る
」
の
和
歌
を

詠
じ
た
こ
と
、
「
似
る
を
友
の
風
情
に
、
忠
盛
も
す
い
た
れ
ば
、
こ
の

女
房
も
優
な
り
。
」
の
評
が
あ
っ
た
こ
と
を
録
し
て
い
る
。
こ
の
「
下

説
」
は
何
に
基
づ
い
て
い
る
か
、
佐
々
木
博
士
は
特
に
指
摘
さ
れ
て

い
な
い
が
、
こ
の
和
歌
を
よ
ん
だ
も
の
を
祇
園
女
御
に
仕
え
た
中
藤

女
房
と
す
る
こ
と
で
は
『
源
平
闘
諄
録
』
（
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
本
一
三

ペ
ー
ジ
）
と
も
一
致
す
る
。
「
似
る
を
友
の
風
情
に
」
と
い
う
の
は
、
長

門
本
前
記
の
忠
盛
子
息
記
事
（
一
二
ペ
ー
ジ
）
所
収
の
御
所
女
房
の
注

記
に
所
見
す
る
。
一
致
す
る
記
事
が
お
の
お
の
一
部
な
の
で
、
闘
誇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

録
を
さ
す
と
も
長
門
本
と
も
し
が
た
い
。
祇
園
女
御
を
清
盛
生
母
と

す
る
八
坂
流
諸
本
の
う
ち
で
も
古
態
を
保
っ
て
い
る
、
と
佐
々
木
博

士
も
認
め
ら
れ
て
い
る
屋
代
本
は
、
清
盛
生
母
を
砥
園
女
御
と
せ
ず

に
「
祇
園
辺
ナ
ル
或
女
房
」
（
角
川
書
店
本
四
六
二
ぺ
：
ジ
）
と
し
る
す
ご
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と
で
他
と
異
な
る
。
し
か
し
屋
代
本
は
、
こ
の
女
房
以
外
に
鼠
園
女

御
が
登
場
し
な
い
の
で
純
粋
の
別
人
説
で
は
な
い
。
博
士
は
、
盛
衰

記
の
「
或
説
」
と
屋
代
本
の
「
祇
園
辺
ナ
ル
或
女
房
」
を
傍
証
と
し

て
、
祇
園
女
御
と
清
盛
生
母
を
別
人
と
す
る
延
慶
本
が
、
両
者
を
同

一
人
と
す
る
諸
本
よ
り
も
古
い
叙
述
の
姿
を
残
し
て
い
る
、
と
推
論

さ
れ
て
い
る
。

　
博
士
の
論
は
、
　
『
平
家
物
語
』
の
本
文
を
精
密
に
分
析
し
た
上
で

の
立
論
で
あ
る
だ
け
に
、
強
い
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
立

論
の
基
礎
は
『
平
家
物
語
』
だ
け
で
あ
る
。
も
し
博
士
の
著
書
よ
り

も
二
十
七
年
も
前
に
発
表
さ
れ
て
い
る
和
田
博
士
の
説
を
参
照
し
明

治
二
十
六
年
に
星
野
恒
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
　
「
仏
舎
利
相
承
系

図
」
を
も
史
料
と
し
て
引
用
さ
れ
た
な
ら
ば
、
博
士
の
舐
園
女
御
・

清
盛
生
母
別
人
説
は
も
っ
と
強
い
説
得
力
を
持
っ
た
に
相
違
な
い
。

昭
和
三
十
八
年
に
発
刊
さ
れ
た
博
士
の
著
の
『
平
家
物
語
評
註
』
上

（
七
六
七
ペ
ー
ジ
）
は
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
を
引
用
し
、
以
前
の
著
書

よ
り
進
ん
だ
見
解
を
表
明
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
　
『
平

家
物
語
』
の
「
作
者
は
、
清
盛
を
た
だ
人
で
は
な
く
尊
貴
な
素
姓
の

人
で
あ
ら
せ
よ
う
と
し
て
、
多
武
峰
略
記
や
大
鏡
・
今
物
語
な
ど
に

諮
ら
れ
て
い
る
説
話
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
貞
細
工
と
祇
園
女
御
と
の

問
に
生
ま
れ
た
実
子
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
虚
構
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
章
段
（
祇
園
女
御
）
の
最
後
に
定
慧
和
尚
の
話
を
述
べ
て

い
る
こ
と
自
体
が
、
作
者
の
種
明
か
し
に
落
ち
て
い
る
も
の
で
あ
る
、

と
推
測
す
る
の
は
あ
な
が
ち
ひ
が
目
で
も
あ
る
ま
い
。
」
　
と
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
論
は
、
　
『
平
家
物
語
』
作
者
の
意
図
を
推
測
し
て
い

る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
清
盛
皇
胤
説
を
『
平
家
物
語
』
作
風
の
虚

構
と
す
る
星
野
恒
以
来
の
国
史
学
者
の
説
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
有
力

な
後
援
を
得
た
わ
げ
で
あ
る
が
、
右
に
引
用
し
た
博
士
の
説
で
少
し

不
審
な
の
は
、
作
者
当
初
の
虚
構
が
清
盛
を
白
河
法
皇
と
祇
園
女
御

と
の
間
に
生
ま
れ
た
実
子
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
し
る

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
佐
女
木
博
士
の
説
の
か
な
め
は
清
盛
生

母
・
紙
園
女
御
別
人
説
で
あ
る
の
に
、
当
初
の
虚
構
が
舐
園
女
御
生

母
説
で
あ
る
か
の
よ
う
な
論
を
展
開
さ
れ
た
の
は
納
得
が
い
か
な
い
。

当
然
、
清
盛
は
白
河
法
皇
と
祇
園
女
御
奉
仕
の
女
房
、
ま
た
は
紙
雛

辺
の
あ
る
女
房
と
の
問
に
生
ま
れ
た
子
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
覚
一

本
の
注
釈
な
の
で
、
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

論
旨
に
あ
い
ま
い
な
も
の
を
残
し
た
の
は
惜
し
ま
れ
る
。

　
昭
和
四
十
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
当
選
徳
次
郎
博
士
著
書
の
『
平
家

物
語
全
注
釈
』
（
中
二
四
七
ペ
ー
ジ
）
は
解
説
と
し
て
「
祇
園
女
御
の
説
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話
に
つ
い
て
」
の
一
節
を
立
て
、
女
御
に
關
す
る
史
実
と
既
往
の
学

説
を
要
約
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
皇
胤
説
に
対
す
る
博
士
自
身
の
見

解
を
付
記
し
て
い
る
。
博
士
の
解
説
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
皇
胤
説

を
最
初
に
承
認
し
た
の
は
、
　
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
を
学
界
に
紹
介

し
た
星
野
恒
で
あ
る
と
し
て
、
事
実
と
異
な
っ
た
解
説
を
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
最
初
に
皇
胤
説
を
史
実
と
し
て
承
認

さ
れ
た
和
田
博
士
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
肝
心
の
史
実
か
虚
構
か
に

つ
い
て
の
冨
倉
博
士
の
説
は
既
述
の
佐
々
木
博
士
と
異
な
っ
て
い
る
。

冨
倉
博
士
は
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
を
基
に
皇
胤
説
は
十
三
世
紀
前

半
に
広
く
流
布
し
て
い
た
、
と
推
定
し
、
　
『
平
家
物
語
』
の
皇
胤
説

は
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
『
平
家
物
語
』

成
立
以
前
に
清
盛
皇
胤
説
が
流
布
し
た
と
推
測
す
る
以
上
、
佐
女
木

博
士
の
よ
う
に
『
平
家
物
語
』
作
老
が
作
り
出
し
た
虚
構
と
す
る
見

解
に
は
当
然
反
対
す
る
。
し
か
し
博
士
は
皇
胤
説
を
史
実
と
も
断
定

し
な
い
。
冨
倉
博
士
の
説
の
要
点
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
博

士
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
清
盛
皇
胤
説
が
『
平
家
物
語
』
よ
り
も

さ
き
に
成
立
し
て
い
た
と
は
簡
単
に
は
定
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
か
と

い
う
と
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
が
作
ら
れ
た
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）

七
月
よ
り
十
四
年
前
に
起
き
た
承
久
乱
よ
り
も
さ
ら
に
前
に
『
平
家

物
語
』
の
原
本
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
ま
ず
薙
実
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
原
本
に
清
盛
皇
胤
説
が
収
め
ら
れ
て
い
た
か
ど
う

か
は
改
め
て
吟
味
を
要
す
る
問
題
で
珍
る
。
冨
倉
博
士
の
よ
う
に
、

皇
胤
説
は
『
平
家
物
語
』
以
外
の
場
で
当
初
成
立
し
た
、
と
見
る
こ

と
も
当
然
許
さ
れ
る
。
皇
胤
説
成
立
の
場
に
つ
い
て
の
見
解
が
佐
々

木
・
冨
倉
算
博
士
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
相
違
す
る
以
上
、
　
『
平
家

物
語
』
　
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
の
検
討
を
さ
ら
に
深
め
て
、
そ
の
先

後
出
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
清
盛
皇
胤
説
に
対
す
る
国
文
学
者
の
見
解
は
、
そ
の
成
立
の
場
所

に
つ
い
て
は
↓
致
し
な
い
が
、
だ
れ
か
の
虚
構
と
考
え
る
こ
と
で
は

さ
し
て
異
論
が
な
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
戦
後

の
国
史
学
者
は
皇
胤
説
を
史
実
と
認
め
る
傾
向
が
強
い
。
一
例
を
あ

げ
る
と
、
昭
和
四
十
年
刊
行
の
『
日
本
の
歴
史
』
6
「
武
士
の
登

場
」
は
、
　
「
清
盛
落
胤
説
を
う
ら
づ
け
る
も
の
」
（
三
八
七
ペ
ー
ジ
）
と

し
て
、
　
『
平
家
物
語
』
と
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
と
を
あ
げ
、
崇
徳

天
皇
は
白
河
天
皇
の
落
胤
で
あ
っ
た
、
と
す
る
『
古
事
談
』
な
ど
を

傍
証
と
し
て
、
皇
胤
説
を
信
ず
る
に
躊
躇
す
る
必
要
は
な
い
、
と
断

言
し
て
い
る
。
同
様
の
説
は
他
に
も
見
ら
れ
る
が
、
清
盛
が
ま
さ
し
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く
白
河
天
皇
の
落
胤
で
あ
れ
ば
、
清
盛
生
存
当
時
に
そ
の
こ
と
が
い

わ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
形
跡
す
ら
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
は
最
初
に
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
の
際
に
必
要
な
こ
と
は
、
皇
胤
説
成
立
の
事
情
を
『
平

家
物
語
』
　
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
の
双
方
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
　
『
平
家
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
佐

々
木
博
士
の
検
討
が
あ
る
の
で
、
こ
の
論
文
で
は
「
仏
舎
利
相
承
系

図
」
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
最
初
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
明
治
二
十
六

年
の
星
野
恒
の
紹
介
を
含
め
て
、
こ
の
系
図
に
触
れ
た
論
文
・
著
書

は
多
い
が
、
系
図
の
全
文
を
掲
載
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と

で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所
編
、
昭
和
四
十
年
刊
『
俊
乗
房
重
源
史
料
集
成
』
　
（
三
六
九
ペ

ー
ジ
）
が
全
文
を
収
録
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
写
真
も
少
な
く
、

昭
和
四
十
四
年
学
術
研
究
社
刊
行
『
日
本
と
世
界
の
歴
史
』
9
「
1
2

世
紀
」
（
九
四
ペ
ー
ジ
）
に
初
め
の
部
分
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
系

図
は
「
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）
七
月
　
日
」
の
日
付
が
あ
っ
て
注
目

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
文
中
に
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
三
月
廿
日

と
廿
四
日
の
日
付
の
追
記
が
含
ま
れ
て
い
る
。
当
然
、
追
記
の
部
分

は
本
文
と
同
筆
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
異
筆
で
し
る
さ
れ
て
い
て
追

記
の
事
実
を
忠
実
に
保
っ
て
い
る
か
、
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
ま
で
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

言
及
し
た
論
文
・
著
書
は
な
い
。
ま
ず
検
討
を
必
要
と
す
る
の
は
こ

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
斎
き
に
系
図
全
体
の
写
真
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
歴
史
研
究
室
長
田

中
稔
氏
に
写
真
の
有
無
を
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
研
究
所
は
写
真
を

保
管
し
て
い
な
い
が
、
影
写
本
な
ら
ば
京
都
大
学
に
あ
る
は
ず
、
と

の
返
事
を
い
た
だ
い
た
。
燈
台
も
と
暗
し
の
こ
と
わ
ざ
そ
の
ま
ま
の

こ
と
で
あ
っ
虎
が
、
こ
の
影
写
本
は
昭
和
十
三
年
に
中
村
直
勝
博
士

が
故
田
井
啓
吾
氏
を
同
行
、
採
訪
し
て
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

校
正
は
助
手
の
故
稲
葉
慶
信
氏
が
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
事
実

は
田
井
氏
が
担
当
し
た
に
相
違
な
い
。
　
そ
の
注
記
に
よ
る
と
、
問

題
の
文
永
元
年
記
事
は
、
本
文
と
は
明
白
に
捌
筆
で
あ
り
追
記
で
あ

る
。
重
要
な
の
は
、
系
図
末
尾
に
系
図
成
立
の
年
月
日
を
示
す
も
の

と
し
て
し
る
さ
れ
て
い
る
「
文
暦
二
年
七
月
　
日
」
を
も
追
記
と
同

筆
と
認
め
ら
れ
る
、
と
校
正
者
が
注
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
影

写
本
を
通
じ
て
見
る
か
ぎ
り
、
校
正
者
の
意
見
は
妥
当
と
認
め
ら
れ
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る
が
、
影
響
す
る
こ
と
が
広
く
大
き
い
の
で
、
簡
単
に
そ
れ
に
従
う

こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
と
に
重
要
な
の
は
、
祇
園
女
御
と
清
盛
生
母

を
姉
妹
と
す
る
「
姉
」
　
「
妹
」
の
注
記
を
本
文
と
異
筆
と
指
摘
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
指
摘
が
正
し
い
と
す
る
と
、
　
「
仏
舎

利
相
承
系
図
」
の
価
値
は
動
揺
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
学
習
研
究
社
の

写
真
も
印
醐
の
た
め
不
鮮
明
で
は
っ
き
り
し
た
こ
と
を
い
い
得
な

い
。
そ
ζ
で
胡
宮
神
社
に
赴
い
て
系
図
を
実
査
す
る
こ
と
に
し
た
。

昭
和
四
十
五
年
四
月
三
日
の
こ
と
で
あ
る
。
同
行
し
た
の
は
上
横
手

雅
敬
・
熱
田
公
の
両
氏
で
熱
田
氏
は
写
真
撮
影
の
労
を
と
ら
れ
た
。

こ
こ
ろ
よ
く
調
査
を
承
知
さ
れ
た
胡
宮
神
社
宮
司
小
富
士
氏
と
上
横

手
・
熱
田
両
氏
に
感
謝
す
る
。

二

　
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
は
白
紙
二
枚
を
横
継
ぎ
に
し
て
墨
で
書
か

れ
て
お
り
、
現
在
は
巻
子
本
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
一
一
は
縦
三

〇
・
九
セ
ン
チ
、
横
七
七
・
三
セ
ソ
チ
、
内
第
一
紙
幅
四
八
・
八
セ

ン
チ
、
第
二
紙
幅
二
八
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。
本
文
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

　
「
仏
舎
利
相
承
」
　
（
外
題
）

仏
舎
利
相
承

前
白
河
院
」
舶
騨
噸
｝
擁
骨
端

㎞
歯
噛
女
御
殿
－
以
下
禦
．
利
禦
後
半
繁
女
御
讐

　
妹
　
　
　
　
　
　
　
　
女
御
殿
、
以
清
盛
、
為
猶
子
、
併
幽
々
渡
此
御
舎
利
莫
。

　
1
女
　
房
　
　
　
大
政
大
臣
平
朝
臣
清
盛

　
　
　
被
召
二
院
、
懐
妊
之
後
、
刑
部
卿
忠
盛
賜
之
。

　
　
　
　
　
　
　
雄
蕊
盛
之
子
息
、
云
清
盛
。
勃
不
号
　
宮
英
。

　
主
馬
判
官
轍
國
子
息
也
。

－
塑
．
房
－
耀
雨
冷
也
・
然
大
相
国
置
毒

　
　
　
　
　
　
　
難
奉
渡
内
大
臣
平
宗
盛
卿
、
尚
観
音
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
預
之
。
内
大
臣
鎮
西
随
却
之
問
、

1
盛
感
発
房

観
音
房
奉
持

　
之
云
々
。

　
　
　
自
観
音
房
手
、
奉
感
得
千
五
百
粒
。

一
三
二
一
三
尊
－
鞘
一
夕
廟
響
、

　
　
　
　
　
　
　
　
十
粒
了
。

一
摂
政
従
一
位
前
左
大
臣
道
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
暦
二
年
二
月
十
山
ハ
R
［

　
　
　
自
禅
花
房
手
、
少
々
在
　
御
奉
請
。

・
…
…
…
…
…
－
・
…
：
…
…
…
…
・
…
・
P
…
…
…
：
…
…
…
・
：
：
…
…
…
…
－
…
－
（
紙
継
目
）

一
備
中
少
将
自
禅
花
房
手
、
三
粒
被
田
図
。

一
民
部
大
夫
忠
康
三
粒
奉
請
。

一
当
麻
寺
三
粒
奉
納
。

1
壱
岐
前
司
宣
業

－
薩
摩
公
能
真
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一

　
一
大
膳
権
亮
安
倍
為
親
二
粒
奉
請
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

蔽
満
寺
三
粒
講
難
匠
気
脾
酔
罷
控
室

　
　
　
舎
利
講
式
一
巻
二
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

奉
施
入
敏
満
寺
、
阿
久
野
史
一
粒
　
沙
弥
富
祐

願
以
此
功
徳
　
普
及
於
一
切
　
皆
等
与
衆
生
　
同
生
一
仏
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
永
元
年
三
月
廿
四
日

　
　
　
文
暦
二
年
七
月
　
日

　
本
文
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
問
題
の
筆
致
は
、
別
掲
の
写

真
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
末
尾
の
敏
満
寺
施
入
関
係
記
事
の
筆
致
と

そ
の
他
の
本
文
は
明
白
に
異
な
っ
て
い
る
。
文
永
元
年
施
入
当
時
の

追
記
と
認
め
て
ほ
ぼ
誤
り
な
い
。
し
た
が
っ
て
系
図
本
文
自
体
は
文

永
元
年
以
前
の
書
写
と
認
め
ら
れ
る
が
、
　
「
文
暦
二
年
七
月
　
日
」

の
日
付
の
筆
致
は
、
京
大
影
写
本
が
注
記
す
る
よ
う
に
文
永
元
年
追

記
と
一
致
す
る
の
で
、
文
暦
の
日
付
を
そ
の
ま
ま
無
条
件
に
信
頼
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
永
元
年
当
時
に
こ
の
日
付
を
書
き
加
え
た

理
由
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
か
ら
の
研
究
者
は
そ
の
事
情
を
明
ら
か

に
す
る
よ
う
に
努
め
、
も
し
そ
れ
が
不
可
能
の
場
合
は
、
本
文
の
記

事
内
容
を
個
別
的
に
検
討
し
て
、
系
図
自
体
の
成
立
年
時
決
定
の
手

が
か
り
を
つ
か
む
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
重
要
な
の

は
、
祇
園
女
御
と
清
盛
生
母
に
加
え
ら
れ
た
「
姉
」
　
「
妹
」
の
注
記

で
あ
る
が
、
本
文
と
陶
筆
で
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
墨
色

も
筆
致
も
異
な
っ
て
い
る
。
文
永
元
年
追
記
と
も
一
致
し
な
い
。
い

つ
・
だ
れ
が
加
え
た
注
記
で
あ
る
か
は
今
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。

将
来
も
判
明
は
期
待
し
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
系

図
本
文
の
筆
者
が
加
え
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
ま
ず
誤
り
あ
る
ま
い
。

お
そ
ら
く
「
紙
薗
女
御
殿
」
と
「
女
房
」
を
並
記
し
て
い
る
こ
と
か

ら
姉
妹
と
考
え
た
後
人
が
加
え
た
も
の
か
。
あ
る
い
は
の
ち
に
紹
介

す
る
よ
う
に
十
二
世
紀
末
、
舐
園
女
御
に
妹
が
い
て
、
こ
れ
ま
た
白

河
法
皇
の
女
房
と
し
て
、
時
め
い
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

影
響
し
た
注
記
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
姉
妹
」
の
注

記
が
当
初
の
も
の
で
な
い
、
と
な
る
と
、
祇
園
女
御
と
清
盛
生
母
の

女
房
と
の
関
係
は
、
延
慶
本
が
伝
え
る
よ
う
に
、
主
従
と
見
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
次
は
系
図
の
記
事
内
容
で
あ
る
が
、
当
初
に
作
ら
れ
た
系
図
の
あ

ら
ま
し
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
《
白
河
法
皇
崩
御
の
時
に
法
皇
か

ら
育
王
山
・
雁
塔
山
伝
来
の
仏
舎
利
各
一
千
粒
の
譲
与
を
受
け
た
祇

園
女
御
は
、
延
慶
本
に
よ
る
と
女
御
に
仕
え
た
と
い
わ
れ
、
こ
の
系

図
で
は
女
御
の
妹
と
な
っ
て
い
る
女
房
が
法
皇
に
召
さ
れ
て
妊
娠
し
、

そ
の
ま
ま
忠
盛
に
嫁
し
て
生
ん
だ
清
盛
を
猶
子
と
し
て
、
こ
れ
に
仏
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舎
利
を
譲
っ
た
。
清
盛
の
も
と
で
仏
舎
利
を
保
持
し
た
の
は
、
平
氏

の
郎
等
で
も
そ
の
地
位
が
高
い
主
馬
判
富
盛
国
子
息
の
観
音
房
で
あ

っ
た
。
清
盛
の
死
後
、
仏
舎
利
は
宗
盛
に
譲
ら
れ
た
が
、
観
音
房
は

清
盛
の
時
と
同
じ
く
預
と
し
て
仏
舎
利
を
護
持
し
、
宗
盛
が
鎮
西
に

退
却
し
た
の
ち
も
保
持
し
た
。
観
音
房
の
あ
ど
、
禅
花
房
盛
尊
が
干

五
百
粒
、
兜
掛
利
政
尊
が
百
三
十
粒
の
仏
舎
利
を
伝
領
し
た
。
禅
花

房
盛
尊
か
ら
仏
舎
利
を
奉
請
し
た
の
は
「
摂
政
従
一
位
前
左
大
臣
道

1
」
す
な
わ
ち
九
条
道
家
と
丁
寧
少
将
で
あ
る
。
阿
闊
梨
政
尊
か
ら

奉
請
し
た
の
は
、
民
部
大
夫
忠
康
・
当
麻
寺
・
壱
岐
司
翠
蔓
・
薩
摩

公
能
真
・
大
田
権
亮
安
倍
為
親
で
あ
る
。
》
　
以
上
の
記
事
で
検
討
を

要
す
る
の
は
、
清
盛
皇
胤
説
を
含
め
て
記
事
全
体
が
史
実
を
伝
え
て

い
る
か
否
か
で
あ
る
。
手
始
め
と
し
て
系
図
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
人

名
を
ま
ず
検
討
す
る
。

　
問
題
の
第
一
は
「
主
馬
判
官
盛
国
子
息
」
の
観
音
房
で
あ
る
。
盛

国
の
子
息
に
盛
暑
が
い
た
こ
と
は
、
　
『
愚
管
抄
』
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系

本
二
四
五
ペ
ー
ジ
）
『
平
治
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
ニ
細
辛
ペ
ー
ジ
）
に

よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
　
『
尊
卑
分
脈
』
　
（
新
訂
増
補
國
史
大
系
本
四
二
一
五

ベ
ー
ジ
）
は
、
雪
国
の
子
と
し
て
盛
康
の
み
を
あ
げ
て
い
る
。
観
音
房

が
実
際
に
盛
業
の
子
息
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
零
丁
・
盛
康
と
観
音

房
と
の
異
同
、
観
音
房
の
俗
名
・
法
名
が
何
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
史
料
が
な
く
、
確
か
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
い
ま
一
つ
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
系
図

が
盛
国
を
「
主
馬
判
官
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
呼
称

は
『
平
治
物
語
』
に
所
見
し
、
　
『
平
家
物
語
』
も
同
様
に
用
い
て
い

る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
延
慶
本
「
多
田
蔵
人
行
綱
中
言
ノ
事
」

（
上
三
世
ペ
ー
ジ
）
に
「
平
権
守
盛
遠
ヵ
子
主
馬
判
官
盛
国
」
と
登
場

す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
吾
妻
鏡
』
（
文
治
元
年
五
月
＋
六

日
・
同
二
年
七
月
二
＋
五
日
）
に
よ
る
と
、
盛
業
は
早
く
承
安
二
年
（
二
一
七

三
＋
月
＋
九
日
に
出
家
入
道
し
て
お
り
、
極
官
は
「
大
夫
草
筆
」

で
あ
っ
た
。
こ
の
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
が
事
実
を
伝
え
て
い
る
と
な

る
と
、
　
『
参
考
源
平
盛
衰
記
』
（
上
一
西
九
ペ
ー
ジ
）
が
早
く
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
盛
国
が
治
承
元
年
（
二
七
七
）
当
時
、
主
馬
判
官
に

在
任
し
て
い
る
よ
う
に
『
平
家
物
語
』
が
表
現
す
る
の
は
お
か
し
い
。

呼
称
は
伊
勢
判
官
と
で
も
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
『
平
家
物
語
』

の
記
事
が
正
し
く
、
事
実
に
該
当
し
、
治
承
元
年
の
鹿
谷
事
件
当
時

入
道
せ
ず
主
馬
判
官
で
あ
っ
た
、
と
す
る
と
、
　
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事

の
信
頼
性
は
動
揺
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
逆
に
『
吾
妻
鏡
』
の
記

事
が
正
し
く
、
　
『
平
家
物
語
』
が
誤
っ
て
い
る
と
な
る
と
、
　
「
仏
舎
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利
相
承
系
図
」
の
記
事
が
問
題
に
な
る
。
盛
国
の
行
実
を
も
っ
と
調

査
す
べ
き
で
あ
る
が
、
　
『
玉
葉
』
　
『
山
書
記
』
や
「
平
家
納
経
」
の

奥
書
だ
け
で
は
、
詳
し
い
こ
と
は
判
明
し
な
い
。
『
愚
管
抄
』
は
「
里

国
」
と
し
る
す
の
み
で
、
入
道
の
有
無
、
　
「
主
馬
判
官
」
と
呼
称
さ

れ
て
い
た
か
ど
う
か
も
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も

盛
園
を
「
主
馬
判
官
」
と
す
る
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
の
記
事
が
、

『
平
家
物
語
』
に
近
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
観
立
旦
房
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
南
無
仏
」
と
号
し
た
こ
と
で
あ
る
。

南
無
仏
と
い
う
と
、
聖
徳
太
子
の
二
歳
の
奇
跡
が
思
い
出
さ
れ
る
が
、

観
音
房
の
房
号
も
太
子
の
本
地
が
観
音
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
け

ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
無
視
で
き
な
い
の
は
、
近
江
国

敏
満
寺
に
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
十
二
月
十
九
日
、
空
海
請
来
の
東

寺
仏
舎
利
を
金
銅
五
輪
塔
に
収
め
て
寄
進
し
た
俊
乗
房
重
窓
が
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
号
し
た
こ
と
で
あ
る
。
重
源
は
敏
満
寺
以
外
の
寺

院
に
も
仏
舎
利
を
寄
進
し
た
（
『
俊
乗
百
重
源
史
料
集
成
』
所
収
「
南
無
阿
弥
陀

仏
作
善
集
」
）
。
『
玉
葉
』
　
（
寿
永
二
年
正
月
廿
四
日
）
に
よ
る
と
、
仁
安
二
年

置一

齪
Z
七
）
に
入
宋
し
た
乱
曲
は
、
阿
育
王
山
に
登
り
、
阿
育
王
が

造
り
た
、
と
い
う
八
万
四
干
基
塔
を
お
が
み
、
金
・
銀
・
銅
で
作
ら

れ
た
舎
利
塔
に
収
め
ら
れ
て
い
た
仏
舎
利
を
礼
拝
し
て
い
る
。
白
河

法
皇
か
ら
紙
園
女
御
・
清
盛
を
経
て
観
音
房
に
伝
え
ら
れ
た
仏
舎
利

二
干
粒
の
う
ち
、
千
粒
は
育
王
山
伝
来
と
い
う
。
観
音
房
の
南
無
仏

の
号
は
、
聖
徳
太
子
と
重
源
の
舎
利
崇
拝
を
意
識
し
て
つ
け
ら
れ
た

も
の
に
相
違
あ
る
ま
い
。
観
音
房
が
実
在
の
人
物
で
あ
り
、
こ
の
系

図
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ど
お
り
の
経
歴
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
な
ら
ば
問
題
は
な
い
。
少
し
わ
ざ
と
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る

の
で
、
史
実
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
ま
で
は
、
関
係
記
事
を

無
条
件
に
事
実
と
認
め
る
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
る
。

　
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
の
考
証
が
困
難
な
理
由
は
、
観
音
房
の
実

在
が
確
認
さ
れ
な
い
上
に
、
観
立
旦
房
か
ら
仏
舎
利
を
感
得
七
た
禅
花

房
盛
尊
・
阿
閣
梨
政
尊
も
簡
単
に
実
在
を
立
証
し
得
な
い
こ
と
で
あ

る
。
文
暦
二
年
二
月
十
六
日
に
盛
尊
か
ら
仏
舎
利
を
少
々
奉
請
し
た
、

と
い
わ
れ
て
い
る
九
条
道
家
が
当
日
の
日
記
『
玉
藁
』
に
そ
の
こ
と

を
し
る
し
て
い
る
と
、
相
承
系
図
の
信
頼
性
は
高
ま
る
の
で
あ
る
が
、

残
念
な
こ
と
に
そ
の
記
事
を
見
い
だ
し
得
な
い
。
　
『
明
月
記
』
な
ど

に
も
道
家
の
仏
舎
利
奉
請
は
所
見
し
な
い
。
史
実
で
な
い
の
か
、
史

実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
道
家
自
身
関
知
し
な
か
っ
た
、
ま
た
は
記
録

し
な
か
っ
た
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
文
暦
二
年
二
月
十
六
臼
仏
舎
利
奉
請
当
日
の
摂
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政
は
道
家
で
な
く
て
、
嫡
子
左
大
臣
教
実
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

道
家
が
摂
政
に
な
っ
た
の
は
同
年
三
月
二
十
八
日
で
あ
り
、

に
教
実
が
死
ん
だ
た
め
で
あ
る
。
道
家
は
嘉
頑
三
年
（
一
≡
二
八
）
三

月
十
日
に
摂
政
を
辞
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
道
家
を

位
前
左
大
臣
」
と
表
記
す
る
の
は
、
文
暦
二
年
三
月
二
十
八
日
以
後

で
嘉
禎
三
年
三
月
十
日
以
前
の
三
年
間
で
あ
る
。

で
現
在
の
系
図
が
そ
の
当
時
の
原
本
と
は
判
断
し
得
な
い
。

家
を
「
道
1
」
と
一
字
欠
字
し
て
表
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
道
家
の
高
い
身
分
に
敬
意
を
表
し
て
欠
字
に

し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
は
原
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

今
の
と
こ
ろ
、
決
定
的
の
こ
と
は
い
い
え
な
い
。

　
次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
紙
と
第
二

紙
と
の
紙
継
目
が
や
や
不
自
然
で
、
当
初
の

状
態
を
保
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
白
な
こ
と

で
あ
る
（
写
真
参
照
）
。
当
初
に
し
る
し
た
よ
う

に
、
第
二
紙
の
紙
幅
は
第
一
紙
よ
り
も
二
〇
・

三
セ
ソ
チ
も
短
い
。
な
に
か
の
事
情
で
第
二

紙
の
右
端
を
切
断
し
た
、
　
と
推
測
さ
れ
る

が
、
そ
の
事
情
と
時
期
は
容
易
に
判
明
し
な
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さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
事
実
に
妥
当
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
確

定
的
な
こ
と
は
判
明
し
な
い
が
、
不
自
然
な
の
は
墨
線
の
続
き
方
だ

け
で
あ
っ
て
、
筆
致
は
第
一
紙
と
第
二
紙
と
同
一
で
あ
り
、
切
断
さ

れ
た
部
分
も
わ
ず
か
な
の
で
、
あ
ま
り
問
題
に
し
な
く
て
も
よ
い
か

も
し
れ
な
い
。

　
不
明
と
い
え
ば
、
禅
花
房
盛
尊
か
ら
仏
舎
利
を
奉
請
し
た
と
い
う

備
中
少
将
が
だ
れ
で
あ
る
か
も
、
今
の
と
こ
ろ
判
明
し
な
い
。
阿
閣

梨
政
尊
か
ら
仏
舎
利
を
奉
請
し
た
も
の
の
う
ち
、
浄
土
曼
幽
霊
で
有

名
な
当
麻
寺
は
別
と
し
て
、
そ
の
実
在
を
当
時
の
日
記
や
『
尊
卑
分

脈
』
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
の
は
、
忠
康
・
能
真
・
大
膳
権
亮
安
倍

為
親
で
あ
る
。
壱
岐
前
司
宣
業
の
存
在
は
ま
だ
確
認
し
得
な
い
が
、

文
暦
・
嘉
顧
ご
ろ
に
は
、
壱
岐
前
司
業
教
な
る
も
の
が
存
在
す
る
。

同
じ
く
壱
岐
前
司
を
名
の
る
も
の
が
同
時
に
他
に
あ
っ
て
も
異
と
す

る
に
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
宣
業
と
業
教
と
名
が
似
て
い
る
の
で
、

こ
の
工
人
は
何
か
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
同
業
が
壱
岐
守
を
辞

任
し
た
時
、
忠
康
が
民
部
大
夫
に
在
任
し
た
年
時
、
能
率
が
薩
摩
公

と
名
の
っ
て
い
た
時
日
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
こ
の
系
図
を
書
い
た

年
時
は
さ
ら
に
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
御
存
知
の
か
た
が
あ
れ
ば

示
教
を
お
願
い
す
る
。

　
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
は
な
お
不
明
な
こ
と
が
多
い
。
祇
園
女
御

が
仏
舎
利
を
相
承
し
た
こ
ど
に
つ
い
て
は
の
ち
に
論
ず
る
が
、
そ
れ

は
と
も
か
く
、
系
図
自
体
は
文
暦
二
年
と
嘉
祓
三
年
と
の
間
に
成
立

し
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
清
盛
生
母
が
祇
園
女
御
の
妹
と
い
う
の

は
成
立
当
初
の
系
図
の
所
伝
で
な
い
こ
と
が
ほ
ぼ
判
明
し
た
意
義
は

大
き
い
。
最
初
に
指
摘
し
た
読
み
本
系
『
平
家
物
語
』
と
記
事
の
一

致
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
顕
著
と
な
り
、
読
み
本
系
の
『
平

家
物
語
』
が
語
り
系
諸
本
よ
り
先
行
す
る
と
の
説
は
不
動
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
　
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
よ
り
は
少
な
く
と
も
十
年
以
上
お

く
れ
て
宝
治
元
年
～
建
長
元
年
（
一
二
四
七
～
九
）
に
祖
本
が
成
立
し

た
、
と
推
定
さ
れ
る
盛
衰
記
は
、
先
記
し
た
よ
う
に
清
盛
生
母
を
紙

園
女
御
と
無
関
係
の
兵
衛
佐
局
と
し
な
が
ら
、
忠
盛
が
若
い
時
に
祇

園
女
御
の
も
と
に
仕
え
た
中
国
女
房
に
か
よ
っ
た
、
と
す
る
「
同

説
」
を
も
併
記
し
て
い
る
。
　
「
或
説
」
は
直
接
に
延
慶
本
と
関
係
な

い
が
、
延
慶
本
と
同
旨
の
説
が
既
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
す

る
。
延
・
勲
章
の
成
立
が
盛
衰
記
よ
り
も
早
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な

事
実
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

　
清
盛
皇
胤
説
を
伝
え
る
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
延
慶
本
を
も
っ
て
最

先
出
と
す
べ
き
こ
と
は
、
以
上
の
考
証
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
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つ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
清
盛
生
母
は
祇
園
女
御
で
あ
り
得
な
い
、
と

す
る
明
治
以
来
の
国
史
学
者
の
考
証
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
確
な
裏

づ
け
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、

清
盛
皇
胤
説
を
始
め
て
肯
定
さ
れ
た
和
朗
博
士
が
長
門
本
を
引
用
し

た
だ
け
で
延
慶
本
を
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
佐
々
木
・

面
面
両
博
士
は
最
近
ま
で
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
を
引
用
さ
れ
な
か

っ
た
。
和
田
博
士
が
も
し
延
慶
本
を
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
な
ら

ば
、
こ
と
に
よ
る
と
そ
の
結
論
は
逆
に
出
て
、
清
盛
皇
胤
説
が
『
平

家
物
語
』
作
老
の
虚
構
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
、
佐
女
木
博
士
に
先
き

だ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と

い
う
の
も
、
延
慶
本
の
清
盛
皇
胤
説
は
、
忠
盛
が
殿
上
口
で
祇
園
女

御
の
中
藤
女
房
の
袖
を
捕
え
て
和
歌
を
贈
答
し
た
こ
と
か
ら
記
述
を

始
め
、
祇
園
社
頭
の
珍
事
、
清
盛
出
生
と
名
の
り
の
由
来
、
清
盛
の

急
速
な
昇
進
を
経
て
藤
原
逆
比
等
皇
胤
説
に
及
び
、
最
後
に
締
め
く

く
り
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
不
比
等
〕

　
　
国
人
ノ
云
ケ
ル
ハ
此
事
僻
事
ニ
テ
ゾ
有
ラ
ム
。
実
二
王
胤
ナ
ラ
バ
淡
海

　
　
公
ノ
例
二
任
テ
子
孫
相
続
テ
繁
昌
ス
ベ
シ
。
サ
ル
マ
ジ
キ
人
ナ
レ
バ
コ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
穏
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
足
〕

　
　
運
命
モ
不
レ
久
、
子
孫
モ
ヲ
ダ
シ
カ
ラ
ザ
ル
ラ
メ
。
此
様
信
用
ニ
タ
ラ
ズ

　
　
ト
申
人
モ
有
ケ
ル
ト
ヵ
ヤ
。
（
中
三
六
六
ペ
ー
ジ
）

　
こ
の
記
事
は
、
今
の
と
こ
ろ
延
慶
本
に
だ
け
見
え
て
お
り
、
ほ
ぼ

同
一
の
清
盛
皇
胤
説
を
伝
え
る
長
門
本
に
も
省
か
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
か
白
箒
胤
虚
構
説
を
強
調
さ
れ
る
佐
々
木
博
士
も
、
こ
の
記
事
に

注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
明
ら
か
に
世
評
の
形
式
を
と

っ
て
、
皇
胤
説
が
事
実
を
伝
え
た
も
の
で
は
な
く
、
作
老
が
創
作
し

た
虚
構
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
言
外
に
に
お
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

「
僻
事
」
と
い
う
批
判
の
こ
と
ば
を
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

物
語
が
事
実
で
な
く
作
者
の
創
作
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
は

『
平
家
物
語
』
の
作
者
が
他
で
も
使
用
す
る
手
段
で
あ
る
。
次
節
に

論
ず
る
源
中
納
言
雅
頼
青
侍
夢
で
も
、
作
者
は
そ
の
夢
を
解
説
す
る

入
道
宰
相
成
頼
の
口
を
借
り
て
、
夢
想
内
容
に
「
僻
事
」
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
夢
想
自
体
が
虚
梅
で
あ
る
こ
と
を
さ
り
げ
な
く
暗
示

し
て
い
る
。
清
盛
が
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
十
一
月
に
突
然
に
強
行

し
た
関
白
基
房
、
太
政
大
臣
師
長
罷
免
、
院
政
停
止
、
後
白
河
法
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
清
盛
〕

鳥
羽
殿
幽
閉
を
評
し
た
延
慶
本
が
「
天
魔
外
道
ノ
入
道
ノ
身
二
入
替
二

　
　
　
　
〔
見
〕

ケ
ル
ヨ
ト
ゾ
ミ
ヘ
ケ
ル
」
と
評
し
、
続
い
て
讃
岐
賦
す
な
わ
ち
崇
徳

天
皇
が
頼
長
・
為
義
ら
を
伴
っ
て
清
盛
の
邸
に
御
幸
し
た
、
と
『
保

元
物
語
』
所
収
の
夢
想
を
掲
記
し
、
そ
れ
に
対
す
る
作
老
の
評
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
大
　
臣
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
師
灸
〕

て
「
但
シ
御
共
二
宇
治
ノ
左
ノ
ヲ
ト
ぐ
闘
争
ハ
ム
ニ
ハ
、
太
政
大
臣
憂
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〔
替
〕

御
目
ヲ
御
覧
ゼ
サ
セ
給
ベ
シ
ヤ
。
　
心
二
入
カ
ワ
リ
給
ハ
ソ
ニ
モ
此
ノ

　
　
　
　
　
〔
好
　
　
様
〕
　
　
　
　
　
〔
清
盛
〕

御
事
計
ヲ
バ
ヨ
キ
ヤ
ウ
ニ
コ
ソ
入
道
モ
被
計
一
ム
ズ
レ
。
コ
レ
計
ゾ
心

　
〔
難
〕

得
ガ
タ
キ
。
」
（
上
六
二
ペ
ー
ジ
）
と
す
る
こ
と
も
同
様
に
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
清
盛
皇
胤
説
の
場
合
も
、
作
者
は
同
様
の
意
図
で
「
僻

事
」
の
世
評
を
加
え
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。

　
和
田
博
士
が
清
盛
皇
胤
説
を
虚
構
と
批
判
す
る
延
慶
本
の
記
事
を

無
視
さ
れ
た
の
は
、
清
盛
皇
胤
説
を
主
張
さ
れ
る
論
旨
か
ら
い
っ
て

当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
佐
々
木
博
士
の
場
合
は
少
し
不
可
解
で
あ

る
。
当
然
こ
の
「
世
評
」
を
と
り
あ
げ
て
皇
胤
説
虚
構
を
も
っ
と
明

確
に
打
ち
出
さ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も

『
平
家
物
語
』
が
発
展
し
て
い
く
に
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
留
保
付
き

の
清
盛
皇
胤
説
が
次
第
に
事
実
と
思
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
は
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
綿
密
な
史
料
分
析
の
必
要
が
い
よ

い
よ
痛
感
さ
れ
る
。
史
料
は
、
日
記
・
文
書
・
記
録
・
物
語
な
ど
の

相
違
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
応
じ
た
適
切
・
周
到
な
分
析

を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
史
学
・
国
文
学
の
両
分
野
に
ま

た
が
る
研
究
だ
け
に
そ
れ
を
実
現
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
双

方
の
協
力
に
よ
っ
て
困
難
を
突
き
破
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　
延
慶
本
の
一
節
を
根
拠
と
し
て
清
盛
皇
胤
虚
構
説
を
主
張
す
る
私

見
に
対
し
て
、
予
想
さ
れ
る
批
判
は
、
延
慶
本
後
出
説
に
立
っ
て
、

私
説
の
論
拠
と
な
る
「
世
評
」
は
後
人
の
増
補
で
あ
っ
て
原
作
者
が

作
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
延
慶
本
を
も
っ
て

諸
本
を
集
大
成
し
た
も
の
と
す
る
見
解
は
、
故
山
田
博
士
以
来
、
定

説
化
し
て
い
る
。
し
か
し
事
実
は
逆
で
あ
っ
て
、
現
存
の
諸
本
の
う

ち
で
延
慶
本
が
原
本
に
も
っ
と
も
近
く
、
盛
衰
記
を
除
く
他
の
諸
本

は
、
延
慶
本
を
省
略
し
た
か
、
部
分
的
に
増
補
改
訂
し
た
も
の
で
あ

る
。
わ
た
く
し
の
上
記
の
見
解
は
『
愚
管
抄
』
と
延
慶
本
と
を
対
照

検
討
を
し
た
際
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
延
慶
本
を

も
と
に
し
て
、
他
の
諸
本
、
そ
れ
に
『
愚
管
抄
』
　
『
保
暦
問
記
』
な

ど
関
連
著
作
を
参
照
し
て
『
平
家
物
語
』
全
般
に
わ
た
っ
て
諸
本
の

本
文
を
比
較
照
合
し
た
結
果
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
妥
当
性
は
証
明
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
延
慶
本
を
も
っ
て
原
本
に
最
も
近
い
、

と
す
る
私
見
に
賛
同
の
か
た
は
な
お
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少

な
く
と
も
従
来
の
よ
う
に
無
条
件
に
延
慶
本
後
出
説
を
主
張
す
べ
き

で
は
な
い
、
と
認
識
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
平
家
物
語
』
全
体
に
わ
た
っ
て
延
慶
本
を
も
と
に
し
て
諸
本
の
記

事
を
比
較
検
討
を
し
た
結
果
は
、
適
当
な
機
会
に
発
表
し
て
批
判
を

請
う
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
時
間
を
要
す
る
見
込
み
な
の
で
、
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虚構と史実（赤松）

と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
国
史
学
者
に
も
関
心
の
深
い
清
盛
皇
胤
説
を

と
り
あ
げ
た
次
第
で
あ
る
。
そ
し
て
皇
胤
説
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
を

暗
示
す
る
世
評
を
収
め
て
い
る
延
慶
本
が
原
本
に
最
も
近
い
こ
と
を

改
め
て
主
張
す
る
。

　
次
は
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
が
伝
え
る
白
河
法
皇
か
ら
祇
園
女
御

へ
の
仏
舎
利
相
承
の
史
実
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
最
初

は
白
河
法
皇
が
育
王
山
・
雁
塔
山
伝
来
の
仏
舎
利
を
実
際
に
保
持
し

た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
法
皇
の
仏
教
帰
依
が
異
常
と
思
わ
れ
る
ほ
ど

熱
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
今
ま
で
の

と
こ
ろ
、
育
王
・
冠
雪
両
山
仏
舎
利
保
持
が
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
す
史
料
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
次
は
法
皇
崩
御
の
時
に
祇
園
女
御

に
仏
舎
利
を
譲
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
皇
の
仏

舎
利
伝
持
が
確
か
め
ら
れ
な
い
以
上
、
女
御
へ
の
譲
与
も
不
明
で
あ

る
が
、
祇
園
女
御
が
臨
終
の
法
皇
の
枕
頭
に
侍
し
た
か
ど
う
か
も
不

明
で
あ
る
。
和
田
英
松
博
士
は
祇
園
女
御
関
係
の
前
掲
論
文
に
お
い

て
、
　
『
長
秋
記
』
を
引
用
し
て
法
皇
葬
送
の
時
に
下
野
女
御
が
廊
御

方
・
賀
茂
女
御
ら
四
人
と
い
っ
し
ょ
に
素
服
を
着
し
御
飯
料
を
供
し

た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
臨
終
に
侍
し
た
か
ど
う
か
は
明
ら

か
で
な
い
。
法
皇
崩
御
当
日
の
『
長
秋
記
』
（
大
治
四
年
七
月
七
日
）
に
よ

る
と
、
臨
終
の
席
に
侍
し
た
の
は
、
鳥
羽
上
皇
・
待
賢
門
院
の
ほ
か
、

女
房
な
つ
と
も
融
点
女
・
い
は
ひ
を
字
賀
茂
女
御
と
大
夫
尉
資
遠
・
安

芸
守
西
盛
ら
で
あ
っ
て
、
祇
園
女
御
は
所
見
し
な
い
。
こ
の
賀
茂
女

御
は
、
そ
の
当
時
、
砥
園
女
御
と
並
び
称
さ
れ
た
女
房
で
あ
っ
て
、

『
今
鏡
』
巻
首
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
九
九
ぺ
；
ジ
）
は
次
の
よ
う
に
し
る

し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
后
〕
　
　
〔
郷
息
〕
　
　
　
〔
崩
〕
　
　
　
　
　
　
　
〔
方
〕

　
　
白
河
の
院
の
御
世
に
、
き
さ
き
・
宮
す
所
な
ど
か
く
れ
託
て
、
さ
る
か

　
　
　
　
　
〔
御
座
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
殿
〕
　
　
〔
聞
〕
　
　
　
〔
人
〕
〔
御
座
〕

　
　
た
ぐ
も
を
は
せ
ざ
り
し
に
、
島
ど
の
と
き
こ
ゑ
給
ひ
と
を
は
し
き
。

　
　
　
　
　
　
　
〔
理
子
〕
　
　
〔
養
〕
　
　
　
〔
奉
〕
　
　
　
　
　
　
　
ハ
院
〕

　
　
そ
の
人
の
、
野
臥
門
院
を
や
し
な
ひ
た
て
ま
つ
り
以
て
、
ゐ
ん
も
御
む

　
　
〔
娘
〕
　
　
　
〔
持
　
成
〕
　
　
〔
聞
〕
　
　
　
〔
紛
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
殿
〕

　
　
す
め
と
て
も
て
な
し
き
こ
ゑ
さ
ひ
た
ま
ひ
し
な
り
。
そ
の
白
河
ど
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
〔
宿
世
〕
〔
御
座
〕
　
　
　
〔
人
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
等
〕
　
〔
下
〕

　
　
さ
ま
し
き
御
す
く
せ
を
は
し
け
る
ひ
と
な
る
べ
し
。
宣
旨
な
ど
は
く
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
世
〕
〔
人
〕
　
　
〔
紙
　
園
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
本
〕

　
　
ら
ざ
り
け
れ
ど
も
、
よ
の
ひ
と
は
ぎ
を
ん
の
女
御
と
そ
申
め
り
し
。
も

　
　
　
　
〔
彼
〕
　
〔
院
〕
　
　
　
　
　
　
〔
局
〕
　
　
〔
辺
〕
　
　
〔
御
座
〕

　
　
と
よ
り
か
の
み
ん
の
内
の
三
つ
ぼ
ね
わ
た
り
に
お
は
し
け
る
、
は
っ
か

　
　
　
　
〔
覧
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
寵
　
　
愛
〕
　
　
〔
一
　
人
〕

　
　
に
御
ら
ん
じ
つ
け
さ
せ
給
て
、
三
千
の
て
う
あ
い
、
ひ
と
り
の
み
な
り

　
　
　
　
　
〔
常
）
　
　
〔
人
〕
　
　
　
〔
御
座
〕
　
〔
不
〕
　
　
　
　
〔
賀
茂
〕
　
　
　
　
〔
世
〕

　
　
け
り
。
た
冥
の
ひ
と
に
は
を
は
せ
ざ
る
べ
し
。
か
も
の
女
御
と
よ
に
は

　
　
〔
云
〕
　
　
　
〔
嬉
〕
　
　
〔
祝
　
緒
〕
　
　
　
　
〔
姉
　
　
　
　
妹
〕
　
〔
後
〕
　
　
〔
続
昭

　
　
い
ひ
て
、
う
れ
し
き
い
は
ひ
を
と
て
、
あ
ね
を
と
う
と
の
ち
に
つ
皮
き

　
　
　
〔
聞
）
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
彼
｝
　
〔
社
〕
　
　
〔
司
〕
　
〔
重
　
　
助
〕

　
　
て
き
こ
ゑ
し
か
ど
も
、
そ
れ
は
か
の
や
し
ろ
の
つ
か
さ
し
げ
す
け
が
む

　
　
〔
娘
〕
　
〔
共
〕
　
　
　
　
　
〔
房
〕
　
〔
参
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
目
　
近
〕

　
　
す
め
ど
も
に
て
、
面
ぼ
う
に
ま
い
り
た
り
し
か
ば
、
御
め
ち
か
Σ
り
し

　
　
　
　
〔
此
〕
　
　
　
　
　
　
　
〔
覧
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
其
〕
　
　
　
〔
様
〕

　
　
を
、
こ
れ
は
は
つ
か
に
御
ら
ん
じ
つ
け
ら
れ
給
て
、
そ
れ
ら
が
や
う
に

　
　
　
ハ
無
〕
　
　
　
〔
此
〕
　
〔
殊
〕
　
〔
外
〕
　
　
〔
重
〕
　
　
〔
様
〕
　
　
〔
聞
〕

　
　
は
な
く
て
、
こ
れ
は
こ
と
の
ほ
か
に
お
も
き
さ
ま
に
き
こ
え
重
き
。
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『
今
鏡
』
の
記
事
が
奥
耳
さ
れ
る
の
は
、
賀
茂
女
御
が
賀
茂
社
司

重
助
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
祇
園

女
御
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
《
こ
の

両
人
は
、
の
ち
に
な
っ
て
姉
妹
で
あ
る
か
の
よ
う
に
い
わ
れ
た
が
、

そ
れ
は
事
実
で
な
い
。
賀
茂
女
御
は
当
初
か
ら
女
房
と
し
て
院
に
砥

癒
し
法
皇
に
は
軽
量
か
で
あ
っ
た
が
、
舐
園
女
御
は
、
女
房
ら
に
奉

仕
す
る
も
の
と
し
て
で
あ
ろ
う
、
局
に
参
上
し
た
も
の
で
、
法
皇
に

召
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
な
に
か
偶
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
祇
園
女
御
は
賀
茂
女
御
と
は
異
な
り
、
重
視
さ
れ
た
。
》
　
嘉

応
二
年
ヘ
コ
七
〇
）
以
後
承
安
五
年
間
＝
七
五
）
以
前
の
成
立
と
推

測
さ
れ
る
『
今
鏡
』
が
紙
園
女
御
と
賀
茂
女
御
が
姉
妹
と
い
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
し
る
す
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
　
「
仏
舎
利
相
承
系

図
」
が
後
記
な
が
ら
も
祇
園
女
御
と
清
盛
生
母
を
姉
妹
と
し
た
の
は
、

こ
と
に
よ
る
と
『
今
鏡
』
が
紙
園
女
御
と
賀
茂
女
御
を
姉
妹
と
い
わ

れ
た
、
と
し
て
い
る
の
と
な
に
か
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
祇
園
女
御
が
白
河
法
皇
崩
御
の
時
に
歯
止
に
侍
し
た
こ
と
は
史
料

的
に
確
認
さ
れ
な
い
の
で
、
　
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」
が
主
張
す
る
第

二
の
こ
と
、
紙
鳶
女
御
が
臨
終
の
法
皇
か
ら
仏
舎
利
を
相
承
し
た
こ

と
も
事
実
と
は
確
認
し
得
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
臨
終
以
前
に

祇
園
女
御
が
相
承
し
た
こ
と
の
可
能
性
を
否
定
し
な
い
。
現
に
紙
園

女
御
と
賀
茂
女
御
と
が
姉
妹
と
い
わ
れ
た
十
二
世
紀
末
、
白
河
法
皇

が
紙
園
女
御
に
如
意
宝
珠
を
預
け
た
、
と
の
伝
説
が
一
部
に
い
わ
れ

て
い
た
。
こ
の
如
意
宝
珠
は
『
後
白
河
法
皇
が
醍
醐
寺
座
主
勝
賢
に

預
け
た
ま
ま
崩
御
し
、
そ
の
翌
月
、
建
久
三
年
目
一
一
九
二
）
四
月
八

日
に
関
白
九
条
畑
鼠
は
、
勝
賢
に
命
じ
て
如
意
宝
珠
を
禁
裏
に
返
還

さ
せ
た
。
そ
の
詳
細
は
当
日
の
『
玉
葉
』
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
、
こ
の
宝
珠
は
空
海
が
唐
か
ら
請
来
し
た
も
の
と
い
わ

れ
、
白
河
法
皇
に
伝
来
し
た
が
、
鳥
羽
院
の
時
に
雛
臣
家
成
に
預
け

ら
れ
、
後
白
河
法
皇
が
勝
賢
に
預
け
ら
れ
る
ま
で
鳥
羽
勝
光
明
院
宝

蔵
に
納
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
伝
来
に
つ
い
て
は
『
玉
葉
』

所
記
と
は
異
な
る
説
が
そ
の
当
時
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
四
月
十
四

日
置
『
吉
記
』
に
如
意
宝
珠
返
還
の
こ
と
を
収
録
し
た
吉
田
経
房
は
、

蔵
人
権
大
夫
光
冠
の
談
話
と
し
て
、
白
河
院
が
如
意
宝
珠
を
菊
園
女

御
に
預
け
た
、
と
い
う
い
い
伝
え
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
る
し
て
い
る
。

他
に
同
じ
説
を
伝
え
た
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
は
お
そ

ら
く
誤
伝
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
五
情
女
御
に
関
す
る
伝
説
が

『
今
鏡
』
成
立
以
後
、
徐
々
に
発
展
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『
平
家
物
語
』
の
作
者
は
そ
れ
を
受
け
て
、
清
盛
生
母
が
も
と
女
房
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と
し
て
仙
洞
に
奉
仕
し
て
い
た
事
実
と
、
祇
園
女
御
が
平
正
盛
・
忠

盛
・
清
盛
の
三
代
に
わ
た
っ
て
親
し
く
交
際
し
た
こ
と
を
基
に
し
て
、

清
盛
皇
胤
説
を
創
作
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
仏
舎
利
相
承
系
図
」

は
、
同
じ
ふ
ん
囲
気
の
も
と
で
『
平
家
物
語
』
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ

て
、
白
河
法
皇
か
ら
祇
園
女
御
・
清
盛
・
宗
盛
・
観
音
房
へ
と
相
承

の
育
王
・
雁
塔
両
山
仏
舎
利
な
る
も
の
を
創
作
し
た
も
の
が
あ
り
、

平
家
ゆ
か
り
の
仏
舎
利
を
朝
臣
や
寺
院
に
押
し
付
け
よ
う
と
し
て
い

た
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
十
四
世
紀
後
半
に
な
っ

て
『
平
家
物
語
』
の
本
文
が
整
え
ら
れ
る
と
、
祇
園
女
御
清
盛
生
母

説
が
出
現
し
、
そ
れ
が
事
実
と
信
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三

　
平
家
物
語
成
立
期
に
つ
い
て
の
な
ぞ
を
と
く
か
ぎ
と
見
ら
れ
て
い

る
源
中
納
言
雅
頼
青
侍
夢
は
、
十
八
世
紀
末
に
発
表
さ
れ
た
菅
茶
山

の
『
筆
の
す
さ
び
』
が
そ
れ
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
た
の
が
始
め
で
あ

る
が
、
明
治
以
後
、
　
『
平
家
物
語
』
の
成
立
期
を
論
ず
る
も
の
は
必

ず
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
こ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
自
身

も
何
度
か
そ
れ
に
論
及
し
た
。
こ
と
に
延
慶
本
を
も
っ
て
原
本
に
最

も
近
い
、
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
延
慶
本
所
収
の
青
侍
夢
の
な
か

で
春
日
大
明
神
が
自
分
の
子
孫
に
も
節
刀
を
与
え
よ
、
と
発
言
す
る

こ
と
は
、
障
害
で
あ
っ
た
。
慈
円
が
『
愚
管
抄
』
を
著
述
す
る
に
あ

た
っ
て
『
平
家
物
語
』
を
参
照
し
た
こ
と
が
確
実
な
の
で
『
平
家
物
語
』

は
『
愚
管
抄
』
が
完
成
し
た
承
久
工
年
（
一
一
　
二
〇
）
以
前
に
当
然
成

立
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
前
年
に
実
朝
が
殺
さ
れ

る
少
し
前
に
成
立
し
て
い
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。
そ
の
原
本
に
源
氏

将
軍
の
正
統
が
絶
え
る
こ
と
の
予
言
が
含
ま
れ
て
い
た
、
と
考
え
に

く
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
春
日
大
明
神
の

発
言
を
欠
い
て
い
る
八
坂
流
諸
本
を
も
っ
て
、
そ
の
全
体
は
原
本
そ

の
ま
ま
で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
青
侍
夢
は
原
本
そ
の
ま

ま
か
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
と
考
え
て
よ
い
、
と
簡
単
に
い
い
得
な

い
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
八
坂
流
諸
本
の
う
ち

で
も
屋
代
本
を
も
っ
て
古
本
と
す
る
見
解
は
、
山
田
博
士
の
説
を
も

と
に
推
進
さ
れ
定
説
化
し
つ
つ
あ
る
が
、
最
近
は
章
句
の
検
討
が
詳

密
に
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
多
く
の
疑
問
が
い
だ
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
く
し
も
諸
本
の
比
較
検
討
に
よ
っ

て
八
坂
流
諸
本
は
屋
代
本
を
含
め
て
十
三
世
紀
初
頭
に
さ
か
の
ぼ
り

う
る
よ
う
な
古
本
で
な
い
こ
と
は
、
お
お
よ
そ
の
見
当
が
つ
い
た
。

し
か
し
肝
心
の
青
侍
夢
の
な
ぞ
は
容
易
に
説
明
が
つ
か
な
か
っ
た
。
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も
し
八
坂
流
諸
本
が
十
四
世
紀
後
半
の
成
立
と
す
る
と
、
当
時
は
源

氏
将
軍
の
世
が
再
興
安
定
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
当
時

成
立
し
た
語
り
系
『
平
家
物
語
』
が
藤
原
氏
将
軍
出
現
の
予
言
を
省

略
し
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
、
と
指
摘
す
る
の
が
や
っ
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
昭
和
四
十
二
年
二
月
号
の
『
文
学
』
に
発
表
し
た
わ
た
く

し
の
以
上
の
提
言
は
正
当
で
あ
っ
た
、
と
い
ま
で
も
考
え
て
い
る
。

し
か
し
望
ま
し
い
の
は
、
八
坂
流
諸
本
が
十
四
世
紀
後
半
に
成
立
し

た
こ
と
を
青
侍
夢
以
外
の
こ
と
で
実
証
す
る
か
、
青
侍
夢
説
話
自
体

の
推
移
の
あ
と
を
明
ら
か
に
し
て
八
坂
流
諸
本
が
伝
え
る
青
侍
夢
が

最
先
出
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
初
め
の

八
坂
流
諸
本
が
十
四
世
紀
後
半
の
成
立
か
否
か
の
検
討
は
、
　
『
平
家

物
語
』
全
般
に
わ
た
っ
て
検
討
す
る
時
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
次

の
問
題
に
と
り
く
む
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
延
慶
本
（
上
八
入
二
ペ
ー
ジ
）
か
ら
始
め
る
と
、
青
侍
夢
に
八
幡

大
菩
薩
・
春
日
大
明
神
・
厳
島
大
明
神
が
登
場
し
、
以
前
に
清
盛
に

預
け
た
劔
を
召
し
返
し
頼
朝
に
与
え
る
こ
と
、
春
日
大
明
神
が
発
言

し
て
劔
は
の
ち
に
自
分
の
孫
に
与
え
る
よ
う
に
要
求
す
る
こ
と
、
厳

島
大
明
神
は
衣
冠
を
着
し
て
末
座
に
坐
っ
て
い
る
こ
と
を
録
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
高

野
山
に
隠
居
し
て
い
た
入
道
宰
相
鎌
脚
が
夢
想
を
聞
い
て
、
そ
れ
を

次
の
よ
う
に
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
厳
島
ノ
明
神
ハ
鳴
禽
ト
コ

ソ
聞
ケ
、
僻
事
ニ
ヤ
。
　
又
春
日
大
明
神
我
孫
太
刀
ヲ
バ
預
ラ
ム
ト

被
レ
仰
ケ
ル
モ
不
二
心
得
一
。
但
、
世
ノ
末
二
源
平
共
二
子
孫
尽
テ
藤
原

氏
ノ
大
将
軍
二
可
シ
出
ニ
ヤ
。
一
ノ
人
ノ
御
子
ナ
ド
ノ
大
将
軍
ト
シ
テ
天

下
ヲ
可
キ
昌
静
島
育
フ
一
敷
。
」
延
慶
本
は
ま
た
、
成
算
が
高
野
山
に
隠
居

し
た
あ
と
、
往
生
極
楽
以
外
に
余
念
な
く
、
善
を
聞
い
て
は
喜
び

悪
事
を
聞
い
て
は
歎
い
て
い
た
、
と
し
て
い
る
が
、
青
侍
夢
の
予
言

が
事
実
と
な
っ
て
実
現
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
　
「
世
ノ
成
行
ム
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
違
〕

様
ヲ
兼
テ
宣
ピ
ケ
ル
ハ
少
モ
タ
ガ
ハ
ザ
リ
ケ
リ
。
」
　
と
し
る
す
だ
け
で

あ
る
。
も
し
延
慶
本
の
問
題
の
記
事
成
立
が
藤
原
氏
将
軍
が
実
現
し

た
の
ち
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
に
紹
介
す
る
長
門
本
や
盛
衰
記
の
よ
う

に
、
将
軍
・
頼
経
の
出
現
に
つ
い
て
具
体
的
に
書
く
の
が
普
通
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
実
際
は
そ
の
よ
う
な
記
事
が
な
く
、
単
に
前
も

っ
て
予
言
し
た
の
と
少
し
も
相
違
は
な
か
っ
た
，
と
し
て
い
る
だ
け

で
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

　
延
慶
本
の
青
侍
夢
の
内
容
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
厳
島
明

神
が
男
装
で
出
現
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
成
頼
が
「
僻
事
」
と
批
判

し
た
、
と
し
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
問
題
で
あ
る
。
前
に
論
じ
た
皇
胤
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説
の
揚
合
ト
皇
胤
説
そ
の
も
の
を
虚
構
と
暗
示
し
て
い
る
の
と
は
異

な
っ
て
、
こ
の
寮
舎
は
、
厳
島
明
神
の
服
装
が
常
識
に
反
し
て
男
装

で
あ
る
こ
と
を
さ
し
て
、
　
「
僻
事
」
と
し
て
い
る
。
延
慶
本
以
後
、

長
門
本
を
含
め
て
他
の
諸
本
は
、
こ
の
成
頼
の
批
判
を
厳
島
明
神
の

服
装
に
つ
い
て
の
み
な
さ
れ
た
も
の
と
受
取
り
、
そ
れ
に
答
え
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
に
説
明
す
る
が
、
延
慶
本
の
作

者
が
三
重
に
わ
ざ
わ
ざ
「
僻
事
」
と
い
わ
せ
る
の
は
、
清
盛
皇
胤
説

同
様
に
、
こ
の
物
語
自
体
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
た
め
で

あ
る
に
相
違
あ
る
ま
い
。
わ
た
く
し
が
こ
の
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
、

青
侍
夢
自
体
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
は
、
作
者
自
身
に
と
っ
て
明
白
な

事
実
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の

夢
想
は
、
頼
朝
と
接
触
し
て
い
た
斎
院
次
官
親
能
を
逮
捕
し
よ
う
と

し
て
、
治
承
四
年
（
＝
八
○
）
十
二
月
六
日
に
平
氏
が
前
中
納
言
源

雅
頼
邸
を
捜
索
し
た
事
件
（
『
玉
葉
』
当
日
V
を
素
材
と
し
て
、
作
者
が

創
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
作
者
が
女
装
の
厳
島
明
神
を

登
場
さ
せ
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
の
に
一

般
の
常
識
に
反
し
て
わ
ざ
わ
ざ
男
装
で
登
場
さ
せ
、
成
頼
を
し
て

「
僻
事
ニ
ャ
。
」
　
と
批
判
さ
せ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
、
を
考
え
る

と
、
作
者
の
意
図
は
、
清
盛
皇
胤
説
同
様
に
青
侍
夢
が
虚
構
で
あ
る

こ
と
を
暗
示
す
る
た
め
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
れ

に
し
て
も
延
慶
本
が
こ
の
よ
う
な
作
為
を
し
て
ま
で
、
そ
れ
を
暗
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
延
慶
本
の
青

侍
夢
が
物
語
と
し
て
成
立
し
た
当
時
、
藤
原
茂
将
軍
虫
垂
を
予
言
す

る
こ
と
は
論
議
を
ひ
き
お
こ
す
か
も
し
れ
な
い
、
と
真
剣
に
恐
れ
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
原
因
と
思
わ
れ
る
。
も
し
当
時
既
に
藤
原
氏
将
軍

が
実
現
し
て
い
た
な
ら
ば
、
作
老
は
、
そ
の
こ
と
を
予
言
す
る
夢
想

を
創
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す

る
必
要
は
な
く
、
逆
に
ま
さ
夢
で
あ
っ
た
こ
と
を
誇
張
し
て
も
よ
い

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
の
に
実
際
は
き
わ
め
て
控
え
め
に
藤
原

氏
将
軍
出
現
が
予
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
夢
想
を
創

作
し
た
時
期
が
藤
原
氏
将
軍
出
現
の
承
久
元
年
（
一
一
＝
九
）
六
月
三
日

以
前
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
以
上
あ
げ
た
理
由
に
よ
っ
て
延
慶
本
の
青
侍

夢
は
、
末
尾
の
予
言
実
現
の
付
言
を
除
い
て
、
他
は
す
べ
て
承
久
元

年
以
前
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
原
本
そ
の
ま
ま
か
、
少
な
く
と

も
大
筋
は
異
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
延
慶
本
の
本
文
分
析
は
意
外
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
っ
た

が
、
こ
の
結
論
が
誤
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
長
門
本
な
ど
の
諸
本
の
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関
係
記
事
を
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
立
証
さ
れ
る
。

　
長
門
本
（
三
〇
五
ペ
ー
ジ
）
の
青
侍
夢
は
、
延
慶
本
と
同
旨
な
が
ら
、

夢
想
の
内
容
も
成
層
の
解
説
も
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
厳
島
大
明

神
が
男
装
で
出
現
す
る
の
は
延
慶
本
と
同
じ
で
あ
る
が
、
八
幡
大
菩
．

薩
・
春
日
大
明
神
が
発
言
す
る
ほ
か
に
、
厳
島
大
明
神
が
清
盛
の
た

め
に
節
刀
召
し
上
げ
の
猶
予
を
求
め
て
発
言
す
る
の
が
異
な
っ
て
い

る
。
三
十
番
神
の
一
に
当
た
る
住
吉
・
諏
方
大
明
神
が
八
幡
大
菩
薩

の
命
に
よ
っ
て
厳
島
大
明
神
を
門
外
に
押
し
出
す
の
も
延
慶
本
に
は

見
ら
れ
な
い
。
成
頼
の
解
説
も
次
の
よ
う
に
複
雑
多
岐
な
も
の
に
改

め
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
は
入
道
の
世
は
今
は
か
う
ご
ざ
ん
な
れ
。
厳
島
明
神
と
申
は
、
し

〔
沙
蜴
羅
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
坐
〕

や
か
つ
ら
龍
王
第
三
の
姫
宮
、
胎
蔵
界
の
垂
跡
、
女
体
に
て
こ
そ
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
〔
給
〕

す
に
、
俗
体
に
現
じ
た
ま
ひ
け
る
不
思
議
さ
よ
。
越
前
国
気
比
の
宮
と

　
　
　
　
　
　
〔
垂
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
気
比
〕

申
は
、
金
剛
界
の
す
み
跡
な
り
。
厳
島
に
客
人
の
宮
と
申
は
、
け
ひ
の

　
　
　
〔
気
比
〕

宮
是
也
。
け
ひ
の
宮
に
沖
の
御
前
と
申
は
厳
島
是
也
。
胎
金
両
部
の
垂

　
　
　
〔
坐
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
理
〕

跡
顕
れ
て
ま
し
ま
せ
ば
、
俗
体
に
現
じ
給
ひ
け
る
は
こ
と
わ
り
也
、
と

m
勘
｝

か
ん
ぜ
ら
れ
け
る
。
春
日
の
大
明
神
の
、
頼
朝
の
後
に
は
我
に
給
て
、

〔
孫
〕
　
　
　
　
　
m
者
〕
　
　
〔
賜
〕

ま
ご
に
て
候
も
の
に
た
ば
ん
と
仰
せ
ら
れ
け
る
こ
そ
不
思
議
な
れ
。
此

　
　
　
　
　
　
〔
持
〕
　
　
　
　
　
　
　
〔
有
〕

後
、
藤
原
氏
の
世
を
も
虎
ん
ず
る
事
の
あ
る
べ
き
や
ら
ん
。

　
長
門
本
の
成
頼
の
解
説
で
注
鼠
さ
れ
る
の
は
、
厳
島
明
神
が
男
装

で
出
現
す
る
の
に
、
延
慶
本
の
よ
う
に
、
夢
想
全
体
を
も
「
僻
事
」

と
し
て
否
認
す
る
気
配
が
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
厳
島

明
神
と
気
比
明
神
の
本
地
、
厳
島
の
客
人
社
の
本
地
が
気
比
明
神
で

あ
る
こ
と
ま
で
持
ち
出
し
て
、
男
装
で
出
現
し
た
こ
と
は
正
し
い
、

と
力
説
し
て
い
る
。
延
慶
本
と
長
門
本
と
が
相
違
す
る
も
っ
と
も
大

き
な
点
は
こ
れ
で
あ
る
。
成
頼
の
笹
書
が
的
中
し
た
こ
と
に
つ
い
て

も
、
長
門
本
の
説
明
は
延
慶
本
よ
り
は
る
か
に
具
体
的
で
あ
る
。
頼

朝
が
天
下
を
取
っ
て
日
本
将
軍
と
い
わ
れ
た
あ
と
、
頼
家
・
実
朝
が

家
を
継
ぎ
、
そ
の
あ
と
は
義
時
が
世
を
取
っ
た
が
、
天
子
を
は
ば
か

っ
て
朝
廷
に
申
請
し
て
、
　
「
車
内
納
言
な
に
が
し
の
将
軍
」
が
関
東

に
下
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
　
「
車
内
納
言
な
に
が
し
の
将
軍
」
と
は

だ
れ
の
こ
と
で
あ
る
か
、
は
判
明
し
な
い
が
、
頼
経
の
こ
と
を
さ
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
長
門
本
の
記
事
に
は
こ
の
よ
う
に
難
点
も
あ
る

が
、
全
体
と
し
て
は
具
体
的
な
説
明
と
い
っ
て
よ
い
。
長
門
本
の
青

侍
夢
が
延
慶
本
の
、
そ
れ
を
受
け
て
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

ま
ず
動
く
ま
い
。
改
訂
の
時
期
は
藤
原
氏
将
軍
実
現
の
あ
と
で
あ
る

こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
延
慶
本
と
長
門
本
の
関
係
全
体
を
考
え
る
上

に
、
重
要
な
事
実
の
確
認
で
あ
る
。
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盛
衰
記
の
成
立
が
宝
治
元
年
～
建
長
元
年
二
二
四
七
～
四
九
）
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
先
記
し
た
が
、
盛
衰
記
が
成
立
す
る
ま
で
に
、

長
門
本
も
延
慶
祖
本
か
ら
別
れ
て
青
侍
夢
に
つ
い
て
は
、
い
ま
の
本

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
た
、
と
推
定
さ
れ
る
。
長
門
本

の
成
立
期
関
係
の
史
料
は
少
な
く
、
こ
れ
を
推
定
す
る
の
は
容
易
で

な
い
が
、
史
料
の
一
は
、
盛
衰
記
（
四
一
九
べ
し
シ
）
が
「
善
本
萎
」
と

し
て
、
厳
島
明
神
が
門
客
人
を
使
と
し
て
白
浄
衣
を
着
し
て
劔
を
な

お
し
ば
ら
く
清
盛
に
預
け
よ
、
と
発
言
し
た
、
と
録
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
「
或
本
」
が
長
門
本
と
推
定
さ
れ
る
の
は
、
客
人
社

に
触
れ
る
の
が
今
の
と
こ
ろ
長
門
本
以
外
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
盛

衰
記
が
成
立
し
た
当
時
、
長
門
本
が
既
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
ま
ず

認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
盛
衰
記
の
青
侍
夢
の

記
事
内
容
か
ら
も
あ
ら
ま
し
立
証
さ
れ
る
。
次
に
そ
れ
を
明
ら
か
に

す
る
。

　
盛
衰
記
の
青
侍
夢
（
四
一
七
ペ
ー
ジ
）
は
、
延
慶
・
長
門
両
本
と
同
じ

く
春
日
大
明
神
が
発
言
す
る
が
、
八
幡
大
菩
薩
が
登
場
せ
ず
、
代
り

に
延
慶
・
長
門
両
本
で
は
登
場
し
な
い
天
照
大
神
が
出
現
し
て
劔
の

与
奪
を
指
示
す
る
。
ま
た
住
吉
・
鼠
毛
明
神
に
代
っ
て
日
吉
山
王
・

赤
山
明
神
が
出
現
し
て
、
清
盛
の
た
め
に
弁
解
す
る
厳
島
明
神
を
門

外
に
突
き
出
し
て
い
る
。
し
か
し
盛
衰
記
の
青
侍
夢
が
延
慶
・
長
門

両
本
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
厳
島
明
神
が
「
紅
の
袴
着
た
る
女

房
」
姿
で
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。
青
侍
夢
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
を

暗
示
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
将
軍
実
朝
殺
害
直
前
の
政
治
情
勢
と
、

盛
衰
記
が
成
立
し
た
宝
治
元
年
～
建
長
元
年
当
時
の
そ
れ
と
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
。
宝
治
～
建
長
当
時
は
、
青
侍
夢
を
虚
構
と
す
る

必
要
は
全
然
な
く
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
逆
に
ま
さ
夢
で
あ
っ
た

こ
と
を
強
調
す
る
必
要
す
ら
生
じ
て
い
た
。

　
将
軍
頼
経
は
寛
元
二
年
（
＝
西
四
）
四
月
二
十
八
日
に
隠
居
し
て

将
軍
職
を
六
歳
の
子
頼
嗣
に
譲
り
、
翌
三
年
七
月
五
日
に
出
家
入
道

し
た
。
盛
衰
記
が
頼
経
を
「
入
道
将
軍
」
と
表
記
す
る
の
は
、
そ
の

成
立
が
寛
元
三
年
以
後
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
菅
茶
山
の

『
筆
の
す
さ
び
』
は
早
く
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
頼
経
は

北
条
家
の
内
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
ま
も
な
く
失
脚
し
、
寛
元
四
年
七

月
十
一
日
に
鎌
倉
を
出
発
し
て
帰
京
し
た
。
将
軍
頼
嗣
は
な
お
そ
の

地
位
を
保
っ
て
い
た
が
、
盛
衰
記
成
立
直
後
の
建
長
四
年
目
一
二
五

二
）
二
月
二
十
闘
に
退
任
が
決
定
し
た
。
頼
嗣
の
あ
と
を
継
い
で
将

軍
に
な
っ
た
の
は
、
後
嵯
峨
天
皇
第
一
皇
子
宗
尊
親
王
で
あ
る
。
宗

尊
親
王
将
軍
が
実
現
す
る
直
前
に
成
立
し
た
、
と
推
定
さ
れ
る
盛
衰
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記
の
青
侍
夢
で
、
劔
の
与
奪
を
指
示
す
る
の
が
源
氏
祖
神
の
八
幡
大

菩
薩
で
な
く
て
皇
室
祖
神
の
天
照
大
神
で
あ
る
こ
と
は
、
意
味
深
重

で
あ
る
。
天
照
大
神
は
親
王
将
軍
の
実
現
に
つ
い
て
な
に
も
予
言
し

な
い
。
し
か
し
、
親
王
将
軍
出
現
必
至
と
関
係
方
面
が
意
識
し
て
い

る
こ
と
を
盛
衰
記
の
編
者
が
敏
感
に
見
て
と
っ
て
、
青
侍
夢
の
改
訂

に
あ
た
り
、
八
幡
大
菩
薩
を
さ
り
げ
な
く
天
照
大
神
に
と
り
変
え
た

の
で
あ
ろ
う
。
青
侍
夢
の
成
立
を
考
察
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
ま
で
注
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
青
侍
夢
に
対
す
る
盛
衰
記
の
成
頼
解
説
は
、
夢
想
内
容
の
改
訂
に

伴
っ
て
先
行
二
本
と
異
な
っ
て
お
り
、
天
照
大
神
・
女
装
厳
島
明
神

が
出
現
し
た
こ
と
を
「
左
も
有
け
れ
」
と
し
て
是
認
し
て
い
る
。
し

か
し
厳
島
明
神
の
服
装
が
当
面
の
問
題
で
な
く
な
っ
た
た
め
に
長
門

本
の
本
地
論
は
沙
叢
誌
耀
王
の
娘
以
外
、
全
部
省
略
さ
れ
て
い
る
。

子
孫
に
劔
を
与
え
よ
、
と
要
求
す
る
春
日
大
明
神
の
発
言
に
対
し
て

は
、
延
慶
本
そ
の
ま
ま
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
盛
衰
記
の
青
侍
夢
は
、

延
慶
本
か
ら
長
門
本
へ
と
発
展
し
た
も
の
を
受
け
て
、
そ
の
内
容
を

改
訂
総
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
延
慶
・
長
門
両
本
と
盛
衰
記
と
の
全

面
に
わ
た
る
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
一
致
し
た
結
論
が
見
ら
れ
な

い
が
、
青
侍
夢
自
体
は
前
記
の
順
序
を
も
っ
て
展
養
し
た
こ
と
は
確

実
で
あ
る
。

　
盛
衰
記
の
青
侍
夢
は
、
盛
衰
記
成
立
当
時
の
微
妙
な
政
治
情
勢
を

反
映
し
て
独
自
な
も
の
が
加
え
ら
れ
た
が
、
親
王
将
軍
を
戴
く
こ
と

で
組
織
が
安
定
し
た
か
に
見
え
た
鎌
倉
幕
府
も
、
後
醍
醐
天
皇
の
討

幕
で
あ
え
な
く
倒
壊
し
た
。
鎌
倉
幕
府
の
存
在
が
既
に
過
去
の
事
実

と
な
っ
た
南
北
朝
・
室
町
時
代
に
な
る
と
、
　
『
平
家
物
語
』
の
藤
原

氏
将
軍
出
現
予
言
の
記
事
の
受
取
り
か
た
は
、
鎌
倉
時
代
と
は
当
然

異
な
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
従
来
の
『
平
家
物
語
』
研
究
は
、
こ

の
変
化
に
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い

か
が
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
い
う
の
も
延
慶
・
長
門
立
木
や
盛
衰
記

な
ど
の
い
わ
ゆ
る
読
み
本
系
の
成
立
を
十
三
世
紀
後
半
ま
た
は
十
四

世
紀
初
頭
と
推
測
し
、
十
二
巻
本
の
い
わ
ゆ
る
語
り
系
の
諸
本
は
そ

れ
以
前
に
成
立
し
た
、
と
考
え
る
従
来
の
研
究
態
度
が
、
そ
の
よ
う

な
見
解
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
。
し
か
し
語
り
系
諸
本
十

三
世
紀
前
半
成
立
説
を
支
持
す
る
正
確
な
史
料
は
ま
だ
見
い
だ
さ
れ

て
い
な
い
。
従
来
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
か
に
解
さ
れ
る
史
料
も
一
・

二
は
存
し
た
。
そ
の
お
も
な
も
の
は
『
醍
醐
雑
抄
』
や
『
平
家
勘
文

録
』
な
ど
後
世
の
史
料
で
あ
り
、
容
易
に
信
頼
し
得
な
い
。
十
三
世

紀
中
ご
ろ
の
『
平
家
物
語
』
が
「
治
承
物
語
」
と
称
さ
れ
る
六
巻
本
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で
あ
っ
た
こ
と
は
、
山
田
博
士
が
早
く
紹
介
さ
れ
た
御
物
藤
原
定
家

自
筆
『
魚
倉
記
』
の
紙
背
文
書
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
（
『
国
学
院

雑
誌
』
第
二
＋
四
巻
第
四
号
論
文
「
平
家
物
語
考
続
説
』
）
。
し
か
し
同
じ
く
『
兵

単
記
』
紙
背
文
書
に
よ
っ
て
十
三
世
紀
中
ご
ろ
に
流
布
の
六
巻
本

『
平
家
物
語
』
の
ほ
か
に
新
し
く
十
二
巻
本
が
成
立
し
、
そ
れ
が
現

存
の
語
り
系
の
祖
本
で
あ
る
、
と
推
定
す
る
見
解
は
、
同
じ
く
山
田

博
士
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
現
在
で
は
定
説
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
問
題
で
あ
る
。
十
二
巻
本
に
つ
い
て
の
『
兵
事
記
』
紙
背
文
書
の

従
来
の
解
釈
は
正
し
い
根
拠
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
今
の
と
こ

ろ
こ
れ
ら
の
消
息
は
『
平
家
物
語
』
と
関
係
の
史
料
と
は
い
い
え
な

い
。
　
『
兵
馳
駅
』
紙
背
文
書
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
論
ず
る
こ
と
に

し
て
、
こ
こ
で
は
足
利
将
軍
治
下
の
十
四
世
紀
後
半
の
応
安
四
年

（一

O
七
一
）
に
本
文
が
確
定
し
た
覚
一
本
が
青
侍
夢
を
ど
の
よ
う
に

描
い
て
い
る
か
を
次
に
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
覚
一
本
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
上
三
四
二
ペ
ー
ジ
）
の
青
侍
夢
は
、
夢
想

の
描
写
も
成
頼
の
解
説
も
と
も
に
盛
衰
記
に
は
よ
ら
な
い
で
、
延
慶

本
に
近
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
登
場
す
る
明
神

は
、
八
幡
大
菩
薩
・
春
日
大
明
神
・
男
装
厳
島
大
明
神
で
あ
っ
て
延

慶
本
と
同
じ
で
あ
り
、
春
日
大
明
神
が
自
分
の
子
孫
に
節
刀
を
与
え

よ
、
と
同
様
に
要
求
す
る
。
異
な
る
の
は
、
延
慶
本
は
登
場
す
る
明

神
の
名
を
青
侍
に
教
え
る
も
の
が
だ
れ
で
あ
る
か
を
し
る
さ
な
い
の

に
対
し
て
、
覚
一
本
は
、
八
幡
大
菩
薩
歳
暮
神
の
武
内
大
明
神
と
す

る
こ
と
で
あ
る
。
盛
衰
記
に
所
見
す
る
天
照
大
神
が
覚
一
本
に
現
わ

れ
な
い
の
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
足
利
幕
府
治
下
で
は
天
照
大
神

が
そ
の
座
を
八
幡
大
菩
薩
に
譲
る
の
は
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

長
門
本
に
登
場
す
る
住
吉
・
諏
方
大
明
神
、
盛
衰
記
の
日
吉
山
王
、

赤
山
明
神
が
現
わ
れ
な
い
の
も
、
天
照
大
神
と
同
様
に
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
覚
一
本
の
青
侍
夢
の
夢
想
描
写
が
延
慶
本
と
あ
ま
り
異
な
ら
な
い

の
に
対
し
て
、
成
頼
解
説
は
、
延
慶
本
と
か
な
り
ち
が
っ
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
ま
ず
虚
構
の
暗
示
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
全
然
姿
を
消

し
て
い
る
。
し
か
も
延
慶
本
の
解
説
の
ほ
か
に
、
厳
島
明
神
の
本
地

を
沙
蜴
羅
龍
王
の
三
女
と
す
る
長
門
本
の
解
説
を
も
取
り
入
れ
、
本

来
女
神
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
覚
一
本
は
さ
ら
に
成
頼
以

外
に
「
或
僧
」
を
解
説
に
登
場
さ
せ
、
次
の
よ
う
に
い
わ
せ
て
い
る
。

《
明
神
は
方
便
に
よ
っ
て
俗
躰
に
も
女
神
に
も
な
る
も
の
で
あ
り
、

厳
島
明
神
は
女
神
な
が
ら
三
明
六
通
の
霊
神
で
あ
る
か
ら
、
俗
躰
で

出
現
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
》
　
こ
れ
は
、
胎
金
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両
部
の
垂
跡
と
い
う
点
か
ら
厳
島
明
神
の
徳
を
説
く
長
門
本
と
は
同

一
で
な
い
が
、
要
は
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
覚
一
本
が
成
頼
以
外
に
い

ま
一
人
の
解
説
者
を
登
場
さ
せ
た
の
は
夢
想
の
理
解
を
容
易
に
す
る

た
め
の
工
夫
と
認
め
ら
れ
る
。
覚
一
本
は
こ
の
よ
う
に
細
か
い
配
慮

を
し
な
が
ら
、
成
頼
予
言
が
的
中
し
て
藤
原
氏
将
軍
が
出
現
し
た
こ

と
に
つ
い
て
一
言
も
触
れ
な
い
。
足
利
将
軍
治
下
に
成
立
し
た
『
平

家
物
語
』
と
し
て
は
藤
原
氏
将
軍
の
実
現
に
関
心
を
持
た
な
い
の
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
次
は
春
日
大
明
神
が
発
言
し
な
い
八
坂
流
諸
本
で
あ
る
が
、
屋
代

本
（
三
六
八
ペ
ー
ジ
）
の
青
侍
夢
は
、
夢
想
内
容
・
解
説
と
も
に
覚
一
本

よ
り
は
簡
略
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
覚
一
本
の
よ
う
に
神
の
名
を

解
説
す
る
武
内
大
明
神
も
厳
島
明
神
の
徳
を
賛
美
す
る
「
加
虐
」
も

登
場
し
な
い
。
し
か
し
物
語
自
体
の
構
成
は
覚
一
本
に
近
い
。
成
頼

が
平
家
の
繁
栄
も
終
末
に
近
づ
い
た
、
と
し
て
夢
想
の
内
容
を
解
説

し
、
最
後
に
厳
島
明
神
が
男
装
で
登
場
し
た
こ
と
に
不
審
を
呈
示
す

る
。
そ
の
あ
た
り
は
夢
想
の
内
容
が
覚
一
本
と
異
な
る
た
め
に
解
説

に
も
若
干
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
覚
一
本
に
近
い

も
の
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
屋
代
本
も
覚
一
本
と
同

じ
く
藤
原
氏
将
軍
実
現
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
な
い
。
八
坂
流
諸
本

と
覚
一
本
と
の
先
後
嵐
は
容
易
に
判
定
し
得
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
時
の

成
立
で
あ
る
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
。

　
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
の
う
ち
で
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
四
部
本

（
上
一
五
五
ペ
ー
ジ
左
5
）
の
青
侍
夢
は
、
夢
想
の
内
容
・
解
説
と
も
に
延

慶
本
に
近
い
。
四
部
本
の
成
立
に
つ
い
て
は
現
在
い
ろ
い
ろ
に
議
論

さ
れ
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
が
昭
和
四
十
四
年
発
行
の
『
日
本
歴
史
』

掲
載
の
論
文
「
延
慶
本
平
家
物
語
に
つ
い
て
1
平
家
物
語
の
原
本
に

つ
い
て
続
論
」
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
の
成
立
は
以
外
に
お

そ
く
十
四
世
紀
前
半
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
高
橋
貞
一
博
士
も

最
近
発
表
の
論
文
　
「
四
部
舎
戦
状
本
と
平
家
打
聞
」
　
（
『
仏
教
大
学
人
文

学
論
集
』
第
四
号
所
収
）
で
元
亨
三
～
四
年
（
；
三
三
～
四
）
成
立
と
考

え
ら
れ
る
史
料
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
四
部
本
で
顕
著
の
事
実

は
、
十
四
世
紀
中
葉
に
成
立
し
た
『
保
暦
登
記
』
に
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
に
『
保
作
当
記
』
の
青
侍
夢
は
筋
道

だ
け
で
あ
る
が
四
部
本
と
同
旨
で
あ
る
。

四

　
『
平
家
物
語
』
諸
本
の
青
侍
夢
は
あ
ら
ま
し
以
上
の
内
容
で
あ
る

が
、
最
近
の
研
究
は
青
侍
夢
の
成
立
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
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て
い
る
か
、
次
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
違
〕

『
愚
管
抄
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
三
四
七
ペ
ー
ジ
）
に
「
ト
ヲ
ク
ハ
伊
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
近
〕

太
神
宮
ト
鹿
島
ノ
大
明
神
ト
、
チ
カ
ク
ハ
八
幡
大
菩
薩
ト
春
日
ノ
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
持
〕

明
神
ト
、
昔
今
ヒ
シ
ト
議
定
シ
テ
世
ヲ
パ
モ
タ
セ
給
ナ
リ
。
」
　
と
し

る
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
『
平
家
物
語
』
の
青
侍
夢
は
、
『
愚

管
抄
』
の
こ
の
記
事
を
『
平
家
物
語
』
の
作
老
が
転
用
し
て
作
っ
た

も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
佐
々
木
八
郎
博
士
の
説
で
あ
る
（
畢
家

物
語
の
研
究
』
上
四
五
ペ
ー
ジ
）
。
興
味
深
い
着
想
で
あ
る
が
、
難
点
は
、

博
士
自
身
が
古
態
と
考
え
て
い
る
八
坂
流
諸
本
の
青
侍
夢
に
肝
心
の

春
日
大
明
神
が
登
場
・
発
言
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
博
士
が
も
し
春
日

大
明
神
が
発
言
す
る
延
慶
本
の
青
侍
夢
を
も
っ
て
原
態
と
考
え
ら
れ

る
な
ら
ば
、
こ
の
着
想
は
も
っ
と
支
持
を
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

八
坂
流
諸
本
を
も
っ
て
原
態
と
す
る
か
ぎ
り
博
士
の
説
は
成
立
し
な

い
。
博
士
の
説
の
第
二
の
難
点
は
、
　
『
平
家
物
語
』
は
『
愚
管
抄
』

の
記
事
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
（
『
平
家
物
語
の
研
究
』
上
四
六
ペ
ー
ジ
）
と

見
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
佐
々
木
博
士
と
同
一
の
見
解
を
持
つ
学
者

は
多
い
が
、
事
実
は
『
平
家
物
語
』
が
さ
き
に
成
立
し
て
お
り
、
逆

に
『
愚
管
抄
』
の
ほ
う
が
『
平
家
物
語
』
の
記
事
に
負
っ
て
い
る
。

『
平
家
物
語
』
と
『
愚
管
抄
』
と
の
関
係
は
従
来
考
え
ら
れ
た
以
上

に
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
後
藤
丹
治
博
士
（
『
戦
記
物
語
の
研
究
』
三
三
ペ

ー
ジ
）
以
来
定
説
化
し
て
い
る
『
愚
管
抄
』
先
出
説
は
妥
当
と
考
え

ら
れ
な
い
。

　
『
愚
管
抄
』
が
八
幡
大
菩
薩
と
春
日
大
明
神
と
の
議
定
と
い
う
の

は
、
承
元
三
年
（
一
ご
〇
九
）
三
月
十
日
に
九
条
道
家
妹
立
子
が
順
徳

天
皇
中
宮
に
な
っ
た
こ
と
と
（
『
愚
管
抄
隔
二
九
六
ペ
ー
ジ
）
、
承
久
元
年
六

月
の
将
軍
頼
経
東
下
と
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
頼
経
東
下
で
あ
る
が
、
慈
円
が
そ
れ
に
つ

い
て
両
神
の
議
定
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
清
は
『
愚
管
抄
』

や
慈
円
消
息
・
願
文
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
　
『
平
家
物
語
』
の

青
侍
夢
の
予
言
に
影
響
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
慈
円
が
『
愚
管
抄
』

を
著
述
す
る
に
あ
た
っ
て
『
平
家
物
語
』
を
参
照
し
た
こ
と
は
、
先

記
し
た
よ
う
に
確
実
で
あ
る
が
、
慈
円
は
『
平
家
物
語
』
の
記
事
を

あ
ま
り
信
頼
せ
ず
、
し
ば
し
ば
そ
の
虚
構
を
明
白
ま
た
は
言
外
に
指

摘
し
て
い
る
。
　
『
平
家
物
語
』
の
青
侍
夢
で
解
説
の
重
要
な
役
割
を

演
ず
る
成
頼
に
対
し
て
も
、
　
『
愚
管
抄
』
（
二
四
三
ペ
ー
ジ
）
は
「
成
頼

入
道
が
出
家
ニ
ハ
物
語
ド
モ
ア
レ
ド
無
益
ナ
リ
。
」
　
と
冷
た
い
態
度

を
取
っ
て
い
る
。
青
侍
夢
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
　
『
平
家
物
語
』
と

『
愚
管
抄
』
と
の
間
に
関
連
は
認
め
ら
れ
な
い
。
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魚
倉
博
士
は
、
　
『
平
家
物
語
』
と
『
愚
管
抄
』
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
ど
ち
ら
を
も
先
出
と
定
め
な
い
慎
重
説
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
だ

け
に
、
佐
々
木
博
士
の
説
を
全
面
的
に
認
め
ず
に
、
夢
物
語
創
作
の

背
景
と
し
て
承
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
『
平
家
物
語
全
注
釈
』
中
事

〇
ペ
ー
ジ
）
。
　
し
た
が
っ
て
佐
女
木
博
士
の
説
に
つ
い
て
指
摘
し
た
前

記
の
難
点
は
、
冨
倉
博
士
の
場
合
、
見
ら
れ
な
い
。
問
題
は
夢
物
語

が
創
作
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
冨
倉
博
士
は
慎

重
な
態
度
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
。
冨
倉
博
士
は
ま
た
、
山
田
論
叢
の

八
坂
流
諸
本
承
久
元
年
以
前
成
立
説
を
批
判
し
て
承
久
以
後
成
立
の

可
能
性
を
主
張
し
た
故
後
藤
丹
治
博
士
の
説
（
『
戦
記
物
語
の
研
究
』
＝
ハ

七
ペ
ー
ジ
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
批
判
的
な
態
度
を
と
り
、
青
侍
夢

は
広
い
意
味
に
お
け
る
十
二
巻
本
成
立
時
期
決
定
の
き
め
手
に
は
な

ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
『
平
家
物
語
研
究
』
二
〇
九
ペ
ー
ジ
）
。
博
士

の
主
張
は
、
現
存
の
十
二
巻
本
の
成
立
に
当
た
っ
て
参
照
さ
れ
た
、

と
考
え
ら
れ
る
他
の
成
立
年
時
の
明
ら
か
な
資
料
と
の
交
渉
を
究
明

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
二
巻
本
の
成
立
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
確

実
な
答
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は

も
っ
と
も
な
も
の
が
あ
る
が
、
調
査
考
察
の
範
囲
を
十
二
巻
本
に
限

定
す
る
な
ら
ば
、
問
題
で
あ
る
。
　
『
平
塚
物
語
』
の
研
究
が
今
日
渋

滞
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
　
『
平
家
物
語
』
の
成
立
年
時
を
究
明
す
る
に
は
、
十
二
巻
本
だ

け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
読
み
本
系
を
含
め
て
『
平
家
物
語
』
囁
諸
本

全
部
に
わ
た
る
よ
う
に
調
査
考
察
の
範
囲
を
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
さ
て
『
平
家
物
語
』
成
立
期
に
つ
い
て
の
冨
倉
博
士
の
見
解
で
あ

る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
博
士
は
行
長
作
と
時
長
作
の
二
元
の
原
平

家
物
語
の
存
在
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
博
士
の
青
侍
夢
の
解

説
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
ず
、
二
元
論
に
よ
ら
な
い
従
来
の

論
と
異
な
っ
て
い
な
い
。
博
士
は
、
六
巻
本
に
あ
っ
た
青
侍
夢
は
厳

島
明
神
と
八
幡
大
菩
薩
が
登
場
し
春
日
大
明
神
は
登
場
し
な
か
っ
た

に
相
違
な
い
、
と
し
て
、
八
坂
流
諸
本
を
も
っ
て
承
久
元
年
以
前
に

成
立
し
た
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
六
巻
本
の
名
残
り
を
と
ど
め
た
も

の
と
し
て
よ
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
『
平
家
物
語
研
究
』

九
〇
ぺ
！
ジ
）
。

　
青
侍
夢
を
中
心
と
す
る
『
平
家
物
語
』
成
立
期
の
考
証
の
従
来
の

学
説
の
あ
ら
ま
し
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
春
日
大
明
神
が
発
言

し
な
い
八
坂
流
諸
本
の
青
侍
夢
を
も
っ
て
『
平
家
物
語
』
の
原
型
と

す
る
山
田
博
士
の
説
は
、
後
藤
博
士
の
批
判
を
除
い
て
、
終
始
支
持
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さ
れ
て
き
た
。
学
界
の
大
勢
が
こ
の
よ
う
な
時
に
、
　
『
平
家
物
語
』

諸
本
の
関
係
本
文
の
分
析
だ
け
で
新
し
い
説
を
主
張
し
て
も
、
承
認

を
得
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
承
久
元
年
以
前
の
成
立
と
推
定
さ
れ

る
『
平
家
物
語
』
の
原
本
の
青
侍
夢
は
、
春
艮
大
明
神
が
自
分
の
子

孫
に
も
節
刀
を
与
え
よ
、
と
発
言
し
、
そ
れ
を
解
説
し
た
成
頼
が
源

茂
将
軍
の
正
嫡
が
断
絶
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
予
言
す
る
内
容
に

相
違
な
い
、
と
主
張
す
る
私
見
が
容
易
に
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
は
、

今
か
ら
も
予
見
さ
れ
る
。
男
装
厳
島
明
神
を
「
僻
事
」
と
批
判
す
る

信
頼
発
言
だ
け
で
は
論
拠
と
し
て
不
十
分
で
あ
っ
て
、
源
氏
の
正
嫡

が
絶
え
藤
原
氏
将
軍
が
出
現
す
る
こ
と
が
承
久
元
年
以
前
に
実
際
に

予
見
さ
れ
て
い
た
事
実
を
証
明
し
な
い
か
ぎ
り
、
わ
た
く
し
の
説
が

全
面
的
に
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
は
断
言
し
て
も
よ
い
。
し
か
し
従
来

の
論
者
の
う
ち
に
は
、
山
田
博
士
の
説
に
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
も
、

実
朝
の
生
前
に
前
記
の
予
見
が
実
際
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
確
信
が
持

て
な
い
た
め
に
、
や
む
な
く
従
っ
て
い
る
学
老
も
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
わ
た
く
し
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『
平

家
物
語
』
諸
本
の
関
係
本
文
を
比
較
検
討
し
て
、
延
慶
本
の
最
先
出

が
明
ら
か
に
な
る
と
、
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
る
。
実
朝
殺
害
の
直

前
、
源
氏
の
正
嫡
が
実
朝
で
断
絶
す
る
こ
と
を
予
見
し
、
内
密
に
そ

の
対
策
が
協
議
さ
れ
て
い
た
事
実
が
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
そ

れ
を
紹
介
し
よ
う
。

　
実
朝
の
妻
は
、
は
じ
め
足
利
義
兼
娘
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
実

朝
が
そ
れ
を
拒
否
し
て
京
都
の
公
卿
か
ら
迎
え
る
こ
と
を
主
張
し
た

（『

瘢
ﾈ
鏡
飴
元
久
元
年
八
月
四
日
）
。
そ
の
結
果
、
実
朝
の
妻
は
後
鳥
羽
上

皇
生
母
七
条
院
殖
子
兄
坊
門
信
清
娘
と
決
定
し
（
『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
＋

月
十
四
霞
）
、
十
二
月
十
日
に
鎌
倉
に
到
着
し
た
（
『
吾
妻
鏡
』
）
。
年
令
は

実
朝
と
間
年
で
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
し
か
し
両
人
の
問
に
は
子
が
生

ま
れ
ず
、
ほ
か
に
実
朝
は
脇
腹
の
子
を
持
た
な
か
っ
た
。
実
朝
は
、

源
氏
の
正
嫡
が
自
分
で
絶
え
る
こ
と
を
認
め
て
、
そ
れ
を
口
外
し
た
。

『
吾
妻
鏡
』
（
建
保
四
年
九
月
二
＋
日
）
に
よ
る
と
、
官
位
昇
進
に
執
心
を

持
つ
実
朝
に
対
し
て
、
お
じ
の
北
条
義
時
の
内
意
を
受
け
た
大
江
広

元
が
実
朝
に
苦
言
を
呈
し
、
も
し
実
朝
が
子
孫
の
繁
栄
を
望
む
な
ら

ば
現
在
の
官
職
を
辞
し
て
誤
載
大
将
軍
だ
け
を
保
持
す
べ
き
で
あ
る
、

と
進
言
し
た
。
実
朝
は
「
諌
謙
之
趣
、
救
難
字
面
心
一
、
源
氏
正
統
縮
‘

此
時
酔
畢
。
子
孫
敢
不
レ
可
晶
相
継
今
一
。
然
飽
帯
晶
官
職
一
、
欲
レ
挙
二
家

名
一
云
々
。
」
と
答
え
て
、
進
言
に
従
う
こ
と
を
拒
否
し
た
。
実
朝
で

源
茂
の
正
統
が
絶
え
る
こ
と
は
当
時
の
多
く
の
人
が
知
っ
て
い
た
、

と
考
え
る
第
一
の
根
拠
は
、
こ
の
事
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
吾
妻
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鏡
』
は
実
朝
の
死
後
か
な
り
年
数
を
経
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

実
際
に
実
朝
が
こ
の
よ
う
に
発
言
し
た
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
。

た
と
い
事
実
そ
の
よ
う
に
発
言
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
当
時

に
他
に
伝
え
ら
れ
『
平
家
物
語
』
の
作
老
の
耳
に
ま
で
達
し
た
か
ど

う
か
と
な
る
と
、
だ
れ
も
明
番
し
得
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

源
氏
正
統
断
絶
を
早
く
も
予
見
し
、
実
朝
が
殺
害
さ
れ
る
よ
り
以
前

に
『
平
家
物
語
』
の
作
調
が
藤
原
氏
将
軍
出
現
予
言
の
青
侍
夢
を
創

作
し
て
流
布
さ
せ
た
、
と
あ
え
て
主
張
す
る
の
は
、
　
『
平
家
物
語
』

の
原
作
者
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
慈
円
が
、
実
朝

に
実
子
が
な
い
た
め
に
幕
府
首
脳
が
対
策
に
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
を

熟
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
『
愚
管
抄
』
（
三
一
四
ペ
ー
ジ
）
に
よ
る
と
、
実
刺
母
政
子
は
実
朝
殺

害
前
年
の
建
保
六
年
二
月
に
熊
野
参
詣
を
名
目
に
鎌
倉
か
ら
上
京
し

た
が
、
真
の
目
的
は
、
実
朝
の
後
嗣
を
内
密
に
選
考
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
政
子
は
後
鳥
羽
上
皇
側
近
筆
頭
の
卿
二
品
兼
子
と
協
議
し
た

が
、
そ
れ
は
秘
密
に
行
な
わ
れ
た
ら
し
く
、
　
『
吾
妻
鏡
』
に
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
当
時
の
朝
臣
の
日
記
に
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
慈
円
は
知
っ
て
い
た
。
兼
子
は
、
次
の
将
軍
候
補
と
し
て
実
朝

妻
の
姉
妹
が
生
ん
だ
、
上
皇
皇
子
作
成
親
王
を
推
し
た
。
翌
年
実
朝

が
殺
さ
れ
る
と
、
雅
成
親
王
を
将
軍
に
推
戴
す
る
た
め
に
幕
府
か
ら

正
式
に
使
が
上
京
し
た
。
と
こ
ろ
が
意
外
に
も
上
皇
が
親
王
の
東
下

を
拒
否
し
、
親
王
将
軍
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
慈
円
は
親
王
が
将
軍

と
な
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
反
対
で
な
か
っ
た
。
慈
円
の
兄
盗
塁
の

ひ
ま
ご
に
当
た
る
頼
経
が
慈
円
の
奔
走
に
よ
っ
て
将
来
の
将
軍
と
決

定
し
た
の
は
雅
量
親
王
の
将
軍
就
任
を
拒
否
し
た
上
皇
が
頼
経
の
こ

と
を
発
言
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
し
か
し
慈
円
の
心
の
奥

深
く
、
実
朝
の
あ
と
は
親
王
将
軍
で
は
な
く
、
頼
朝
妹
の
血
縁
に
属

す
る
九
条
道
家
の
子
ど
も
が
将
軍
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
な
か
っ
た
、

と
は
い
い
え
な
い
。
九
条
家
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た

ろ
う
。
政
子
が
上
京
し
た
前
後
、
次
期
将
軍
に
つ
い
て
、
朝
幕
の
最

高
当
局
の
間
で
い
ろ
い
ろ
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ま
こ
う
方
な

き
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ふ
ん
囲
気
が
慈
円
や
九
条
家
の
影
響
を

受
け
て
い
た
、
と
推
定
さ
れ
る
『
平
家
物
語
』
原
作
者
に
強
く
影
響

し
た
こ
と
は
、
当
然
に
推
測
さ
れ
る
。
か
れ
は
『
平
家
物
語
』
創
作

に
あ
た
っ
て
実
際
に
行
な
わ
れ
た
源
中
納
言
雅
量
邸
追
捕
を
素
材
に

し
て
節
刀
召
し
上
げ
の
夢
想
を
構
想
し
た
が
、
そ
の
時
、
次
期
将
軍

選
考
に
つ
い
て
の
微
妙
な
当
時
の
政
治
情
勢
を
考
慮
し
て
、
春
日
大

明
神
が
発
言
す
る
夢
想
を
創
作
し
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
が
事
実
で
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あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
し
か
し
原
作
者
は
、
そ
の
夢
想
が
ま

さ
夢
と
受
取
ら
れ
て
世
上
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
男
装
の
厳
島
明
神
を
わ
ざ
わ
ざ
登
場
さ
せ
る
な
ど
苦
肉

の
策
を
講
じ
た
こ
と
は
さ
き
に
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
延
慶
本
を
も
っ
て
原
本
に
最
も
近
い
と
す
る
私
見
に
と
っ
て
の
障

害
は
、
以
上
の
論
証
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
見
通
し
が
つ
い
た
、
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
現
存
の
延
慶
本
は
、
周
知
の
よ
う
に
延
慶
二
～

三
年
（
ニ
ニ
〇
九
～
一
〇
）
書
写
本
を
底
本
と
し
て
応
永
二
十
六
～
七

年
（
一
四
一
九
～
二
〇
）
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
書
写
年
時
が

下
る
上
に
書
写
の
際
の
手
違
い
に
よ
る
脱
落
な
ど
も
若
干
あ
り
、
記

事
の
体
裁
も
整
わ
な
い
。
そ
の
た
め
に
延
慶
書
写
本
と
承
久
書
芸
成

立
の
原
本
と
の
関
係
を
、
本
文
の
す
み
ず
み
に
わ
た
っ
て
追
究
す
る

と
な
る
と
、
困
難
を
感
ず
る
こ
と
が
多
い
。
望
ま
し
い
こ
と
は
、
既

に
厳
島
神
社
で
一
部
が
発
見
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
．
鎌
倉
時
代
書
写

の
延
慶
本
、
ま
た
は
そ
の
他
の
諸
本
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

『
平
家
物
語
』
成
立
史
の
研
究
は
そ
れ
に
よ
っ
て
好
手
を
一
新
す
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
在
は
こ
の
よ
う
な
写
本
が
ま
だ
見
い
だ
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
前
記
の
よ
う
に
難
点
は
あ
る
が
現
存
の
延
慶
本
を

も
と
に
し
て
、
原
本
と
の
関
係
を
丹
念
に
究
明
す
る
以
外
に
な
い
。

　
延
慶
本
に
は
、
承
久
乱
後
に
増
補
さ
れ
た
こ
と
が
確
実
な
章
節
や
、

後
鳥
羽
院
の
お
く
り
名
な
ど
後
世
部
分
的
に
改
訂
し
た
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
ら
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
延
慶
本
が
一
編
の
物
語
と
し
て
現
在

見
ら
れ
る
と
お
り
の
形
と
な
っ
た
時
期
の
上
限
を
決
定
す
る
こ
と
は

そ
れ
な
り
に
是
認
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
延
慶
本
に
原

本
の
記
事
が
最
も
多
く
保
存
さ
れ
て
い
る
事
実
に
眼
を
閉
ざ
す
な
ら

ば
、
そ
れ
は
誤
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
ほ
か
は
な
い
。
ま
さ
に
角
を

た
め
て
牛
を
殺
す
誤
り
に
も
比
す
べ
き
で
あ
る
。

　
佐
々
木
八
郎
博
士
は
、
周
知
の
よ
う
に
延
慶
本
が
古
態
を
保
っ
て

い
る
事
実
を
多
年
に
わ
た
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
博
士
の
論
が
徹
底
し
な
い
の
は
、
前
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

山
田
博
士
が
首
唱
さ
れ
た
八
坂
流
諸
本
を
古
い
と
す
る
説
を
顧
慮
し

て
、
山
田
博
士
説
の
範
囲
内
で
そ
れ
を
主
張
す
る
に
と
ど
め
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
八
坂
流
諸
本
が
古
本
と
認
め
ら
，
れ
る
理
由
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

一
つ
の
青
侍
夢
は
、
原
態
を
保
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
確
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
十
三
世
紀
中
葉
の
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
当
時
、

「
治
承
物
語
」
と
呼
ば
れ
る
『
平
家
物
語
』
の
ほ
か
に
十
二
巻
本
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

既
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
八
坂
流
諸
本
古
　
α

本
説
が
影
響
力
を
持
つ
の
は
当
然
で
あ
る
。
延
慶
本
原
六
指
に
と
つ
　
2
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て
の
障
害
は
、
十
二
巻
本
仁
治
元
年
直
前
成
立
説
で
あ
り
、
そ
れ
が

誤
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
御
物
『
兵

南
勢
』
紙
背
文
書
の
研
究
が
重
要
な
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
議

論
を
こ
こ
ま
で
推
し
進
め
て
見
て
気
づ
く
こ
と
は
、
　
『
平
家
物
語
』

成
立
史
研
究
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
御
物
『
兵
竹

輪
』
紙
背
文
書
と
は
、
い
つ
・
だ
れ
が
だ
れ
に
書
い
た
も
の
で
あ
る

か
、
そ
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
、

最
近
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
辻
彦
三
郎
氏
が
論
究
さ
れ
る
ま
で
、

だ
れ
も
本
格
的
に
究
明
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
山
田
博
士
の
論

文
も
関
係
文
書
の
全
文
を
紹
介
せ
ず
抄
文
を
引
用
し
た
だ
け
で
あ
る
。

「
治
承
物
語
」
関
係
の
消
息
は
早
く
『
大
日
本
史
料
』
第
五
桜
之
十

三
（
三
二
三
べ
ー
ジ
）
に
本
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
十
二
巻
本

関
係
の
も
の
は
最
近
ま
で
全
文
は
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
。
写
真
と
な

る
と
、
　
「
治
承
物
語
」
の
も
の
も
掲
出
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
れ

で
は
行
き
届
い
た
考
証
は
む
ず
か
し
い
。
関
係
史
料
の
本
文
・
写
真

を
掲
出
し
、
そ
の
年
時
・
筆
者
・
内
容
を
で
き
る
だ
け
明
確
に
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
手
続
を
踏
ま
な
い
考
証
は
、
通

り
一
返
の
も
の
と
な
っ
て
、
そ
の
成
果
は
多
く
を
期
待
し
得
な
い
。

わ
た
く
し
は
ま
ず
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
の
『
平
兵
部
記
』
紙
背

文
書
の
影
写
本
を
見
た
が
、
紙
背
文
書
の
た
め
か
影
写
に
不
明
な
と

こ
ろ
が
あ
っ
て
、
闇
商
の
消
息
の
筆
致
な
ど
は
と
て
も
確
か
め
ら
れ

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
宮
内
庁
の
許
可
を
得
て
、
原
本
に
つ
い
て
調
査

し
た
。
撮
影
の
写
真
の
公
表
に
つ
い
て
も
同
じ
く
許
可
を
得
た
。
以

下
は
わ
た
く
し
の
所
見
で
あ
る
が
、
調
査
に
あ
た
っ
て
赴
彦
三
郎
・

菊
地
康
明
両
氏
の
御
好
意
に
浴
し
た
こ
と
が
多
い
。
こ
と
に
菊
地
氏

の
お
骨
折
は
一
方
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
銘
記
し
て

両
氏
に
謝
意
を
表
す
る
。

五

　
東
山
文
庫
保
管
の
御
物
『
兵
範
記
』
は
歌
人
藤
原
定
家
が
自
筆
で

仁
治
年
間
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
辻
彦
三
郎
氏
が
岩
橋
小
弥
太

博
士
類
寿
記
念
論
文
集
『
日
本
史
籍
論
集
』
上
（
四
五
七
ペ
ー
ジ
）
と
高

橋
隆
三
先
生
喜
寿
記
念
論
集
『
古
記
録
の
研
究
』
（
二
三
九
ペ
ー
ジ
）
に

発
表
さ
れ
た
論
文
に
よ
る
と
、
書
写
の
料
紙
に
用
い
ら
れ
て
い
る
消

息
は
す
べ
て
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
に
書
き
し
た
た
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
の
消
息
の
な
か
で
「
治
承
物
語
」
に
関
連
す

る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
従
来
次
の
二
通
と
さ
れ
て
い
る
。
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①　
　
　
　
不
審
候
。
重
謹
言

六
局
脆
返
給
候
了
。
謬
説
等

誠
難
信
受
一
候
。
就
レ
中
、
有
二
本
紀
一

事
ハ
皆
以
僻
事
候
。

年
号
勘
文
、
且
尋
旧
藩
。
首
邑

候
。
刑
部
卿
ハ
依
昌
軽
服
一
、
一

云
・
．
今
二
人
麟
野
望
‘
尋
㎎

候
。
以
昌
此
旨
一
、
可
下
令
昌
披
露
一
給
上
。

②

知
単

三
ロ

　
　
　
　
治
承
物
語
六
碍
号
平
家
此
間

　
　
　
　
書
写
候
也
。
未
昌
出
来
一
郭
、
可
レ
入
轟

　
　
　
　
見
参
㎝
之
由
、
存
候
。

炎
早
、
於
レ
今
者
、
不
レ
及
昌
子
細
一
落
放
。

内
外
御
混
似
レ
無
呂
効
験
一
。
皇
運
之

災
、
無
二
申
限
一
夕
。
暑
気
迫
レ
身
段
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
日
〕

川
難
風
安
堵
一
階
款
。
　
依
呂
曲
事
一
来
十
六
□

可
レ
有
昌
改
元
一
面
云
≧
。

　
　
抑
畠
山
物
語
四
局
御
用
過
候
者
、
被
昌

　
　
申
出
一
候
哉
。
或
人
被
昌
相
尋
一
事
候
。
、

　
　
但
尚
罷
入
事
候
者
、
更
、
．
不
レ
可
レ
有
二

　
’
御
披
露
一
候
。
　
〔
臼
□
頼
舜
〕
恐
憶
謹
言
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
之

　
　
　
　
　
　
　
〔
翫
鵬
肝
臣
㎎
　
（
花
押
）

　
二
通
の
う
ち
「
治
承
物
語
六
局
号
平
家
」
　
の
重
要
文
言
が
所
見
す

る
七
月
十
一
日
付
消
息
は
、
仁
治
改
元
直
前
の
延
応
二
年
（
ご
．
一
四
〇
）

に
し
た
た
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
消
息
の
発
見
に
よ
っ
て
、

『
平
家
物
語
』
の
原
名
が
「
治
承
物
語
」
で
あ
り
六
巻
本
で
あ
る
こ

と
が
始
め
て
確
定
し
た
。
六
巻
本
の
「
治
承
物
語
」
が
現
存
の
延
慶

本
の
祖
本
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
存
の
諸
本
で
六
巻
本
の
構
成

を
明
確
に
と
っ
て
い
る
の
は
延
慶
本
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
測

さ
れ
る
。
さ
て
「
治
承
物
語
」
の
こ
と
を
尚
女
書
き
の
な
か
に
書
い

た
消
息
の
筆
老
は
、
消
息
の
あ
て
尊
き
の
も
の
に
対
し
て
、
　
「
治
承

物
語
」
の
書
写
を
既
に
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
報
じ
、
も
し
受
取
人

の
「
治
承
物
語
」
の
書
写
が
で
き
て
い
な
い
な
ら
ば
、
自
分
が
写
し

た
も
の
を
お
眼
に
か
け
る
、
と
申
入
れ
て
い
る
。
い
ま
一
通
の
「
治

承
物
語
」
関
係
の
消
息
の
本
文
冒
頭
の
「
六
局
」
は
「
治
承
物
語
」

と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
推
定
を
さ
さ
え
る
の
は
三
業
の
消
息
の
筆
致
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が
別
掲
の
写
真
で
明
ら
か
な
よ
う
に
同
一
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
消

息
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
　
「
治
承
物
語
」
の
返
却
を
受
け
た
「
頼
舜
」

と
推
定
さ
れ
る
消
息
の
書
き
手
が
、
　
「
治
承
物
語
」
す
な
わ
ち
『
平

家
物
語
』
の
「
謬
説
」
は
信
受
し
が
た
い
、
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
　
「
頼
舜
」
の
い
い
分
に
よ
る
と
、
　
「
本
紀
」
す
な
わ
ち
正
式
の

歴
史
が
あ
る
も
の
は
、
金
轡
誤
り
を
伝
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
何
を
さ
し
て
「
僻
事
」
と
い
っ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
　
『
平

家
物
語
』
に
虚
構
や
誤
り
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、

こ
の
消
息
は
『
愚
管
抄
』
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
従
来
紹
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
日
〕

さ
れ
て
い
る
本
文
で
は
「
就
中
、
□
本
紀
事
」
と
な
っ
て
い
る
。
史

料
編
纂
所
の
影
写
本
も
そ
の
よ
う
に
判
読
さ
れ
る
が
、
原
本
に
よ
る

か
ぎ
り
、
「
有
篇
本
紀
“
事
」
と
読
む
べ
き
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
文

意
も
そ
れ
に
よ
っ
て
筋
が
通
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
消
息
後
半
の
「
年
号
露
文
」
と
い
う
の
は
、
前
記
の
仁
治
改

元
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
延
応
二
年
は
気
候
が
不
順
で
、
四
月
十

七
日
初
夏
と
い
う
の
に
霜
が
降
り
（
『
平
戸
記
』
当
日
）
、
世
人
を
驚
か
せ

た
が
、
六
月
に
入
る
と
降
雨
が
な
く
六
月
十
二
日
の
宣
旨
に
よ
り
興

福
寺
が
仁
王
・
般
若
経
を
転
読
し
て
祈
雨
し
、
二
十
七
日
に
は
伊
勢

大
神
宮
に
奉
幣
使
を
発
遣
し
た
。
七
月
に
入
っ
て
炎
早
は
い
よ
い
よ

激
し
さ
を
増
す
ば
か
り
で
、
六
日
に
少
し
降
雨
が
あ
っ
た
の
み
で
あ

っ
た
。
九
日
に
な
る
と
、
民
部
卿
平
経
高
は
日
記
に
東
寺
長
者
僧
正

覚
教
か
ら
聞
い
た
、
次
の
う
わ
さ
を
録
し
て
い
る
。
　
《
高
野
山
奥
院

に
智
行
す
ぐ
れ
た
上
人
が
あ
り
、
そ
の
上
人
が
六
月
二
十
三
日
に
夢

を
見
た
。
上
人
が
高
峯
に
登
る
と
そ
こ
に
貴
人
が
多
く
集
ま
っ
て
い

た
。
聞
く
と
そ
の
一
人
は
賀
茂
大
明
神
で
「
吾
隠
里
神
」
す
な
わ
ち

伊
勢
大
神
宮
の
使
と
し
て
高
野
山
地
主
神
の
天
野
明
神
の
も
と
に
参

じ
た
、
と
い
う
。
伊
勢
大
神
は
前
年
に
な
く
な
っ
た
「
顕
斎
院
」
後

鳥
羽
天
皇
の
訴
を
受
け
て
賀
茂
大
明
神
に
対
し
て
、
顕
徳
院
は
思
い

が
け
ぬ
こ
と
で
隠
岐
国
に
流
さ
れ
た
こ
と
を
前
世
の
宿
報
と
思
っ
て

い
る
が
、
死
ぬ
ま
で
再
び
故
郷
の
京
都
を
見
な
か
っ
た
こ
と
が
遺
恨

な
の
で
天
下
を
炎
早
・
疫
病
・
飢
饒
に
よ
っ
て
滅
ぼ
そ
う
と
考
え
て

い
る
こ
と
を
告
げ
、
神
明
に
こ
の
こ
と
を
い
わ
な
い
ご
と
は
恐
れ
が

あ
る
の
で
賀
茂
明
神
を
使
と
し
て
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。

上
人
は
天
野
明
神
の
返
事
を
聞
こ
う
と
思
っ
た
が
、
そ
の
場
を
追
い

払
わ
れ
て
聞
く
こ
と
を
得
な
か
っ
た
。
》
覚
教
が
伝
え
た
夢
想
は
以

上
の
よ
う
な
荒
唐
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
鳥
羽
天
皇
の
怨
念
を
深

く
恐
れ
た
朝
臣
は
そ
れ
を
真
剣
に
受
取
り
、
入
道
摂
政
道
家
ま
で
上

申
し
た
。
夢
想
を
恐
れ
る
十
三
世
紀
人
の
姿
が
如
実
に
現
わ
れ
て
い
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虚構と史実（赤松）

、

て
注
目
さ
れ
る
。

　
改
元
は
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
七
月
五
日
の
勅
問
御
教
書
に

よ
っ
て
準
備
が
始
ま
っ
た
。
十
六
日
に
仁
治
と
改
元
さ
れ
た
が
、
当

日
の
『
平
戸
記
』
に
よ
る
と
、
改
元
勘
文
は
刑
部
卿
菅
原
藍
子
が
軽

服
で
提
出
せ
ず
、
大
蔵
卿
－
大
府
卿
菅
原
止
長
・
正
三
位
藤
室
長
倫

・
参
議
藤
原
信
盛
・
文
章
博
士
藤
原
光
兼
・
同
藤
原
経
範
が
提
出
し

た
。
問
題
の
消
息
は
、
こ
れ
ら
の
羅
文
の
う
ち
為
長
・
経
範
の
も
の

が
未
提
出
の
う
ち
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
『
平
戸
記
』
に
よ
る

と
、
勘
文
が
そ
ろ
っ
た
の
は
改
元
鯨
目
十
六
日
申
刻
で
あ
っ
て
、
当

初
は
長
倫
の
勘
文
の
み
が
提
出
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く

こ
の
消
息
も
七
月
十
六
日
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
こ

の
早
良
の
消
息
の
発
信
者
で
あ
る
が
、
七
月
十
一
日
付
消
息
に
よ
る

と
「
頼
舜
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
名
の
り
か
ら
推
測
す
る
と
、
僧

侶
の
よ
う
で
あ
る
が
、
消
息
の
内
容
は
改
元
定
の
儀
式
に
関
係
し
て

い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
、
は
た
し
て
僧
侶
で
あ
る
か
、
問
題

で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
「
頼
舜
」
ば
仮
名
で
あ
っ
て
実
名
で
は
な
い
、

と
考
え
て
い
る
。
別
掲
の
写
真
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
「
頼
舜
」
の

署
名
は
書
き
と
め
の
部
分
に
現
わ
れ
、
そ
れ
も
先
き
に
書
か
れ
て
い

た
も
の
を
消
し
て
そ
の
上
に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
恐
慎
謹

言
」
ど
最
上
級
の
礼
節
を
用
い
た
消
息
が
こ
の
よ
う
に
署
名
の
書
き

直
し
の
ま
ま
で
提
出
さ
れ
た
、
と
は
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。

『
兵
範
記
』
紙
背
の
消
息
の
多
く
に
も
署
名
・
花
押
の
部
分
に
同
様

な
工
作
が
見
う
け
ら
れ
る
。
消
息
の
反
古
を
料
紙
と
し
て
日
記
や
記

録
・
書
籍
を
書
写
し
た
り
写
経
す
る
こ
と
は
中
世
多
く
行
な
わ
れ
た

が
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
消
患
の
内
容
が
他
に
知
ら
れ
る
の
を
き
ら

っ
て
、
料
紙
の
下
端
を
切
り
縮
め
て
自
署
・
花
押
の
部
分
を
不
明
に

し
た
り
、
二
枚
に
わ
た
る
消
息
は
別
に
離
す
な
ど
の
工
作
を
す
る
こ

と
が
多
い
。
し
か
し
、
　
『
官
爵
記
』
の
よ
う
に
署
名
を
書
き
直
し
た

例
は
知
ら
な
い
。

　
さ
て
両
通
の
消
息
の
受
信
者
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
消
息
に
明
記

さ
れ
て
い
な
い
の
で
簡
単
に
判
明
し
な
い
。
発
信
者
は
受
信
者
に
対

し
て
前
記
の
よ
う
に
丁
重
な
礼
節
を
用
い
て
い
る
か
ら
、
発
信
者
よ

り
か
な
り
身
分
が
高
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
発
信
者
さ
え
確
認
さ

れ
、
る
な
ら
お
お
よ
そ
の
見
当
が
つ
く
の
で
あ
る
が
、
仮
名
で
あ
る
た

め
に
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。
普
通
の
場
合
、
受
信
者
は
、
表
書
の

記
録
・
経
典
な
ど
の
筆
者
で
あ
る
の
が
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
な
ら

ば
、
定
家
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
現
に
紙
背
文
書
の
な
か
に
は

「
京
極
殿
」
す
な
わ
ち
定
家
に
あ
て
た
「
為
長
」
の
消
息
が
含
ま
れ
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て
い
る
。
し
か
し
問
題
の
消
息
の
内
容
か
ら
推
す
と
、
定
家
を
受
信

者
と
し
て
よ
い
か
若
干
の
疑
問
が
残
る
。
　
「
治
承
物
語
」
な
ど
を
借

用
し
た
な
ど
は
い
か
に
も
定
家
ら
し
い
。
だ
が
仁
治
改
元
勘
文
提
出

に
つ
い
て
報
告
を
受
け
る
ほ
ど
、
定
家
が
深
く
改
元
に
関
係
し
た
か

ど
う
か
、
が
確
か
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
『
明
月
記
』

が
現
存
し
て
い
る
と
問
題
は
か
な
り
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

今
の
と
こ
ろ
受
信
者
は
定
家
で
あ
る
可
能
性
が
多
い
こ
と
を
指
摘
す

る
に
と
ど
め
、
他
日
を
期
す
る
以
外
に
な
い
。

　
「
治
承
物
語
」
関
係
の
消
息
は
以
上
の
二
通
だ
け
で
あ
る
が
、
十

二
巻
本
関
係
の
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
二
通
で
あ

る
。

①　
　
　
　
〔
昨
今
〕
　
　
〔
餓
鬼
〕

　
　
　
　
口
□
炎
暑
ロ
ロ
ロ
ロ

　
　
　
　
候
覧
。
不
便
候
欽
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
と
候
〕

　
　
　
　
請
雨
経
も
な
に
□
口
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
や
□

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
引
〕

二
局
書
留
、
可
叶
御
□
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
令
〕

由
、
錐
相
存
候
、
随
仰
、
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
布
〕

返
上
候
。
六
巻
ハ
、
所
々
流
□

之
物
也
。
十
二
局
半
島

菊
念
秘
蔵
軸
物
、
未
寸
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
見
〕

な
と
愈
愈
し
時
二
柾
可
髪
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
外
〕

由
、
閉
止
し
か
ハ
可
借
給
。
不
可
口
□

也
な
と
申
候
き
。
猶
責
鳶
口

而
て
不
虚
言
候
直
答
ロ
ロ
。
（
以
下
欠
）

②　
　
　
　
〔
此
程
参
〕

　
　
　
　
□
［
］
［
］
三
三
三
三
□

　
　
仮
名

　
　
　
　
文
章
ハ
た
と
く
し
け
［

　
　
　
　
　
　
　
無
力
厚
相
。

二
帖
給
預
候
了
。

　
　
　
　
　
ハ
布
〕

山ハ

ｯ
周
ハ
世
間
流
□
［

候
云
≧
。
十
二
局
二
加
［

秘
蔵
之
物
あ
り
［

申
ま
し
。
虚
［

候
や
ら
ん
、
未
給
候
間
［
口

多
局
之
物
を
書
候
之
［
U

候
へ
と
も
、
す
か
し
［
〕

　
　
　
　
　
　
　
〔
ん
〕

や
ミ
候
ハ
む
す
ら
□
。
［
（
以
下
欠
）
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こ
の
二
通
の
消
息
は
い
ず
れ
も
第
二
紙
を
欠
き
、
発
信
者
・
日

付
・
受
信
者
を
明
ら
か
に
し
な
い
が
、
第
一
通
は
そ
の
端
に
炎
皐
に

よ
る
請
雨
経
法
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
請
雨
経
法
が
行
な

わ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
延
応
二
年
七
月
五
日
ご
ろ
の
も
の
に
栢
違

あ
る
ま
い
。
第
二
通
も
同
時
の
も
の
で
あ
る
。
第
一
通
は
、
借
用
し

た
二
巻
を
書
き
と
め
よ
う
と
思
っ
た
が
、
仰
せ
に
よ
っ
て
返
上
す
る

こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
、
第
二
通
は
、
二
巻
を
受
取
っ
た
も
の
が
し

る
し
た
返
事
で
あ
る
。
問
題
の
「
六
巻
ハ
信
女
流
布
二
物
也
。
十
二

局
渋
墨
二
念
秘
蔵
之
物
」
は
二
巻
の
返
上
に
そ
な
え
て
第
一
通
の
発

信
老
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
通
の
消
息
の
後
半
が
欠
け
て
い

る
た
め
に
、
発
信
者
の
意
図
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
未
見
の
十
二

巻
本
の
借
覧
を
申
入
れ
内
容
は
口
外
し
な
い
と
約
束
す
る
こ
と
を
告

げ
、
借
覧
が
実
現
す
る
よ
う
に
受
信
者
す
な
わ
ち
第
二
通
の
発
信
老

に
周
旋
を
依
頼
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
依
頼
を
受
け
た
第
二
通

の
発
信
者
が
な
ん
と
答
え
た
か
は
、
，
紙
面
の
下
部
が
か
な
り
欠
失
し

て
い
る
た
め
に
第
一
通
以
上
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

　
さ
て
難
題
は
、
　
「
六
巻
」
　
「
十
二
巻
」
が
『
平
家
物
語
』
に
直
接

関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
紹
介
し
た
文
面
か
ら
は
、
　
『
平

家
物
語
』
に
関
係
あ
る
と
も
な
い
と
も
明
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

物
語
が
六
巻
・
十
二
巻
の
二
種
類
に
別
れ
る
の
は
逃
『
平
家
物
語
』

に
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
山
田
博
士
も
当
然
気
づ
い

て
お
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
平
家
物
語
』

関
係
の
史
料
と
判
断
さ
れ
た
の
は
、
　
「
治
承
物
語
六
局
号
平
家
」
　
の

発
見
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
も
し
こ
．
の
二
通
の

消
息
の
発
信
老
の
ど
ち
ら
か
が
「
頼
舜
」
と
い
わ
れ
る
「
治
承
物
語
」

関
係
の
消
息
の
発
信
者
と
同
一
人
で
あ
る
な
ら
ば
話
は
別
で
あ
る
。

発
信
者
が
同
一
な
ら
ば
、
普
通
の
場
合
、
本
文
の
筆
致
は
一
致
す
る
。

そ
う
な
れ
ば
「
六
巻
」
は
『
平
家
物
語
』
と
解
し
得
ぬ
こ
と
も
な
い

が
、
写
真
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
二
通
共
に
「
頼
舜
」
関
係
の
も
の

と
明
白
に
別
記
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
「
六
巻
」
を

「
治
承
物
語
」
す
な
わ
ち
『
平
家
物
語
』
と
想
定
す
る
こ
と
は
行
き

過
ぎ
と
い
う
の
ほ
か
は
な
い
。
　
「
頼
舜
」
は
「
治
承
物
語
」
に
謬
説

が
あ
っ
て
恩
讐
し
が
た
い
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
先
記
し
た

が
、
そ
れ
は
「
諸
勢
」
が
直
前
に
書
写
し
、
そ
れ
を
始
め
て
読
ん
だ

こ
と
を
物
語
る
。
そ
の
こ
と
は
「
治
承
物
語
」
が
「
六
巻
ハ
所
々
二

流
布
野
物
也
。
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
も
の
が
読
む
、
と

い
う
状
態
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
、
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
世
間
に
流
布
し
て
い
る
も
の
で
も
、
特
定
の
個
人
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が
知
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
得
る
。
そ
の
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て
い
る

が
、
　
「
所
々
流
布
」
の
六
巻
と
「
有
蓋
秘
蔵
」
の
十
二
巻
を
他
に
確

実
な
よ
り
ど
こ
ろ
が
な
い
の
に
『
平
家
物
語
』
に
直
接
に
結
び
つ
け

る
手
が
か
り
は
、
今
の
と
こ
ろ
な
に
も
な
い
こ
と
は
明
記
す
る
必
要

が
あ
る
。
い
わ
ん
や
こ
の
十
二
巻
を
四
部
本
な
ど
と
推
定
す
る
な
ど

は
な
お
さ
ら
根
拠
が
乏
し
い
。

　
『
平
家
物
語
』
以
外
の
史
料
を
拠
証
と
し
て
『
平
家
物
語
』
の
成

立
に
つ
い
て
い
い
得
る
こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
承
久
二
年
十
月
に

完
成
し
た
『
愚
管
抄
』
に
先
行
し
て
原
本
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
、

原
本
は
い
わ
ゆ
る
読
み
本
系
に
近
い
こ
と
、
　
『
平
家
物
語
』
の
別
名

は
「
治
承
物
語
」
で
仁
治
元
年
当
時
は
六
巻
本
で
あ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
だ
け
で
あ
る
。
　
『
徒
然
草
』
　
『
醍
醐
雑
抄
』
　
『
平
家
勘
文
録
』

な
ど
後
世
に
編
集
さ
れ
た
史
料
な
ど
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ

の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
れ
が
史
実
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
か

否
か
は
『
平
家
物
語
』
諸
本
の
本
文
を
比
較
検
討
し
た
の
ち
に
始
め

て
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
当
初
か
ら
後
世
の
伝
承
が
史
実
を
正

確
に
伝
え
て
い
る
も
の
と
予
量
し
、
そ
の
立
場
に
立
っ
て
『
平
家
物

語
』
諸
本
の
本
文
を
判
定
す
る
の
は
、
や
や
も
す
る
と
誤
り
を
犯
す

恐
れ
が
あ
る
。
後
世
の
史
料
の
取
扱
い
は
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
最
後
に
『
兵
車
記
』
紙
背
文
書
の
な
か
に
は
『
平
家
物
語
』
に
な

ん
ら
か
の
意
味
で
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
に
、
従
来
は
紹
介
ざ

れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
い
ま
一
通
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
（
前
欠
）

先
日
申
候
装
束
事
、
被

一
物
や
嘘
吐
。
［
〕
布
衣
・
水
干

　
　
　
　
〔
子
細
〕

等
ま
て
も
□
□
口
］
候
ハ
、

可
一
見
回
。
□
□
□
ロ

　
　
　
　
　
ハ
歪
干
〕

保
元
以
後
、
日
夕
治
承
、

　
〔
録
〕

三
山
ハ
事
、
雄
一
昏
一
局
、

必
可
被
免
拝
見
候
也
。

回
信
記
を
定
御
悩
可
然
物

候
も
、
若
三
三
［
U
無
苦
そ
し

物
茂
□
三
口
m
□
恐
々
謹
言
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
こ
の
消
息
も
前
年
で
料
紙
に
も
欠
損
が
あ
り
、
文
字
も
判
読
困
難

で
文
意
を
捕
え
に
く
い
が
、
保
元
か
ら
治
承
ま
で
の
記
録
は
一
紙
一
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巻
の
も
の
で
も
拝
見
を
許
可
さ
れ
た
い
、
と
申
入
れ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
だ
れ
が
だ
れ
に
申
入
れ
た
か
は
例
に
よ
っ
て
判
明

し
な
い
が
、
仁
治
元
年
の
消
息
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。

ま
た
保
元
か
ら
治
承
ま
で
の
記
録
と
い
う
の
は
、
　
『
保
元
物
語
』

『
平
治
物
語
』
『
治
承
物
語
』
を
さ
す
の
で
は
な
い
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実

で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
保
元
か
ら
治
承
ま
で
の
物
語
を
編
集
し
よ
う

と
し
て
、
関
係
の
記
録
を
集
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
下
提
示
す
る
の
は
全
く
の
憶
説
で
確
か
な
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る

が
、
仁
治
元
年
は
盛
衰
記
の
祖
本
が
成
立
し
た
、
と
推
定
さ
れ
て
い

る
建
長
元
年
か
ら
九
年
前
に
当
た
っ
て
い
る
。
「
治
承
物
語
」
に
謬
説

が
多
い
、
と
当
時
い
わ
れ
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
そ
の
「
治
承
物

語
」
を
改
訂
増
補
し
よ
う
と
し
て
、
ま
ず
関
係
記
録
の
収
集
整
理
が

着
手
さ
れ
か
け
た
、
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
盛
衰
記
は
、
青
侍
夢
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
延
慶
・

長
門
両
本
を
総
合
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
新
し
く
故
事
な

ど
を
増
補
し
、
　
『
愚
管
抄
』
な
ど
も
参
照
し
た
形
跡
が
あ
る
。
ま
た

改
訂
当
時
の
政
治
情
勢
を
始
め
と
し
て
、
社
会
情
勢
の
推
移
に
も
か

な
り
の
配
慮
を
示
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
の
本
文
や
構
想
を
改

め
て
い
る
。
ま
た
清
盛
皇
胤
説
や
そ
の
他
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
異

説
を
併
録
す
る
努
力
を
示
し
て
い
る
。
盛
衰
記
の
編
者
の
こ
の
よ
う

な
姿
勢
は
、
盛
衰
記
全
体
を
通
じ
て
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は

後
日
詳
し
く
明
ら
か
に
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
改
訂
の
範
囲
は
意
外

に
広
い
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
　
「
治
承
物
語
」
改
訂
の
具
体
的

の
動
き
は
仁
治
元
年
に
既
に
始
ま
っ
て
い
た
、
と
し
て
も
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
最
初
に
断
っ
た
よ
う
に
全
く
の
憶
説
で
あ
る
が
、

将
来
の
研
究
の
指
標
の
一
つ
に
と
も
思
っ
て
、
あ
え
て
提
示
し
た
。

　
　
　
　
（
昭
和
照
十
五
年
四
月
十
九
日
夕
稿
了
。
同
年
十
月
十
六
巳
補
稿
了
。
）

　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
教
授
・
京
都
市

虚構と史突（赤松〉
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Fiction　and　Historical　Fact－Gion一％夕㎏o祇園女御，

　　　　　　　　　　　　　　青侍の夢，Jisho“一monogatari治承物語

　　　　　about　the　Original　Text　of　1％んθ・”翻09α’σ75平家物語，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

Seishino－yume

continued

Toshihide　Akamatsu

　　The　thory　in　Heifee－monogatari．平家物語that　Klyomori清盛was　a　son

of　Emperor，　which　has　not　been　decided　for　a　long　time　to　be　a　fiction

or　a　historical　fact，　is　now　validly　considered　as　a　historical　fact．

Reexamining　the　resources　of　Oion－ny6go紙園女御such　as　Heifee－mono－

gatari　and　B％ss勉76－sδs妨一fleizu仏舎利相承系図，　however，　we　may　make

it　clear　that　it　is　only　a　fiction　on　the　developing　process　of　the　story

about　nyδgo女御．　About　Seishi－no－yume青侍の夢，．which　has　been

marked　since　the　Edo江戸era　as　an　article　to　determine　the　date　of

挽伽．彫。η㎎α云α擁，the　opinion　that　those　books　of　Yasallary　tZ八坂流in

whichκαs％9α一物2δ伽春日明神did　not　apPear　and　speak　should　nearly

be　the　original　text　has　been　the　established　theory．　ReexamiRing　the

concemed　articles　in　Heilee－mon（～9α如万and　considering　that万θη慈円knew

the　absolutely　secret　selection　and　private　decision　of　the　successor　tQ

shogun　between　the　Shogunate　government　and　the　lmperial　Court　just

before　the　death　of　Sanetomo実朝，　we　have　solid　grounds　for　saying

that　the　origina！　author　of　Heilee－monogatari，　wko　was　pyotected　by　Jien，

should　construct　Seishi－no－yume　suggesting　that　the　future　shogun　should

be　of　Sθ競αη摂関fami｝ies，　origin．　The　document　of　GyobMtsu．hybhanfei－

shihai－monjo御物兵範紙背文書shows　the　fact　that　the　orlginal　name　of

磁伽一monogatari　was　Jish6－monogatari治承物語，　on　which　the　insistence

that　the　series　with　12　volumes　had　been　made　in　Ninj●i仁治should　be

from　the　wrong　investigation　of　resources．

ノ

（906）




