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『
平
家
物
語
』
巻
四
〈
宇
治
川
渡
河
ば
な
し
〉
の
流
動
展
開

―
八
坂
系
一
類
本
の
位
置
づ
け
を
中
心
に

―

吉

永

優

真

一

は
じ
め
に

『
平
家
物
語
』
諸
本

（
一
）

の
う
ち
、
八
坂
系
諸
本
は
読
み
本
系
や
一
方
系

い
ち
か
た
け
い

に
比
べ
て
先
行
研
究
が
多
く
は
な
く
、
覚
一
本
な
ど
と
比
較
す
る
た
め
に

か
く
い
ち
ぼ
ん

副
次
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
状
況
で
あ
る
。
諸
本
の
分
類
と
先
後

関
係
の
想
定
は
、〔
山
田
孝
雄
（
一
九
一
一
）
〕（

二
）

を
は
じ
め
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
主
要
な
論
を
お
お
ま
か

に
ま
と
め
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
覚
一
本
か
ら
そ
の
他
一
方
系
諸
本
、
覚
一
系
諸
本
周
辺
本
文
（
以
下
、

周
辺
本
文
）
、
そ
し
て
八
坂
系
一
類
・
二
類
へ
と
展
開
す
る
。
〔
高
橋
貞
一

（
一
九
四
三
）
〕

・
周
辺
本
文
か
ら
一
方
系
と
八
坂
系
に
分
岐
、
そ
し
て
流
布
本
へ
と
展
開

す
る
。
〔
渥
美
か
を
る
（
一
九
六
二
）
〕

・
屋
代
本
か
ら
八
坂
系
（
一
類
～
五
類
）
と
一
方
系
に
分
岐
、
周
辺
本
文

は
一
方
系
の
末
流
と
す
る
。
〔
山
下
宏
明
（
一
九
七
二
）
〕

右
の
三
説
は
、
ど
れ
も
八
坂
系
諸
本
を
下
位
に
位
置
付
け
て
い
る
（
【
図

】
を
参
照
）。

5
し
か
し
、
実
際
に
覚
一
本
と
八
坂
系
諸
本
（
五
類
の
う
ち
、
た
と
え
ば

中

院

本
）
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
覚
一
本
か
ら
八
坂
系
へ
派
生
し
た

な
か
の
い
ん
ぼ
ん

と
は
考
え
に
く
い
箇
所
が
多
く
存
在
す
る
。
全
巻
に
わ
た
っ
て
、
覚
一
本

に
練
成
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
稿
者
の
見
通
し
）
。
先
行
研
究
に
お

い
て
は
文
献
学
的
手
法
を
用
い
て
、
八
坂
系
と
覚
一
本
の
差
を
八
坂
系
の

「
崩
れ
」
と
し
て
処
理
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
想
定
は
非
常
に
接
近
し

た
本
文
同
士
の
比
較
で
効
果
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
り
（
誤
字
や
脱
字
脱

文
の
レ
ベ
ル
）
、
覚
一
本
と
八
坂
系
の
よ
う
に
章
段
、
場
面
、
文
章
の
有

無
な
ど
の
レ
ベ
ル
で
差
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
適
用
し
に
く
い
だ
ろ

う
。
こ
れ
ま
で
「
崩
れ
」
と
さ
れ
て
き
た
部
分
の
見
方
を
変
え
て
、
諸
本

ご
と
の
内
部
論
理
を
説
明
し
、
そ
の
位
相
差
を
比
較
す
る
こ
と
が
本
稿
の

目
的
で
あ
る
。

内
部
論
理
や
位
相
差
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
も
そ
も
『
平
家

物
語
』
に
は
数
多
く
の
異
本
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
性
格
が
異
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
そ
の
数
だ
け
の
改
作
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
改
作
者
の
脳
裡
に
浮
か
ん
で
い
る
場
面
の
風
景
が

あ
り
、
本
稿
で
用
い
る
場
面
で
言
え
ば
、
渡
河
成
功
の
鍵
は
ど
こ
か
、
協

力
し
て
隊
列
を
組
ん
だ
こ
と
、
水
深
の
克
服
、
水
勢
へ
の
対
応
、
対
岸
の

敵
へ
の
対
応
、
馬
の
扱
い
な
ど
、
様
々
な
点
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
描
く
際
、

な
に
か
を
強
調
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
相
対
的
に
別
の
と
こ
ろ
の
強
調
は
薄

れ
る
。
改
作
者
の
思
い
描
い
た
こ
と
の
違
い
、
つ
ま
り
各
改
作
者
の
論
理
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（
改
作
者
の
無
意
識
的
な
認
識
も
含
む
）
の
ち
が
い
が
、
諸
本
の
異
同
と

し
て
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
改
作
者
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
論

理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
諸
本
の
比
較
に
一
つ
の
意
味
が
生
ま
れ
る

こ
と
と
な
る
。
内
部
論
理
の
差
を
諸
本
の
位
相
差
と
し
て
扱
い
、
考
察
す

る
こ
と
に
よ
り
、
数
あ
る
諸
本
の
位
置
づ
け
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
『
平
家
物
語
』
は
、
章
段
や
場
面
に
よ
っ
て
異
同
が
ほ
と
ん
ど

存
在
し
な
い
部
分
と
、
甚
だ
し
い
異
同
が
生
じ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
そ

し
て
、
異
同
の
甚
だ
し
さ
は
語
り
本
系
諸
本
の
流
動
展
開
を
説
明
す
る
こ

と
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
諸
本
に
よ
っ
て
異
同
の

振
れ
幅
が
大
き
な
、
巻
四
「
宇
治
橋
合
戦
事
」（

三
）

末
尾
の
、
平
家
軍
が
宇

治
川
を
渡
る
場
面
を
取
り
上
げ
て
、
八
坂
系
と
一
方
系
の
位
相
差
を
見
る

た
め
に
、
八
坂
系
諸
本
の
中
で
も
代
表
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
八
坂
系
一
類

本
、
と
く
に

種
の
三

条

西
家
本
（
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
蔵
の
写

さ
ん
じ
よ
う
に
し

け

ぼ
ん

B

本
）
・
中
院
本
（
古
活
字
本
）
を
中
心
と
し
て

（
四
）

そ
の
位
置
づ
け
を
さ
ぐ

る
（
五
）

。
相
対
化
し
て
比
較
す
る
た
め
に
、［
依
拠
テ
キ
ス
ト
］
に
掲
げ
た

八
坂
系
諸
本
、
周
辺
本
文
、
一
方
系
諸
本
な
ど
一
八
本
を
参
照
し
な
が
ら
、

各
本
の
内
部
論
理
や
文
脈
、
ひ
い
て
は
想
定
で
き
る
異
本
相
互
の
先
後
関

係
に
つ
い
て
論
じ
る
。

本
場
面
は
、
頼
政
挙
兵
譚
の
一
部
で
あ
り
、
奈
良
方
面
へ
逃
げ
て
い
く

頼
政
・
以
仁
王
ら
を
平
家
軍
が
追
い
か
け
、
宇
治
橋
に
て
両
軍
が
合
戦
を

し
、
奈
良
方
面
へ
逃
が
し
た
く
な
い
平
家
軍
が
足
利
忠
綱
を
中
心
と
し
て

宇
治
川
を
馬

筏
で
渡
河
す
る
場
面
で
あ
る
。

う
ま
い
か
だ

こ
の
場
面
は
大
き
く
三
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
、
場
面
の

冒
頭
で
、
足
利
忠
綱
は
渡
河
に
お
け
る
注
意
事
項
な
ど
を
下
知
す
る
部
分

で
あ
る
。
強
い
馬
を
上
流
側
に
、
弱
い
馬
を
下
流
側
に
し
て
隊
列
を
組
み
、

馬
の
足
が
着
く
う
ち
は
馬
を
歩
か
せ
、
足
が
着
か
な
く
な
っ
た
ら
泳
が
せ

る
。
遅
れ
た
者
は
弓
の
筈
を
掴
ま
せ
、
手
を
取
り
協
力
し
て
川
を
渡
っ
て

は
ず

い
く
。
隊
列
を
組
み
、
渡
河
に
臨
む
文
脈
で
あ
り
、
こ
こ
ま
で
を
〈
隊
列

認
識
〉
と
呼
称
す
る
。

渡
河
が
中
盤
に
差
し
掛
か
る
と
、
三
頭
に
移
動
し
た
り
、
馬
の
頭
を
上

さ
ん

ず

げ
た
り
な
ど
、
水
深
へ
の
対
応
を
指
示
す
る
。
宇
治
川
の
中
ほ
ど
で
水
深

が
増
す
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
対
処
す
る
文
脈
で
あ
り
、
〈
水
深
認
識
〉
と

呼
称
す
る
。

対
岸
に
近
づ
い
て
く
る
と
、
敵
の
攻
撃
に
意
識
を
向
け
、

甲

を
傾
け

か
ぶ
と

て
矢
を
防
御
し
た
り
、
こ
ち
ら
か
ら
射
て
体
勢
を
崩
さ
な
い
よ
う
に
す
る

な
ど
の
指
示
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
最
後
に
は
全
体
に
関
し
て
水
流
に
従

っ
て
渡
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
る
。
対
岸
の
敵
軍
を
意
識
し
た
行
動
を
す
る

文
脈
が
中
心
で
あ
り
、〈
対
岸
認
識
〉
と
呼
称
す
る
。

以
上
の
三
つ
の
認
識
に
分
割
で
き
る
。
『
平
家
物
語
』
研
究
に
お
い
て

は
諸
本
も
多
く
、
そ
の
相
違
も
著
し
い
た
め
、
あ
る
程
度
結
論
を
見
通
し

て
整
理
し
た
形
で
、
す
な
わ
ち
演
繹
的
に
論
述
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
。
そ
れ
が
上
記
の
〈
隊
列
認
識
〉
〈
水
深
認
識
〉
〈
対
岸
認
識
〉
で

あ
る
。
諸
本
に
よ
っ
て
渡
河
成
功
に
お
け
る
重
点
が
異
な
り
、
諸
本
ご
と

の
場
面
形
象
の
全
体
像
も
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
、〈
隊
列
認
識
〉

〈
水
深
認
識
〉
〈
対
岸
認
識
〉
と
し
て
整
理
し
た
形
で
相
違
点
を
示
し
て

い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
に
お
け
る
相
違
点
を
も
と
に
諸
本
の

内
部
論
理
を
比
較
検
討
し
、
三
分
割
し
た
場
面
に
、
〝
協
力
〟
〝
横
並
び

〟
の
違
い
、
〝
水
勢
〟
か
ら
〝
水
深
〟
へ
の
焦
点
の
変
化
、
〈
前
景
化
指

向
〉〈
文
脈
整
理
指
向
〉〈
平
明
化
指
向
〉〈
明
瞭
化
指
向
〉〈
紐
づ
け
指
向
〉

（
各
用
語
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
以
降
で
適
宜
述
べ
る
）
な
ど
に
よ
っ
て

諸
本
の
展
開
・
派
生
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

『
平
家
物
語
』
諸
本
の
振
れ
幅
が
大
き
い
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
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る
。
先
行
本
の
忠
実
な
転
写
本
も
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
『
平

家
物
語
』
研
究
の
核
心
は
、
そ
う
し
た
振
れ
幅
の
大
き
さ
が
な
ぜ
、
ど
の

よ
う
に
生
じ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、『
平

家
物
語
』
は
異
本
の
数
だ
け
改
作
者
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

性
も
お
そ
ら
く
異
な
っ
て
お
り
、
作
者
の
位
相
（
身
分
階
層
・
年
齢
・
性

別
な
ど
）
も
異
な
る
は
ず
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
の
本
質
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
本
（
テ
ク
ス
ト
）
の
背
後
に
あ
る
表
現
者

の
認
識
・
指
向
を
探
り
な
が
ら
解
読
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
来
の
研
究
が
、

テ
ク
ス
ト
に
表
現
さ
れ
た
一
語
一
語
の
〝
意
味
〟
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
指
向
論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
背
後
に
潜
む
、
表

現
者
の
〝
意
図
〟
や
〝
認
識
〟
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

こ
こ
で
い
う
指
向
と
は
、
顕
在
的
な
表
現
者
の
〝
意
図
〟
か
ら
、
潜
在
的

な
、
す
な
わ
ち
無
意
識
的
な
意
識
と
も
言
う
べ
き
〝
認
識
〟
ま
で
、
区
別

す
る
こ
と
な
く
包
括
的
に
指
し
示
す
術
語
で
あ
る

（
六
）

。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
指
向
を
も
と
に
、
八
坂
系
一
類
本
が
語
り
本
系
諸
本

の
中
に
お
い
て
古
態
に
近
い
位
置
づ
け
が
で
き
る
と
の
見
通
し
が
あ
る
。

二

〈
隊
列
認
識
〉

―
渡
河
冒
頭

―

諸
本
を
比
較
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
準
備
作
業
と
し
て
近
接
し
た
伝
本

同
士
を
類
別
す
る
の
だ
が
、
三
つ
の
認
識
を
総
合
し
た
グ
ル
ー
プ
は
、
各

認
識
で
の
細
か
な
検
討
の
結
果
と
し
て
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
上
、
そ
れ
ぞ
れ
で
類
似
近
接
す
る
伝
本
が
異
な
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
ま
ず
は
、
分
割
し
た
認
識
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
を
示
し
、
最
後

に
そ
れ
ら
グ
ル
ー
プ
を
総
合
し
た
位
置
づ
け
を
考
え
た
い
。

最
初
に
、
〈
隊
列
認
識
〉
に
つ
い
て
諸
本
の
位
相
差
を
確
認
す
る
。
先

述
の
通
り
、
本
場
面
冒
頭
か
ら
協
力
を
す
る
よ
う
命
令
す
る
と
こ
ろ
（
諸

本
に
よ
り
差
が
あ
る
）
ま
で
が
〈
隊
列
認
識
〉
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
詞

章
が
分
か
れ
る
の
は
忠
綱
の
下
知
を
示
す
部
分
と
協
力
を
示
す
部
分
（
つ

ま
り
〈
隊
列
認
識
〉
の
冒
頭
と
末
尾
）
で
、
【
表

】
【
表

】
に
示
し
た
部

1

2

分
で
あ
る
。
途
中
の
本
文
は
異
同
が
少
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
特
に
引
用

し
な
い
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
場
面
梗
概
を
参
照
さ
れ
た
い
。

【
表

】に
つ
い
て
、「
鐙

踏
ん
張
り
」「
突
つ
立
ち
上
が
り
」「
大
音

声

あ
ぶ
み

つ

だ
い
お
ん
じ
よ
う

1

を
あ
げ
て
」
「
下
知
し
け
る
」
の
四
つ
の
要
素
が
あ
り
、
伝
本
に
よ
り
有

す
る
要
素
に
差
が
あ
る
。
①
は
四
つ
す
べ
て
、
②
は
「
大
音
声
」
と
「
下

知
」
、
③
は
主
語
を
「
忠
綱
」
と
表
記
し
（
忠
綱
の
表
記
差
は
そ
れ
ほ
ど

大
き
な
問
題
で
は
な
い
た
め
、
要
素
と
し
て
は
省
略
す
る
）
、
「
鐙
踏
ん
張

り
」
と
「
下
知
」
の
二
つ
、
④
は
「
大
音
声
」
の
み
、
⑤
は
「
下
知
」
の

み
、
⑥
は
「
下
知
」
の
み
か
つ
、「
忠
綱
」
と
表
記
す
る
。
こ
の
部
分
は
、

〈
隊
列
認
識
〉
と
は
直
接
関
係
な
く
、
発
話
主
体
が
誰
で
あ
る
か
を
示
す

⑥ ⑤ ④ ③ ② ① f 
嗣忠 眉 眉 糾忠 眉 あげ 足禾IJ

i ;; ぷ凰 り ぷ凰 下知て9るし9栄・路ん' し し
け け

>る る 含 含は は は 突
て て 委1) 盃

つ
立

る し ？ 
は け

がる
は り、

な心

太f、

薗本t 
7本; 

本［ 
斯追文/本il いtf；， 条家本西; 
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部
分
で
あ
る
。
要
素
の
有
無
の
差
は
、
す
な
わ
ち
忠
綱
を
ど
れ
だ
け
前
景

化
す
る
か
の
差
で
あ
る
。
前
景
化
と
は
、
人
物
等
を
詳
細
に
叙
述
・
描
写

す
る
な
ど
し
て
読
者
の
意
識
を
そ
の
部
分
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

ど
の
要
素
も
忠
綱
へ
注
目
が
集
中
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
や
組
み
合

わ
せ
に
よ
り
前
景
化
の
強
さ
に
差
が
生
じ
る
。

も
っ
と
も
前
景
化
さ
れ
て
い
る
の
は
要
素
を
す
べ
て
持
つ
①
で
あ
り
、

視
覚
的
に
も
聴
覚
的
に
も
強
調
が
な
さ
れ
る
。
忠
綱
を
英
雄
化
し
よ
う
と

す
る
意
図
が
強
く
表
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

（
七
）

。
次
に
強
い
の
は
②
か
③

で
あ
る
。
「
大
音
声
」
か
「
鐙
踏
ん
張
り
」
か
の
違
い
が
あ
る
が
、
こ
れ

は
聴
覚
に
よ
る
も
の
か
、
視
覚
に
よ
る
も
の
か
の
違
い
だ
ろ
う
。
前
者
は

「
下
知
」
と
い
う
発
話
行
為
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
「
鐙
踏

ん
張
り
」
に
よ
っ
て
暗
に
鞍
か
ら
立
ち
上
が
る
こ
と
を
示
し
、
立
ち
上
が

っ
た
忠
綱
の
身
体
が
軍
勢
の
中
か
ら
突
出
す
る
こ
と
に
な
る

（
八
）

。
明
確

に
「
立
ち
上
が
り
」
と
描
写
す
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
①
と
比
較
す
る

と
前
景
化
は
弱
い
が
、
そ
れ
に
近
い
効
果
は
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
呼
称
の
差
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
前
景
化
へ
の
影
響
は
な
い
だ
ろ

う
。
次
に
前
景
化
が
強
い
の
は
④
で
あ
り
、
前
景
化
度
合
い
は
②
と
か
な

り
近
い
。
「
下
知
」
が
な
い
点
は
場
面
末
尾
と
の
関
わ
り
だ
と
考
え
ら
れ

る
た
め
後
述
す
る
（
第
五
節
）
。
⑤
⑥
は
「
下
知
」
の
み
で
あ
り
、
他
と

比
べ
る
と
前
景
化
が
か
な
り
弱
い
。
忠
綱
に
注
目
は
向
く
も
の
の
、
前
景

化
を
意
識
し
な
い
叙
述
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
俯
瞰

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

前
景
化
の
強
い
諸
本
が
古
態
な
の
か
、
あ
る
い
は
弱
い
ほ
う
が
古
態
な

の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
五
節
で
総
合
的
に
考
察
す
る
。

【
表

】
は
〈
隊
列
認
識
〉
の
末
尾
部
分
で
、
重
要
な
問
題
点
で
あ
る
。

2

㊀
は
遅
れ
た
者
は
前
に
い
る
馬
の
尾
に
取
り
付
い
て
お
い
て
い
か
れ
な

い
よ
う
に
し
ろ
、
と
い
う
指
示
で
あ
り
、
前
後
の
列
を
意
識
し
た
も
の
で

あ
る
。
直
前
に
存
在
す
る
「
一
騎
も
下
が
ら
ん
者
は
、
弓
の
筈
に
取
り
つ

か
せ
よ
」
と
い
う
一
文
と
通
底
し
た
文
脈
で
、
㊀
に
挙
げ
た
一
文
は
遅
れ

た
者
の
視
座
、
直
前
の
一
文
は
先
に
進
ん
で
い
る
者
の
視
座
に
立
っ
た
指

示
で
あ
り
、
〝
前
後
〟
の
列
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

㊁
は
「
手
を
取
り
組
み
、
力
を
合
わ
せ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
〝
協
力

〟
に
焦
点
が
当
た
る
。
㊂
で
は
「
手
を
取
り
組
み
」
及
び
「
数
多
が
力
を

一
つ
に
」
と
あ
る
よ
う
に
（
延

慶

本
・
長
門
本
に
も
存
在
す
る
）
〝
協

え
ん
ぎ
よ
う
ぼ
ん

な
が

と

ぼ
ん

力
〟
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
、
「
肩
を
並
べ
て
」
と
〝
横
並
び
〟
に
隊
列

を
作
る
こ
と
も
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
㊃
は
「
手
を
取
り
組
み
、
肩
を

並
べ
て
」
と
、
㊂
よ
り
は
〝
協
力
〟
の
意
味
が
薄
れ
る
が
、
〝
横
並
び
〟

と
両
方
の
意
味
を
示
し
て
い
る
の
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
、
「
手
を
取

り
組
み
」
は
、
〝
協
力
〟
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
が
、「
力
を
合
は
せ
」
相
当
が
存
在
し
な
い
た
め
に
「
肩
を
並
べ
」
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と
接
続
さ
れ
、
具
体
的
な
指
示
と
し
て
の
意
味
合
い
の
ほ
う
が
強
く
表
れ

る
。
ま
た
㊂
に
は
※
印
を
示
し
た
。
意
味
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
表
現
の
異

同
が
や
や
あ
り
、
両
足
院
本
は
「
手
を
か
わ
し
て
」
、
下
村
本
は
「
手
に

手
を
取
り
組
み
」
と
し
て
い
る
。
下
村
本
で
「
手
」
が
重
複
す
る
は
強
調

表
現
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が

（
九
）

、
両
足
院
本
は
論
理
の
判
断

が
難
し
い
。

㊄
（
十
）

で
は
「
肩
を
並
べ
て
」
の
み
で
あ
り
〝
横
並
び
〟
に
焦
点
が
当

た
っ
て
い
る
。
㊅
は
そ
も
そ
も
当
該
部
分
が
な
い
が
、
こ
れ
は
直
後
の
〈
水

深
認
識
〉
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
後
述
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
隊
列
を
組
む
に
あ
た
っ
て
意
識
す
る
点
が
異
な
っ
て
い

る
。
〝
前
後
〟
の
強
調
は
、
誰
も
取
り
残
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
主
眼
が

あ
た
り
、
渡
河
後
の
「
三
百
余
騎
を
一
騎
も
流
さ
ず
」
と
い
う
一
文
と
通

じ
て
い
る
。
本
場
面
の
前
に
宇
治
橋
の
戦
い
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は

頼
政
側
の
兵
が
個
人
個
人
で
奮
戦
し
て
お
り
、
自
分
の
番
が
終
わ
る
と
す

ぐ
に
逃
げ
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
頼
政
側
の
兵
た
ち
と
、
協

力
し
て
渡
河
に
臨
む
平
家
側
の
兵
た
ち
と
の
差
別
化
が
な
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
〝
協
力
〟
に
も
通
じ
る
も
の
で
、
個
人
で
は
な
く
群
れ

と
し
て
一
塊
で
の
行
動
を
重
視
す
る
文
脈
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
〝

横
並
び
〟
と
も
通
じ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
直

前
の
文
脈
か
ら
の
つ
な
が
り
で
あ
る
〝
前
後
〟
の
意
識
が
先
に
存
在
し
、

そ
の
後
、
誰
も
取
り
残
さ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
〝
協
力
〟
の
意
識
へ

と
つ
な
が
り
、
〝
協
力
〟
と
と
も
に
隊
列
を
視
覚
的
に
叙
述
し
つ
つ
直
前

の
文
脈
と
対
句
的
表
現
に
な
る
〝
横
並
び
〟
に
焦
点
が
当
た
る
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
。
登
場
人
物
の
意
気
込
み
な
ど
心
理
的
描
写
が
あ
る
と
、

読
者
を
同
じ
心
情
に
引
き
込
む
こ
と
と
な
る
。
武
士
の
団
結
と
い
う
精
神

面
の
表
現
（
協
力
）
が
先
行
し
、
そ
れ
が
視
覚
化
さ
れ
た
（
横
並
び
）
の

だ
と
も
い
え
る
。
練
成
の
過
程
と
し
て
、
〝
前
後
〟
か
ら
〝
協
力
〟
、
そ

し
て
〝
横
並
び
〟
と
い
う
順
序
で
の
変
容
が
想
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
読
者
を
武
士
の
精
神
に
引
き
込
む
の
で
あ
る
。

【
表

】
【
表

】
に
挙
げ
た
以
外
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
諸
本
で
大
き
な

1

2

異
同
は
な
く
、
両
足
院
本
が
「
弾
ま
ば
か
い
繰
っ
て
泳
が
せ
よ
」
相
当
を

く

持
た
な
い
こ
と
と
、
太
山
寺
本
が
「
弓
の
筈
に
取
り
つ
か
せ
よ
」
相
当
を

持
た
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
前
者
は
「
馬
の
足
の
及
ぶ

ほ
ど
は
」
と
対
に
な
る
一
文
で
あ
り
、
意
図
的
に
脱
落
さ
せ
る
と
は
考
え

に
く
く
、
両
足
院
本
か
そ
の
親
本
の
段
階
で
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
。
後
者
は
、
【
表

】
で
挙
げ
た
一
文
が
存
在
し
な
い
こ
と
と
通
底
し
て

2

い
る
。

以
上
、
各
諸
本
の
場
面
冒
頭
部
に
お
け
る
内
部
論
理
と
し
て
、
前
景
化

の
強
弱
と
前
後
左
右
の
〈
隊
列
認
識
〉
、
そ
し
て
〝
協
力
〟
と
〝
横
並
び

〟
の
意
識
の
差
を
確
認
で
き
た
。

三

〈
水
深
認
識
〉

―
渡
河
中
盤

―

次
に
、
渡
河
中
盤
の
〈
水
深
認
識
〉
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
川

の
中
ほ
ど
ま
で
進
む
こ
と
で
、
水
深
へ
の
対
応
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
指

示
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
〈
水
深
認
識
〉
に
該
当
す
る
部
分
は
、
先
述

の
〈
隊
列
認
識
〉
や
後
述
の
〈
対
岸
認
識
〉
と
比
べ
て
諸
本
ご
と
の
異
同

が
大
き
く
、
こ
の
〈
水
深
認
識
〉
こ
そ
、
語
り
本
系
の
流
動
と
同
時
に
変

化
、
練
成
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

諸
本
本
文
は
【
表

】
に
掲
げ
た
。〈
水
深
認
識
〉
を
構
成
す
る
要
素
は
、

3

「
鞍
壺
に
乗
り
定
め
て
、
鐙
を
強
く
踏
め
」
（
以
下
、
〝
鐙
〟
）
「
水
し
と

ま
ば
、
三
頭
に
乗
り
懸
か
れ
」（
以
下
、
〝
三
頭
〟
）
「
馬
の
頭
沈
ま
ば
、
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引
き
上
げ
よ
。
い
た
う
引
い
て
、
引
き
被
く
な
」（
以
下
、
〝
馬
の
頭
〟
）

「
馬
に
は
弱
う
、
水
に
は
強
う
当
た
る
べ
し
」
（
以
下
、
〝
馬
に
は
弱
く

〟
）
の
四
つ
で
あ
り
、
伝
本
に
よ
っ
て
こ
の
要
素
の
有
無
と
順
番
が
異
な

る
。○Ⅰ

は
、
ま
ず
〝
鐙
〟
が
先
に
あ
り

（
十
一
）

、
水
勢
に
耐
え
て
い
る
状
態
か

ら
〝
三
頭
〟
へ
続
き
、
水
深
が
深
く
な
っ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
る
。
鐙

と
は
騎
手
が
座
る
鞍
に
接
続
さ
れ
て
い
る
、
足
を
置
く
場
所
（
自
転
車
の

ペ
ダ
ル
を
想
像
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
）
で
あ
る
。
三
頭
と
は
馬
の
尻
の

少
し
高
く
な
っ
た
部
分
で
、
騎
手
は
迫
る
水
位
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
移
動

す
る
。
そ
し
て
〝
馬
の
頭
〟
が
続
く
が
、
三
頭
に
乗
り
か
か
っ
た
状
態
か

ら
馬
の
頭
を
引
き
上
げ
る
の
は
、
体
勢
か
ら
し
て
や
や
現
実
的
で
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
○Ⅰ
は
そ
の
よ
う
な
現
実
感
よ
り
も
「
し
と
む
」
（
鞍

の
あ
た
り
に
水
が
迫
っ
て
い
る
状
態
）
か
ら
「
沈
む
」
（
馬
の
頭
ま
で
も

完
全
に
沈
ん
で
し
ま
う
状
態
）
へ
の
深
ま
り
表
現
の
連
続
性
を
重
視
し
た

の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
〝
鐙
〟
や
〝
三
頭
〟
は
騎
手
自
身
が
動
い
て
水
勢
・

水
位
に
対
処
す
る
文
脈
（
以
下
、
〝
水
へ
の
対
応
〟
）
で
あ
る
が
、
〝
馬

の
頭
〟
は
馬
を
操
作
す
る
文
脈
（
以
下
、
〝
馬
へ
の
対
応
〟
）
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
意
識
を
向
け
て
描
い
て
い
る
先
が
〝
水
〟
と
〝
馬
〟
で
分
か
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
○Ⅰ
に
は
そ
れ
ら
を
対
と
し
て
叙
述
す
る
意
識
が
う
か

が
え
る
。
深
ま
り
表
現
も
対
句
的
表
現
も
、
前
後
の
語
句
の
親
和
性
に
焦

点
を
当
て
る
微
視
的

（
十
二
）

な
叙
述
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

○Ⅱ
は
、
は
じ
め
か
ら
鞍
壺
の
あ
た
り
ま
で
水
位
が
迫
っ
て
お
り
、
騎
手

は
三
頭
に
避
難
す
る
。
そ
こ
に
〝
馬
に
は
弱
く
〟
が
挟
ま
り
（
歴
彩
館
本

は
順
序
が
異
な
る
。
後
述
す
る
）
、
そ
の
後
に
〝
鐙
〟
が
来
て
い
る
。
鐙

を
踏
ん
で
姿
勢
が
定
ま
っ
た
状
態
で
〝
馬
の
頭
〟
と
馬
へ
の
対
応
を
行

う
。
姿
勢
を
定
め
た
状
態
で
馬
の
頭
を
引
き
上
げ
る
た
め
、
○Ⅰ
で
は
や
や

現
実
的
で
は
な
か
っ
た
体
勢
の
問
題
は
解
消
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
二
つ
以
上
の
文
脈
が
混
在
し
て
い
る
な
ど
の
理
由
で

内
容
が
わ
か
り
に
く
い
状
態
を
整
理
し
て
わ
か
り
や
す
く
す
る
、
〈
文
脈

整
理
指
向
〉
で
あ
る
。
こ
の
整
合
性
は
○Ⅱ
の
特
徴
と
い
え
る
。
た
だ
し
、

は
じ
め
に
三
頭
へ
移
動
し
て
い
る
た
め
、
あ
と
か
ら
鞍
壺
に
乗
っ
て
い
る

描
写
を
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
間
に
〝
馬
に
は
弱
く
〟
の
一
文
が
あ

る
こ
と
で
文
脈
が
一
度
途
切
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
詞
章
の
連
続
性
は
損
な
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に 被令く 鐙を
る >? 委ぺい
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弱は 馬 し‘ ヽ 、一し
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弓l鐙を 馬‘ 弓つlとま

ベる ま馬
水＜、 盆沈ま

強 は
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引 ふ 強
つ 強ぷ 1こ
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わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
〝
馬
に
は
弱
く
〟
は
「
乗
り
下
が
っ
て
」
か
ら
続
く
の
で
、
三
頭

に
乗
り
下
が
る
こ
と
が
馬
に
弱
く
当
た
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
三
頭
は
、『
太
平
記
』
巻
第
三
二
「
神

南
山
合
戦
の
事
」
に
「
あ
は
れ
敵
や
と
打
ち
見
て
、
馬
の
三
頭
に
飛
び
乗

り
、
敵
と
二
り
馬
に
ぞ
乗
つ
て
ぞ
馳
せ
下
り
け
る
」（

十
三
）

と
あ
る
よ
う
に
、

騎
手
の
い
る
位
置
か
ら
後
ろ
一
人
分
の
位
置
で
あ
る
。
鞍
を
置
く
場
所
に

比
べ
る
と
や
や
高
く
な
っ
て
お
り
、
確
か
に
迫
る
水
位
か
ら
逃
げ
る
に
は

妥
当
な
と
こ
ろ
だ
。
し
か
し
、
鞍
壺
に
比
べ
る
と
安
定
し
な
い
上
、
馬
の

後
脚
の
付
け
根
で
歩
き
に
く
さ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
っ
か
り
と
鞍
に
乗
っ

て
い
る
場
合
で
も
、
騎
手
の
些
細
な
ミ
ス
等
で
混
乱
し
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
普
段
乗
ら
な
い
場
所
に
乗
り
か
か
れ
ば
馬
へ
の
ス
ト

レ
ス
と
な
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
や
は
り
〝
馬
に
優
し
く
す
る

〟
と
捉
え
る
の
で
は
意
味
が
通
り
に
く
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
〝
馬
に
対

す
る
意
識
は
弱
く
す
る
〟
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
馬
よ
り
も
水
の
こ
と

を
気
に
し
て
対
処
し
ろ
と
い
う
命
令
に
な
る
の
で
意
味
は
通
る
が
、
用
例

が
見
当
た
ら
な
い
た
め
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
点
、
三
条
西
家

本
（
挿
入
位
置
が
異
な
る
）
や
竹
柏
園
本
な
ど
の
よ
う
に
「
馬
に
は
強
く
」

で
あ
れ
ば
、
馬
に
は
厳
し
く
当
た
り
、
水
に
対
し
て
は
流
れ
に
従
う
と
い

う
文
脈
と
し
て
理
解
し
や
す
い
。

ま
た
、
「
鞍
壺
」
の
重
複
も
こ
の
一
文
が
挟
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
原
因

だ
と
言
え
る
。
水
位
が
迫
っ
て
き
て
い
る
の
も
、
乗
り
定
め
る
の
も
「
鞍

壺
」
で
あ
り
、
○Ⅰ
の
よ
う
に
連
続
し
て
描
写
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
ど
ち
ら

も
「
鞍
壺
」
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
が
、
○Ⅱ
は
一
文
が
挟
ま
る
た
め

に
、
ど
こ
に
水
位
が
迫
っ
て
き
て
い
る
の
か
、
ど
こ
に
乗
り
定
め
る
の
か

を
そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
仮
に
「
鞍
壺
」
を
示
さ
な
か

っ
た
場
合
、
水
位
が
迫
っ
て
き
て
い
る
の
は
直
前
に
述
べ
て
い
る
馬
の
尾

を
、
乗
り
定
め
る
の
は
移
動
し
た
先
の
三
頭
を
指
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ

か
ね
な
い
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
、
ど
ち
ら
に
も
「
鞍
壺
」
が
明
記
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
。
○Ⅱ
な
り
の
論
理
で
、
主
語
・
述
語
の
関
係
な
ど
を
明
確
に

す
る
〈
明
瞭
化
指
向
〉
で
あ
る
。

○Ⅲ
は
、
○Ⅱ
か
ら
〝
馬
の
頭
〟
を
削
除
し
た
か
の
よ
う
な
構
成
で
あ
る
。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
可
能
性
と
し
て
は
、
○Ⅱ
が
追
加
し
た
か
、
○Ⅱ
の
よ
う

な
構
成
か
ら
○Ⅲ
が
〝
馬
の
頭
〟
を
脱
落
さ
せ
た
か
、
あ
る
い
は
意
図
的
に

削
除
し
た
の
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
○Ⅱ
が
追
加
さ
せ
た
可
能
性
だ
が
、
騎
手

の
体
勢
の
話
題
に
〝
馬
へ
の
対
応
〟
の
話
題
を
付
け
足
す
の
は
考
え
に
く

い
。
と
い
う
の
も
、
○Ⅲ
は
直
前
の
〝
協
力
〟
を
呼
び
か
け
る
部
分
か
ら
、

次
節
で
述
べ
る

錣

を
傾
け
る
部
分
ま
で
は
、
一
貫
し
て
〝
水
へ
の
対
応

し
こ
ろ

〟
に
つ
い
て
呼
び
か
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
ひ
と
つ
の
話
題
で
占
め
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
異
な
る
文
脈
で
あ
る
〝
馬
へ
の
対
応
〟
を
新
た
に

差
し
込
む
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
水
と
馬
と
で
、
文
脈
が
二
方
向
に
拡
散

し
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。

次
に
、
○Ⅲ
の
脱
落
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
竹
柏
園
本
・
平
松
家
本
・
鎌

倉
本
の
ど
れ
か
を
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
親
と
し
て
、
そ
の
一
本
か
ら
直
線
、

あ
る
い
は
兄
弟
的
に
書
写
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
（
別
途
、
検
証
が
必
要

と
な
る
）
、
三
本
が
同
様
に
脱
落
す
る
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。
そ
し

て
、
意
図
的
に
削
除
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
先
述
の
と
お
り
○Ⅲ

は
〝
水
へ
の
対
応
〟
の
み
で
一
貫
し
た
文
脈
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ

に
あ
わ
せ
て
〝
馬
の
頭
〟
が
削
除
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ

る
。
よ
っ
て
、
消
去
法
的
で
は
あ
る
が
、
現
状
で
も
っ
と
も
可
能
性
が
あ

る
の
は
〈
文
脈
整
理
指
向
〉
に
よ
る
削
除
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
三
本
が
直
接
の
親
子
関
係
で
あ
っ
て
も
、
さ
ら
に
上
の
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親
本
が
同
様
の
意
図
で
削
除
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

○Ⅱ
で
は
「
鞍
壺
」
が
重
複
し
て
い
た
が
、
同
じ
構
成
で
あ
る
○Ⅲ
に
は
一

度
目
の
「
鞍
壺
」
が
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
、
直
前
が
「
馬
の
尾
」
で
は

な
く
な
り
、
水
位
を
気
に
し
て
移
動
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
は
騎
手
が
座

っ
て
い
る
「
鞍
壺
」
で
あ
る
と
わ
か
り
や
す
く
な
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
二

度
目
の
ほ
う
が
存
在
し
て
い
る
の
は
、
「
馬
に
は
強
く
」
の
一
文
が
挟
ま

っ
た
た
め
に
、
「
乗
り
定
ま
つ
て
」
の
か
か
る
先
を
明
確
に
す
る
意
図
が

あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
先
述
の
と
お
り
、
○Ⅲ
は
「
馬
に
は
強
ふ
、
水
に
は
弱
ふ
」
と

し
て
お
り
、
文
脈
が
わ
か
り
や
す
い
。
馬
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

水
位
や
水
勢
へ
の
対
処
に
意
識
が
向
き
、
意
味
が
通
じ
や
す
く
な
る
と
と

も
に
、
後
半
の
「
水
に
従
ひ
」
と
も
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
○Ⅲ

の
三
本
と
○Ⅰ
の
三
条
西
家
本
・
文
禄
本
と
で
共
通
し
て
い
る
が
、
三
条
西

家
本
・
文
禄
本
は
〈
対
岸
認
識
〉
に
属
す
る
部
分
に
存
在
し
て
お
り
、
○Ⅲ

と
は
論
理
が
異
な
っ
て
い
る
（
第
四
節
）。

○Ⅳ
は
、
○Ⅲ
と
は
反
対
に
〝
水
へ
の
対
応
〟
部
分
が
存
在
し
な
い
点
が
特

徴
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
○Ⅳ
は
、
残
る
〝
馬
へ
の
対
応
〟
の
文
脈
の
み
に
よ

っ
て
水
深
の
深
ま
り
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
〈
文
脈
一
本
化

指
向
〉
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
れ
に
続
く
〝
馬
に
は
弱
く

〟
も
〝
馬
へ
の
対
応
〟
の
文
脈
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
呼
吸
が
で
き
な
い

状
態
の
馬
の
頭
を
引
き
上
げ
て
助
け
る
と
い
う
点
が
「
弱
く
」
と
通
じ
る

の
で
あ
る
。
「
水
に
は
強
く
」
は
、
「
馬
」
の
対
句
と
し
て
出
し
つ
つ
、
馬

を
助
け
な
が
ら
水
位
や
水
勢
に
は
力
を
入
れ
て
対
応
し
て
い
く
こ
と
を
指

し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

○Ⅴ
は
、
〝
水
へ
の
対
応
〟
で
あ
る
〝
三
頭
〟
が
先
に
示
さ
れ
る
。
○Ⅰ
か

ら
〝
鐙
〟
を
抜
い
た
と
も
、
○Ⅳ
に
〝
三
頭
〟
を
追
加
し
た
と
も
と
れ
る
が
、

論
理
と
し
て
は
○Ⅰ
と
同
様
、
〝
三
頭
〟
か
ら
〝
馬
の
頭
〟
と
い
う
体
勢
の

不
自
然
さ
を
残
し
つ
つ
、
「
し
と
む
」
と
「
沈
む
」
の
連
続
性
に
焦
点
が

当
た
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
〝
鐙
〟
が
存
在
し
な
い
点
は
異
な
り
、
水
勢

へ
の
対
応
は
薄
く
な
る
。

前
節
に
お
い
て
、
太
山
寺
本
は
〈
隊
列
認
識
〉
の
核
と
な
る
部
分
が
存

在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
節
で
挙
げ
た
本
文
は
そ
の
こ
と
と
関
連

し
て
お
り
、
〈
隊
列
認
識
〉
部
分
に
存
在
す
る
水
深
に
応
じ
た
手
綱
の
操

作
は
〈
水
深
認
識
〉
と
し
て
〝
三
頭
〟
と
通
じ
る
。
そ
の
後
の
〝
馬
の
頭

〟
も
同
様
に
〈
水
深
認
識
〉
に
よ
る
も
の
で
、
一
貫
し
て
〈
水
深
認
識
〉

が
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
存
在
し
な
い
〝
鐙
〟
は
水
勢
に

耐
え
る
た
め
の
行
為
で
あ
っ
て
、
〈
水
深
認
識
〉
に
位
置
付
け
る
に
は
ふ

さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
兵
た
ち
の
連
帯
感
は
描
か
れ
ず
、
〈
隊

列
認
識
〉
の
部
分
に
存
在
す
る
水
深
に
合
わ
せ
て
馬
の
操
作
を
す
る
文
脈

も
含
め
て
、
水
深
へ
の
対
応
に
焦
点
化
し
て
い
る
。
太
山
寺
本
な
り
の
論

理
で
あ
る
。

○Ⅵ
で
は
、
三
本
間
の
異
同
と
し
て
両
足
院
本
が
「
水
に
は
強
う
、
馬
に

は
弱
う
」
の
順
に
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
稿
で
使
用
し
た
伝

本
の
う
ち
、
両
足
院
本
と
同
順
と
す
る
の
は
○Ⅱ
の
歴
彩
館
本
の
み
で
あ
る
。

意
味
自
体
は
変
わ
ら
な
い
が
、
「
水
」
が
先
に
来
る
の
は
、
直
前
に
あ
る

「
水
し
と
ま
ば
」
か
ら
の
つ
な
が
り
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
下
村
本
・
京

師
本
の
順
は
、
〝
馬
の
頭
〟
〝
鐙
〟
〝
三
頭
〟
の
叙
述
順
（
〝
馬
へ
の
対

応
〟
か
ら
〝
水
へ
の
対
応
〟
）
に
合
わ
せ
た
も
の
と
言
え
る
。
反
対
に
、

「
馬
に
は
弱
う
、
水
に
は
強
う
」
の
順
に
合
わ
せ
て
〝
馬
の
頭
〟
か
ら
〝

三
頭
〟
ま
で
の
叙
述
順
を
変
え
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
○Ⅰ
の

よ
う
な
本
文
か
つ
「
水
に
は
強
う
、
馬
に
は
弱
う
」
の
順
に
し
て
い
る
本

文
が
先
に
存
在
し
て
い
た
か
、
歴
彩
館
本
的
本
文
を
大
胆
に
組
み
替
え
た
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と
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

〝
水
へ
の
対
応
〟
と
〝
馬
へ
の
対
応
〟
の
両
方
を
持
つ
○Ⅵ
だ
が
、
○Ⅰ
と

は
異
な
る
順
で
叙
述
す
る
。
す
な
わ
ち
〝
馬
の
頭
〟
を
先
に
持
っ
て
き
た

形
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
○Ⅰ
で
生
じ
て
い
た
体
勢
の
不
自
然
さ
が
解
消

さ
れ
る
。
○Ⅱ
は
〝
三
頭
〟
を
先
に
持
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
勢
の
不

自
然
さ
を
解
消
し
、
か
え
っ
て
〝
三
頭
〟
か
ら
〝
鐙
〟
へ
の
流
れ
の
不
自

然
さ
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
○Ⅵ
は
手
法
を
変
え
る
こ
と
で
ど
ち
ら

も
解
消
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
新
た
な
不
自
然
さ
は
生
じ
て
お

り
、
間
に
〝
鐙
〟
が
あ
る
こ
と
で
「
沈
む
」
と
「
し
と
む
」
の
連
続
性
が

失
わ
れ
て
い
る
。
○Ⅵ
の
論
理
と
し
て
は
、
〝
馬
へ
の
対
応
〟
〝
水
へ
の
対

応
〟
の
対
を
維
持
し
つ
つ
、
体
勢
の
不
自
然
さ
を
解
消
す
る
こ
と
に
焦
点

を
置
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
〈
文
脈
整
理
指
向
〉
で
あ
る
。

○Ⅶ
は
、
他
本
に
は
な
い
叙
述
順
と
な
っ
て
お
り
、
○Ⅵ
の
〝
馬
の
頭
〟
と

〝
鐙
〟
を
入
れ
替
え
た
形
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
○Ⅵ
が
失
っ
て
い
た
「
沈

む
」
と
「
し
と
む
」
の
連
続
性
が
維
持
さ
れ
（
○Ⅰ
で
は
「
し
と
む
」
か
ら

「
沈
む
」
の
順
で
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
反
対
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
し
て

も
、
水
深
の
深
ま
り
を
示
す
表
現
と
し
て
は
連
続
し
て
い
た
ほ
う
が
対
と

し
て
自
然
で
あ
る
）
、
か
つ
〝
馬
へ
の
対
応
〟
と
〝
水
へ
の
対
応
〟
の
対

も
維
持
さ
れ
る
。
ま
た
、
体
勢
を
定
め
て
馬
の
頭
を
引
き
上
げ
、
鞍
壺
か

ら
三
頭
へ
移
動
す
る
、
と
い
う
体
勢
の
不
自
然
さ
も
解
消
さ
れ
て
い
る
。

〈
文
脈
整
理
指
向
〉
で
あ
る
。
馬
の
頭
と
三
頭
で
は
前
者
の
ほ
う
が
や
や

高
い
位
置
に
あ
る
た
め
、
水
深
の
深
ま
り
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
も
の

の
、
迫
る
水
位
へ
の
意
識
は
残
さ
れ
て
い
る
。
鞍
壺
か
ら
三
頭
へ
の
移
動

に
よ
っ
て
、
迫
る
水
位
か
ら
騎
手
が
逃
げ
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、

深
ま
り
表
現
の
代
替
と
し
て
騎
手
の
移
動
を
描
写
し
た
の
だ
ろ
う
。
あ
る

い
は
、
「
水
し
と
ま
ば
」
の
示
す
先
は
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
鞍
壺
と
も

騎
手
自
身
と
も
と
れ
る
。
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
深

ま
り
表
現
の
問
題
は
そ
こ
ま
で
大
き
く
な
い
だ
ろ
う
。
○Ⅰ
に
比
べ
る
と
、

文
脈
整
理
の
視
野
が
広
が
っ
て
い
る
。

以
上
、
も
っ
と
も
差
の
あ
る
〈
水
深
認
識
〉
部
分
の
考
察
を
行
っ
た
。
○Ⅰ

は
微
視
的
な
叙
述
に
終
始
し
、
深
ま
り
表
現
の
連
続
性
と
対
句
構
成
の
維

持
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
○Ⅱ
で
は
全
体
の
流
れ
に
不
自
然
さ
は
あ
る

も
の
の
、
体
勢
の
不
自
然
さ
は
解
消
す
る
と
い
う
〈
文
脈
整
理
指
向
〉
が

見
ら
れ
、
同
時
に
、
主
語
を
明
確
に
す
る
〈
明
瞭
化
指
向
〉
も
確
認
で
き

た
。
○Ⅲ
は
〝
水
へ
の
対
応
〟
の
文
脈
に
絞
っ
て
お
り
、
焦
点
化
が
確
認
さ

れ
た
。
○Ⅳ
で
は
文
脈
が
〝
馬
へ
の
対
応
〟
に
絞
ら
れ
、
○Ⅲ
と
は
異
な
る
焦

点
化
が
う
か
が
え
る
。
○Ⅴ
は
〈
水
深
認
識
〉
へ
の
焦
点
化
が
見
ら
れ
た
。
○Ⅵ

は
、
○Ⅰ
と
○Ⅱ
の
い
い
と
こ
ろ
を
拾
い
上
げ
た
形
で
、
〝
水
へ
の
対
応
〟
と

〝
馬
へ
の
対
応
〟
の
対
を
維
持
し
つ
つ
、
体
勢
の
不
自
然
さ
も
解
消
す
る

と
い
う
〈
文
脈
整
理
指
向
〉
が
確
認
で
き
た
。
た
だ
し
、「
沈
む
」
と
「
し

と
む
」
の
連
続
性
は
顧
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
○Ⅶ
は
、
○Ⅵ
の
よ
う
な
状

態
か
ら
、
さ
ら
に
「
沈
む
」
と
「
し
と
む
」
の
連
続
性
を
維
持
し
て
い
る

点
で
〈
文
脈
整
理
指
向
〉
を
持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
渡
河
中
盤
と
し
て

示
す
必
要
の
あ
る
〈
水
深
認
識
〉
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
こ
こ
で
も
練

成
の
過
程
が
想
定
で
き
る
。

ま
た
、
〝
馬
に
は
弱
く
〟
の
一
文
を
末
尾
に
持
つ
、
○Ⅳ
～
○Ⅶ
は
、
直
後

に
来
る
〈
対
岸
認
識
〉
と
の
区
切
り
も
意
識
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四

〈
対
岸
認
識
〉

―
渡
河
終
盤

―

最
後
は
、
渡
河
終
盤
に
お
け
る
〈
対
岸
認
識
〉
に
つ
い
て
で
あ
る
。
川

を
渡
っ
て
敵
の
い
る
対
岸
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
敵
の
攻
撃
を
意
識
し
た
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対
応
を
指
示
す
る
部
分
で
、
前
節
の
〈
水
深
認
識
〉
ほ
ど
異
同
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
冒
頭
の
〈
隊
列
認
識
〉
ほ
ど
少
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

本
文
は
【
表

】
に
示
し
た
。

4

ま
ず
、
㋐
に
つ
い
て
は
、
前
節
に
お
い
て
○Ⅰ
以
外
の
す
べ
て
が
有
し
て

い
た
〝
馬
に
は
弱
く
〟
が
、
こ
ち
ら
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し

て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
具
体
的
な
指
示
と
抽
象
的
な
指
示
と
の
区
切
り
の

役
割
で
あ
る
。
冒
頭
か
ら
、
馬
の
強
弱
に
よ
る
上
下
の
区
別
、
馬
の
足
が

届
く
時
と
そ
う
で
な
い
と
き
の
対
処
方
法
な
ど
、
当
該
部
分
の
直
前
ま
で

実
際
の
状
況
に
即
し
た
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
降
、
個
別
事

象
で
は
な
く
全
体
的
な
行
動
の
指
示
を
行
っ
て
お
り
、
指
示
の
種
類
が
変

わ
る
。
当
該
部
分
も
抽
象
的
、
総
括
的
な
一
文
で
あ
る
た
め
、
後
半
へ
ま

と
め
て
叙
述
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

三
本
の
う
ち
、
中
院
本
の
み
は
「
馬
に
は
弱
く
、
水
に
は
強
く
」
と
し

て
お
り
、
一
方
系
諸
本
と
共
通
し
て
い
る
。
三
条
西
家
本
と
中
院
本
の
位

相
差
に
か
か
わ
る
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
後
「
水
に
し
な
う
て
」
と
あ
る

よ
う
に
、
水
に
真
っ
向
か
ら
対
峙
し
て
い
る
の
で
な
く
、
水
勢
を
受
け
流

そ
う
と
し
て
い
る
文
脈
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
三
条
西
家
本
の
よ
う
な

「
馬
に
は
強
く
、
水
に
は
弱
く
」
と
し
た
ほ
う
が
自
然
だ
ろ
う
。
こ
の
場

面
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
三
条
西
家
本
本
文
か
ら
中
院
本
本
文
へ

の
直
線
関
係
が
う
か
が
え
る
。
中
院
本
本
文
の
後
出
の
可
能
性
が
高
い
と

い
う
こ
と
だ
。

内
容
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
頭
を
傾
け
て
飛
ん
で
く
る
矢
を
先
ん
じ

て
防
御
し
、
そ
こ
に
敵
が
射
て
き
て
も
こ
ち
ら
は
射
ず
、
腕
を
額
に
当
て

て
防
御
す
る
、
と
い
う
流
れ
で
、
ど
ち
ら
も
矢
に
対
す
る
防
御
と
し
て
意

味
内
容
が
や
や
重
複
ぎ
み
で
あ
る
。
ま
た
、
〝
甲
の
錣
〟
が
先
に
来
る
の

は
、
「
～
し
ろ
」
「
～
し
す
ぎ
る
な
」
と
い
う
対
句
の
構
造
が
、
〝
馬
の
頭

〟
と
〝
甲
の
錣
〟
で
対
応
す
る
た
め
だ
ろ
う
。

㋑
は
、
㋐
と
同
様
に
防
御
の
み
に
言
及
し
て
お
り
、
受
け
身
的
な
内
容

で
あ
る
。
異
な
る
の
は
「
あ
ひ
引
き
す
な
」
の
後
に
「
錣
を
傾
け
よ
」
が

あ
る
こ
と
で
、
敵
の
攻
撃
を
受
け
て
の
防
御
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

点
、
㋐
の
叙
述
順
で
は
、
敵
の
攻
撃
と
は
関
係
な
く
、
対
岸
に
近
づ
く
際

は
初
め
か
ら
防
御
姿
勢
に
な
る
こ
と
を
指
示
し
、
そ
の
後
実
際
に
攻
撃
が

R R ◎ ④ R ， 
流tさ な゚ よ゚ 川中 ひ渡て‘敵吋 ず‘ 随に 乗円り 常1こ1敵射

をした｝中II 14 なし強く る甲
の せ ー な ふ - と の
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来
た
ら
腕
を
額
に
当
て
て
防
御
す
る
と
い
う
二
重
の
防
御
と
な
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
㋐
が
重
複
さ
せ
て
い
た
防
御
の
文
脈
を
、
㋑
で
は
詞
章
が

入
れ
替
わ
る
こ
と
で
予
防
・
先
制
的
な
防
御
が
な
く
な
り
、
〝
射
向
け
の

袖
〟
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
、
防
御
の
重
複
が
解
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
〈
文
脈
整
理
指
向
〉
で
あ
る
。

敵
の
攻
撃
に
つ
い
て
言
及
し
て
か
ら
防
御
の
対
応
の
指
示
を
す
る
と
い

う
文
脈
の
流
れ
に
整
理
さ
れ
て
い
る
た
め
、
最
初
か
ら
防
御
に
徹
す
る
㋐

の
内
部
論
理
と
は
差
が
大
き
い
。

そ
の
上
、
㋐
に
は
な
か
っ
た
「
川
中
に
て
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、

状
況
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
㋐
の
場
合
は
、
設
定
が
な
い
た
め
に
文
脈

か
ら
判
断
す
る
し
か
な
い
が
、
㋑
は
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
射
返
さ

な
い
の
は
川
の
中
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
と
、
こ
の
状
況
限
定
で
の
対
応

で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
こ
ち
ら
は
〈
明
瞭
化
指
向
〉
と
言
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。

㋒
は
、
三
本
の
間
で
細
か
な
異
同
が
あ
る
。
竹
柏
園
本
の
み
「
敵
射
る

と
も
」
と
「
い
つ
と
う
傾
け
て
」
が
存
在
し
な
い
。
ど
ち
ら
も
単
な
る
脱

落
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
前
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
意
味
を
見

出
す
と
す
れ
ば
、
敵
の
攻
撃
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
川
の
中
で
弓
を
使
う

こ
と
自
体
を
禁
止
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
対
す
る
平
松

家
本
・
鎌
倉
本
は
、
敵
が
射
て
き
た
場
合
に
限
定
し
て
お
り
、
射
返
す
こ

と
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
後
者
「
い
つ
と
う
傾
け
て
」
が
存
在

し
な
け
れ
ば
、
天
辺
を
射
さ
せ
な
い
た
め
に
錣
を
傾
け
て
い
る
か
の
よ
う

て

へ
ん

な
叙
述
と
な
り
、
意
味
が
通
ら
な
い
。
竹
柏
園
本
か
そ
の
親
本
の
段
階
で
、

「
傾
」
を
目
移
り
す
る
な
ど
し
て
脱
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う

（
十
五
）

。

平
松
家
本
・
鎌
倉
本
的
本
文
か
ら
竹
柏
園
本
（
あ
る
い
は
そ
の
親
本
）
が

脱
落
さ
せ
た
の
か
、
あ
る
い
は
共
通
祖
本
か
ら
脱
落
の
あ
る
竹
柏
園
本
的

本
文
と
脱
落
の
な
い
平
松
家
本
・
鎌
倉
本
的
本
文
に
分
裂
し
た
の
か
は
検

討
の
余
地
が
あ
る
。

他
に
、
忠
綱
の
発
話
後
に
お
い
て
、
鎌
倉
本
で
は
「
と
麾
て
、
三
百
余

騎
も
残
さ
ず
向
か
ひ
の
岸
に
ざ
つ
と
渡
す
」
と
あ
り
、
「
下
知
」
相
当
部

分
が
「
麾
て
」
と
い
う
動
詞
で
、「
一
騎
」
が
存
在
し
な
い
。
後
者
は
「
騎
」

の
目
移
り
に
よ
る
脱
字
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
者
は
「
麾
下
」
と
い
う
熟

語
が
あ
る
よ
う
に
「
指
図
す
る
」
と
い
う
意
味
の
語
で
あ
る

（
十
六
）

。
よ
っ

て
、
「
下
知
」
と
意
味
に
大
き
な
違
い
は
な
い
と
判
断
で
き
る
た
め
、
異

同
の
指
摘
に
留
め
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
㋒
の
特
徴
と
し
て
は
、
㋐
に
存
在
し
、
㋑
に
は
存
在
し
な
か
っ

た
〝
射
向
け
の
袖
〟
が
存
在
す
る
点
、「
甲
の
」
を
「
常
に
」
と
す
る
点
、

㋑
と
同
じ
叙
述
順
で
あ
る
点
、
そ
し
て
独
自
の
〝
瀬

枕

〟
の
一
文
が
存

せ

ま
く
ら

在
す
る
点
が
指
摘
で
き
る
。
〝
射
向
け
の
袖
〟
を
持
ち
な
が
ら
、
叙
述
順

は
㋑
と
同
様
で
あ
る
た
め
、
㋐
と
㋑
両
方
と
の
関
連
性
が
考
え
ら
れ
る
。

内
部
論
理
と
し
て
は
、
㋑
の
よ
う
に
受
身
の
防
御
の
文
脈
に
整
理
す
る
〈
文

脈
整
理
指
向
〉
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
㋐
よ
り
も
自

然
な
文
脈
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
〝
射
向
け
の
袖
〟

が
あ
る
た
め
防
御
の
文
脈
は
二
重
の
ま
ま
で
あ
る
。
㋐
㋒
と
も
に
「
あ
ひ

引
き
」
の
直
後
に
〝
射
向
け
の
袖
〟
を
持
つ
た
め
、
両
グ
ル
ー
プ
は
そ
れ

ら
を
ひ
と
ま
と
ま
り
と
し
て
扱
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
片
腕
を
防
御

に
回
し
て
、
強
制
的
に
弓
を
射
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ

う
。㋐

㋑
と
異
な
る
点
と
し
て
、「
常
に
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
㋐
は
「
常
に
」

の
位
置
が
異
な
り
、
㋑
は
存
在
し
て
い
な
い
。
㋐
㋑
は
「
甲
の
錣
を
」
と

錣
の
説
明
が
詳
細
に
さ
れ
る
が
、
㋒
は
「
甲
」
相
当
の
位
置
に
「
常
に
」

が
あ
り
、
説
明
が
省
略
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
「
錣
」
と
い
え
ば
「
甲
」
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の
一
部
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
根
底
に
あ
っ
て
省
略
さ
れ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
「
常
に
」
が
入
る
こ
と
で
防
御
へ
の
意
識
が
強
ま
る
こ

と
に
な
る
。
「
敵
射
る
と
も
」
の
後
に
錣
を
傾
け
る
指
示
を
し
て
い
る
た

め
、
「
常
に
」
が
な
い
場
合
は
飛
ん
で
く
る
矢
に
対
し
て
適
宜
対
応
す
る

と
い
う
意
図
に
捉
え
ら
れ
か
ね
な
い
。
㋓
㋔
も
㋒
と
同
様
の
論
理
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
〝
瀬
枕
〟
の
一
文
に
つ
い
て
、
〝
瀬
枕
〟
と
は
川
の
中
に
あ

る
物
に
水
流
が
当
た
っ
て
、
水
面
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
指
す
。

つ
ま
り
、
水
中
の
物
体
に
乗
り
上
げ
て
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
落
下
す
る
な

ど
し
な
い
よ
う
に
し
ろ
、
と
い
う
指
示
で
あ
り
、
馬
の
足
が
つ
く
程
度
の

浅
瀬
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
深
い
場
所
を
超
え
て
対
岸
に
近
づ
い
て
き

た
こ
と
を
示
す
た
め
の
一
文
な
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
過
ち
す
な
」
が
こ

ち
ら
の
一
文
に
付
随
し
、
㋐
な
ど
で
「
過
ち
す
な
」
相
当
が
あ
っ
た
場
所

に
は
、
新
た
に
「
押
し
落
と
さ
る
な
」
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
㋔
と

共
通
し
た
表
現
で
あ
る
た
め
、
後
述
す
る
。

〝
瀬
枕
〟
の
一
文
は
、
対
岸
か
ら
の
攻
撃
に
対
応
す
る
と
い
う
文
脈
の

中
に
お
い
て
は
異
質
で
、
む
し
ろ
最
後
の
俯
瞰
的
・
総
括
的
な
指
示
の
文

脈
の
一
部
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
当
該
部
分
は
俯
瞰
的
・
総
括
的
な
内
容

で
は
な
く
、
馬
の
操
作
あ
る
い
は
水
深
に
関
す
る
内
容
で
あ
り
、
ど
ち
ら

の
文
脈
に
あ
っ
た
と
し
て
も
〈
対
岸
認
識
〉
部
分
で
は
親
和
性
が
低
い
（
〈
水

深
認
識
〉
で
あ
れ
ば
、
違
和
感
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
）
。
他
本
で
採
用
さ

れ
な
い
の
は
こ
れ
が
理
由
だ
ろ
う
。

㋓
は
、
「
川
中
で
」
相
当
部
分
が
な
く
、
㋐
と
類
似
す
る
。
た
だ
し
、

叙
述
順
は
㋑
に
同
じ
で
、
む
し
ろ
、
㋑
か
ら
「
川
中
に
て
」
を
削
除
し
た

よ
う
な
、
受
け
身
的
で
防
御
に
徹
す
る
叙
述
で
あ
る
。
ま
た
、
「
か
ね
に

渡
し
て
」
に
続
く
一
文
が
「
過
ち
す
な
」
で
あ
り
、
㋐
や
㋑
と
共
通
し
て

い
る
。

㋔
で
は
、
「
川
中
で
弓
引
く
な
」
と
い
う
一
文
に
注
目
し
た
い
。
㋒
に

も
同
様
の
一
文
が
あ
っ
た
が
、
㋔
で
は
直
後
に
「
敵
射
る
と
も
、
あ
ひ
引

き
す
な
」
が
存
在
し
て
お
り
、
対
岸
が
近
づ
い
た
こ
と
で
忠
綱
側
か
ら
先

制
攻
撃
し
て
し
ま
う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
に
加
え
、
相
手
か
ら
射
ら
れ

た
際
の
反
撃
も
禁
止
す
る
と
い
う
二
重
の
禁
止
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
換

え
れ
ば
能
動
と
受
動
で
あ
り
、
攻
め
て
い
る
側
で
あ
る
忠
綱
側
が
、
そ
の

勢
い
の
ま
ま
川
の
中
と
い
う
不
利
な
状
況
で
弓
を
射
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
崩

し
た
り
、
守
り
が
不
十
分
で
射
貫
か
れ
た
り
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
こ

と
を
想
定
し
た
発
言
で
あ
る
。
㋔
以
外
で
は
基
本
的
に
「
敵
射
る
と
も
」

が
先
に
来
て
お
り
、
上
記
の
よ
う
な
意
識
は
感
じ
ら
れ
な
い
た
め
、
㋔
特

有
の
論
理
と
言
え
る
。

そ
し
て
、「
押
し
落
と
さ
る
な
」
は
㋒
と
通
底
す
る
。
そ
れ
以
外
が
「
過

ち
す
な
」
と
す
る
こ
と
と
比
べ
る
と
、
㋒
と
㋔
の
ほ
う
が
、
ど
の
よ
う
な

「
過
ち
」
な
の
か
が
明
確
と
な
る
。
こ
れ
は
、
よ
り
伝
わ
り
や
す
い
言
葉

に
変
え
る
〈
平
明
化
指
向
〉
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
㋔
は
発
話
後
を
「
掟
て
て
」
と
し
（
城
一
本
を
除
く
）
、
他

グ
ル
ー
プ
は
「
下
知
し
て
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
比
べ
る
と
上
下
関
係
の

様
子
が
薄
れ
る
。
こ
れ
は
、
八
坂
系
と
一
方
系
の
違
い
と
言
っ
て
も
相
違

な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
「
下
知
」
と
し
な
い
こ
と
で
、
〈
隊
列
認
識
〉
の

際
に
忠
綱
が
「
大
音
声
」
の
み
で
描
か
れ
て
い
た
こ
と
と
つ
な
が
る
。
他

本
は
「
下
知
し
て
」
で
閉
じ
る
か
ら
こ
そ
、
冒
頭
も
「
下
知
し
て
」
で
始

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
㋔
は
そ
れ
を
破
り
、
「
下
知
」
と
し
な
い
か

ら
こ
そ
、
冒
頭
も
「
下
知
」
と
示
さ
な
く
て
良
い
の
で
あ
る
。
忠
綱
の
前

景
化
、
あ
る
い
は
上
下
関
係
を
薄
く
す
る
意
識
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
細
か
な
点
で
は
あ
る
が
、
城
一
本
・
両
足
院
本
・
下
村
本
・
京
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師
本
は
最
後
が
「
打
ち
上
げ
た
る
（
た
り
）
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
城
一

本
の
本
場
面
直
後
を
見
て
み
る
と
、
「
そ
の
後
、
足
利
、
高
き
と
こ
ろ
に

打
ち
上
が
り
、
鞭
に
て
鎧
の
水
な
で
下
し
鐙
踏
ん
張
り
」
と
「
打
ち
上
げ
」

が
重
複
し
て
お
り

（
十
七
）

、
両
足
院
本
・
下
村
本
・
京
師
本
は
、
ど
れ
も
「
足

利
が
そ
の
日
の
装
束
に
は
」
な
ど
と
し
て
装
束
描
写
が
続
い
て
い
る
。
後

者
は
前
者
の
重
複
を
解
消
し
た
形
な
の
だ
ろ
う
。

以
上
、
〈
対
岸
認
識
〉
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
㋐
は
、
具
体
と
抽

象
の
切
り
替
え
意
識
が
存
在
し
、
ま
た
、
対
句
の
構
成
を
す
る
微
視
的
な

論
理
で
あ
っ
た
。
㋑
は
、
〈
文
脈
整
理
指
向
〉
と
〈
明
瞭
化
指
向
〉
が
見

ら
れ
、
㋒
で
は
〈
文
脈
整
理
指
向
〉
と
〈
平
明
化
指
向
〉
が
確
認
で
き
た
。

㋓
の
指
向
は
ほ
と
ん
ど
際
立
っ
た
も
の
は
な
い
が
、
受
動
的
な
防
御
の
文

脈
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
㋔
は
、
能
動
と
受
動
の
変
化
に

加
え
て
、
㋒
と
同
様
の
〈
平
明
化
指
向
〉
を
有
し
て
い
た
。

〈
対
岸
認
識
〉
と
し
て
の
大
き
な
違
い
は
、
敵
が
近
づ
く
こ
と
に
合
わ

せ
て
先
に
防
御
し
て
お
く
か
（
㋐
）
、
敵
の
攻
撃
に
合
わ
せ
て
防
御
す
る

か
（
㋑
・
㋒
・
㋓
）
、
敵
に
近
づ
く
こ
と
で
攻
撃
で
き
る
距
離
で
も
自
軍

か
ら
攻
撃
は
せ
ず
、
敵
の
攻
撃
に
合
わ
せ
て
防
御
を
行
う
か
（
㋔
）
、
の

三
種
類
の
違
い
が
あ
る
と
言
え
る
。

五

八
坂
系
一
類
本
の
位
置
づ
け

前
節
ま
で
、
場
面
を
〈
隊
列
認
識
〉
〈
水
深
認
識
〉
〈
対
岸
認
識
〉
と
三

分
割
し
て
、
各
諸
本
に
お
け
る
〈
宇
治
川
渡
河
ば
な
し
〉
の
内
部
論
理
を

考
察
し
て
き
た
。
本
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
そ
の
内
部

論
理
の
諸
本
展
開
を
考
察
し
た
い
。
は
じ
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
に
お

け
る
先
後
関
係
等
を
確
認
し
、
最
後
に
そ
の
結
論
を
総
合
し
て
、
諸
本
の

位
置
づ
け
を
考
え
る
。

ま
ず
、
〈
隊
列
認
識
〉
に
つ
い
て
、
全
体
と
し
て
は
、
前
後
の
列
か
、

左
右
の
列
か
と
い
う
差
以
外
は
、
お
お
む
ね
す
べ
て
の
伝
本
に
共
通
す
る

構
成
で
あ
り
、
〈
隊
列
認
識
〉
の
文
脈
は
語
り
本
系
の
か
な
り
古
い
段
階

か
ら
固
定
化
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
語
り
本
系
よ
り
も
古
態
を
存

す
る
と
さ
れ
て
い
る
読
み
本
系
を
見
て
み
て
も
、
た
と
え
ば
延
慶
本
で
は
、

忠
綱
、
申
し
け
る
は
、
「
か
や
う
の
大
河
を
渡
す
に
は
、
強
き
馬
を

お
も
て
に
立
て
、
弱
き
馬
を
下
に
立
て
、
肩
を
並
べ
、
手
を
取
り
組

み
て
渡
す
べ
し
。
そ
の
中
に
、
馬
も
弱
ふ
て
流
れ
む
を
ば
、
弓
の
筈

を
さ
し
出
だ
し
て
取
り
付
か
せ
よ
。
あ
ま
た
が
力
を
ひ
と
つ
に
合
は

す
べ
し
。
馬
の
足
の
届
か
む
程
は
、
手
綱
を
く
れ
て
歩
ま
せ
よ
。
馬

足
浮
か
ば
、
手
綱
を
す
く
ふ
て
泳
が
せ
よ
。

と
あ
り
、
四
部
本
、
長
門
本
な
ど
も
、
一
部
延
慶
本
に
な
い
本
文
が
存
在

す
る
以
外
は
、
あ
る
程
度
似
通
っ
た
構
成
の
よ
う
だ
。
〝
協
力
〟
と
〝
横

並
び
〟
に
相
当
す
る
部
分
が
分
裂
し
、馬
の
強
弱
に
よ
る
隊
列
の
文
脈
と
、

流
れ
た
者
を
助
け
る
文
脈
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
と
抽
象
の
対
比
を
生
ん

で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
〝
馬
へ
の
対
応
〟
が
位
置
す
る
。
こ
れ
が
、

語
り
本
系
の
段
階
で
は
抽
象
部
分
を
一
括
し
て
末
尾
に
配
置
さ
れ
た
。
〝

馬
へ
の
対
応
〟
は
、
こ
れ
よ
り
後
に
配
置
し
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、

個
別
の
事
象
に
対
応
す
る
た
め
の
操
縦
で
は
な
く
、
渡
河
全
体
に
か
か
わ

る
操
縦
の
指
示
で
あ
る
た
め
、
最
初
の
渡
河
準
備
段
階
に
配
置
す
る
必
要

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

第
二
節
で
述
べ
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
と
、
忠
綱
に
つ
い
て
の
描

写
は
前
景
化
の
強
弱
の
違
い
で
あ
っ
た
。
前
景
化
は
練
成
の
結
果
と
し
て
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後
出
的
に
捉
え
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
す
べ
て
が
た
だ
ち
に
後
出
だ
と

判
断
で
き
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
前
景
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

何
を
描
き
た
い
か
、
前
後
の
話
題
と
ど
の
よ
う
な
関
連
が
生
ま
れ
る
か
と

い
っ
た
部
分
が
問
題
で
あ
る
。
本
場
面
直
後
、
「
宮
乃
最
期
」
冒
頭
の
本

文
を
見
て
み
る
と
、
前
景
化
が
最
も
強
か
っ
た
①
（
【
表

】
を
参
照
）
は
、

1

そ
の
後
、
足
利
、
高
き
所
に
打
ち
上
が
り
、
鞭
に
て
鎧
の
水
な
で
下

し
、
鐙
踏
ん
張
り
、
突
つ
立
ち
あ
が
り
、
大
音
声
を
あ
げ
て

と
し
、
本
場
面
と
同
様
の
表
現
を
用
い
て
お
り
、
両
場
面
の
前
景
化
度
合

い
は
同
程
度
と
言
え
る
。
ま
た
、
「
鐙
踏
ん
張
り
立
ち
上
が
り
」
と
、
忠

綱
を
兵
の
群
れ
か
ら
突
出
し
た
形
で
位
置
づ
け
さ
せ
、
鎧
の
水
を
払
う
描

写
を
す
る
こ
と
で
忠
綱
に
接
写
し
て
い
る
。
動
作
に
よ
る
前
景
化
で
あ
る
。

②
の
う
ち
三
条
西
家
本
・
文
禄
本
・
中
院
本
は
、

足
利
は
、
滋
目
結
の
直
垂
に
、
緋
縅
の
鎧
を
着
、
白
葦
毛
の
馬
に
、

金
覆
輪
の
鞍
置
い
て
ぞ
乗
つ
た
り
け
る
。
鐙
踏
ん
張
り
立
ち
上
が
り

と
あ
り
、
斯
道
文
庫
本
・
小
城
本
・
百
二
十
句
本
で
は
、

足
利
は
、
褐
の
直
垂
に
、
赤
皮
の
鎧
着
て
、
白
月
毛
な
る
馬
に
、
金

覆
輪
の
鞍
置
い
て
乗
つ
た
り
け
り
。
鐙
踏
ん
張
り
、
突
つ
立
ち
上
が

つ
て
、
鎧
の
水
う
ち
払
い
、
ま
づ
名
乗
り
け
る
は

と
す
る
。
本
場
面
冒
頭
が
「
大
音
声
を
上
げ
て
、
下
知
し
け
る
は
」
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
ど
ち
ら
も
「
鐙
踏
ん
張
り
（
突
つ
）
立
ち
上
が
り
」
と

し
て
前
景
化
の
た
め
の
表
現
が
冒
頭
と
右
の
一
文
と
で
異
な
る
。
こ
ち
ら

は
装
束
描
写
と
忠
綱
の
動
き
に
よ
る
前
景
化
で
あ
る
。
冒
頭
部
の
よ
う
な

「
大
音
声
」
だ
け
で
は
、
群
れ
の
中
か
ら
忠
綱
の
身
体
は
突
出
せ
ず
、
声

だ
け
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
形
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
装
束
描
写
で
忠

綱
の
身
体
に
接
写
し
た
後
、
「
鐙
踏
ん
張
り
立
ち
上
が
り
」
に
よ
っ
て
忠

綱
の
身
体
が
群
れ
か
ら
突
出
す
る
こ
と
で
忠
綱
だ
け
に
焦
点
が
当
た
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
冒
頭
部
と
比
べ
る
と
（
質
は
異
な
る
が
）
か
な

り
前
景
化
が
強
い
。

ま
た
、
三
条
西
家
本
ら
と
斯
道
文
庫
本
ら
で
異
な
る
の
は
、
後
者
に
「
鎧

の
水
う
ち
払
い
、
ま
づ
名
乗
り
け
る
は
」
と
い
う
一
文
が
存
在
す
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
装
束
描
写
に
よ
る
前
景
化
だ
け
で
な
く
、
動
作

に
よ
る
前
景
化
も
な
さ
れ
る
。
そ
の
上
、
「
名
乗
り
」
に
よ
る
前
景
化
も

含
ま
れ
て
お
り
、
三
条
西
家
本
ら
よ
り
も
格
段
に
前
景
化
を
強
め
て
い
る

の
で
あ
る
。

④
の
、
た
と
え
ば
覚
一
本
で
は
、

足
利
、
そ
の
日
の
装
束
に
は
、
朽
葉
の
綾
の
直
垂
に
、
赤
皮
縅
の
鎧

着
て
、
高
角
う
つ
た
る
甲
の
緒
締
め
、
黄
金
造
り
の
太
刀
を
佩
き
、

切
斑
の
矢
負
ひ
、
滋
籐
の
弓
持
つ
て
、
連
銭
葦
毛
な
る
馬
に
、
柏
木

に
木
菟
打
つ
た
る
黄
覆
輪
の
鞍
置
い
て
ぞ
乗
つ
た
り
け
る
。
鐙
踏
ん

張
り
立
ち
上
が
り
、
大
音
声
上
げ
て
名
乗
り
け
る
は

と
あ
る
。
下
村
本
・
京
師
本
は
「
切
班
の
矢
」
の
直
前
に
「
二
十
四
さ
い

き
り

ふ

た
る
」
が
あ
り
、
最
後
の
「
名
乗
り
け
る
は
」
が
存
在
し
な
い
。
③
両
足

院
本
も
ほ
と
ん
ど
無
視
で
き
る
異
同
で
あ
る
た
め
、
右
の
場
面
に
つ
い
て

は
暫
定
的
に
下
村
本
・
京
師
本
と
同
列
に
扱
う
こ
と
と
す
る

（
十
八
）

。
④
は
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本
場
面
冒
頭
で
は
「
大
音
声
を
あ
げ
て
」
の
み
で
あ
っ
た
の
が
、
こ
ち
ら

で
は
装
束
描
写
が
①
②
よ
り
も
詳
し
く
、
そ
の
上
で
「
鐙
踏
ん
張
り
」
と

「
大
音
声
」
と
あ
わ
せ
て
三
種
類
の
前
景
化
が
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
強

ま
っ
て
い
る
。
③
は
「
鐙
踏
ん
張
り
」
が
重
複
し
て
い
る
形
に
な
る
が
、

前
景
化
度
合
い
は
明
ら
か
に
右
の
場
面
の
ほ
う
が
強
い
。

冒
頭
の
前
景
化
が
も
っ
と
も
弱
か
っ
た
⑤
は
、

足
利
は
、
朽
葉
の
綾
の
直
垂
に
、
赤
皮
綴
の
鎧
着
て
、
高
角
う
つ
た

る
甲
の
緒
を
締
め
、
黄
金
造
り
の
太
刀
佩
き
、
切
斑
の
矢
負
ひ
、
村

滋
籐
の
弓
持
つ
て
、
連
銭
葦
毛
馬
の
太
く
逞
し
き
に
、
黄
覆
輪
の
鞍

置
い
て
ぞ
乗
つ
た
り
け
る
。
鐙
踏
ん
張
り
立
ち
上
が
り
、
物
の
具
の

水
な
で
下
し
、
大
音
声
を
上
げ
て
名
乗
り
け
る
は

と
し
て
、
④
同
様
、
装
束
描
写
と
「
鐙
踏
ん
張
り
」
が
あ
り
、
加
え
て
動

作
に
よ
る
前
景
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
②
の
斯
道
文
庫
本
ら
の
詞
章
を
よ

り
強
化
し
た
形
で
あ
る
。
⑥
は
冒
頭
部
こ
そ
⑤
と
同
列
で
あ
っ
た
が
、
こ

ち
ら
は
や
や
弱
く
、

忠
綱
は
け
ち
や
う

（
十
九
）

の
直
垂
に
赤
威
の
鎧
着
て
、
白
葦
毛
な
る
馬

に
乗
り
、
物
の
具
の
水
な
で
落
と
し
、
鐙
踏
ん
張
り
立
ち
上
が
り
て
、

大
音
声
を
あ
げ

と
い
う
よ
う
に
、
④
的
詞
章
と
⑤
的
詞
章
の
一
部
を
拾
い
集
め
た
か
の
よ

う
な
詞
章
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
前
景
化
の
要
素
と
し
て
は
①
と

②
の
中
間
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
独
自
の
系
統
を
進
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
第
二
節
で
述
べ
た
前
景
化
の
強
弱
は
、
場
面
直
後
と
連
動
し

て
お
り
、
片
方
を
強
く
前
景
化
し
た
な
ら
ば
、
も
う
片
方
の
前
景
化
を
弱

く
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
こ
れ
を
後
景
化
と
い
う
べ
き
か
）
。
①
と

②
（
と
く
に
三
条
西
家
本
・
文
禄
本
・
中
院
本
）
は
冒
頭
部
の
前
景
化
の

ほ
う
が
強
く
、
②
（
斯
道
文
庫
本
・
小
城
本
・
百
二
十
句
本
）
は
中
間
的
、

④
⑤
は
直
後
の
場
面
の
前
景
化
の
ほ
う
が
強
い
と
い
う
こ
と
だ
。

で
は
、
本
場
面
冒
頭
と
直
後
の
ど
ち
ら
を
前
景
化
す
る
本
文
が
古
態
に

近
い
の
か
、
と
い
う
視
点
で
考
え
て
み
る
。
忠
綱
の
発
話
は
渡
河
場
面
の

ほ
う
が
長
い
が
、
直
後
の
場
面
で
は
名
乗
り
を
上
げ
な
が
ら
敵
陣
に
突
っ

込
ん
で
奮
闘
し
、
最
終
的
に
頼
政
側
の
敗
北
へ
と
つ
な
が
る
と
い
う
、
戦

の
勝
敗
に
直
接
か
か
わ
る
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
重
要
な
場

面
と
、
そ
れ
に
つ
な
げ
る
た
め
の

前
座
的
な
場
面
と
で
は
、
重
要
な

場
面
の
ほ
う
が
メ
イ
ン
と
な
る
こ

と
は
当
然
で
あ
り
、
忠
綱
の
前
景

化
も
強
化
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
渡
河
場
面
の

前
景
化
を
抑
え
つ
つ
、
直
後
の
場

面
の
前
景
化
を
強
め
て
い
く
も
の

が
、
後
出
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
ま
と
め
て
【
図

】
に
示
し

1

た
。た

だ
し
、
⑤
の
よ
う
に
冒
頭
部

の
前
景
化
を
弱
く
し
過
ぎ
て
は
、

渡
河
の
迫
真
性
が
弱
く
な
る
上
、

右
の
よ
う
に
二
重
に
な
る
と
焦
点

□□  
折道文庫本・小城本百二十句本 ］ビ…；り

［竹柏園本・平松家本・鎌倉本 ］□五三日
［下村本・京師本・相模本・覚一本 ］ 

【固1】
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が
拡
散
し
、
さ
ら
に
間
に
「
物
の
具
の
水
な
で
下
し
」
と
動
作
が
入
る
こ

と
で
間
延
び
し
て
、
や
は
り
勢
い
が
弱
く
な
る
。
④
は
そ
の
あ
た
り
の
バ

ラ
ン
ス
を
う
ま
く
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
適
し
た
前
景
化
を
施
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
⑤
は
④
よ
り
も
前
の
段
階
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
一

度
強
く
な
り
過
ぎ
た
表
現
を
適
切
に
抑
制
し
て
い
く
よ
う
な
意
識
が
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。
③
・
⑥
は
や
や
特
殊
で
、
前
者
は
④
よ
り
は
古
い
、
後

者
は
②
（
斯
道
文
庫
本
ら
）
の
前
後
あ
た
り
と
い
う
程
度
ま
で
し
か
絞
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

次
に
、
前
後
の
隊
列
か
、
左
右
の
隊
列
か
の
問
題
で
あ
る
。
前
後
と
す

る
の
は
㊀
（
【
表

】を
参
照
）
の
み
で
、
他
諸
本
に
お
い
て
は
左
右
の
列

2

と
い
う
点
は
同
じ
だ
が
、
〝
協
力
〟
か
〝
横
並
び
〟
か
の
違
い
が
あ
っ
た
。

㊀
に
の
み
存
在
す
る
「
先
な
る
馬
の
尾
に
取
り
付
け
」
は
、
実
は
読
み
本

系
の
四
部
本
に
「
前
の
馬
の
尾
に
取
り
付
か
せ
よ
」
、
長
門
本
で
は
「
先

な
る
馬
の
尾
に
取
り
付
け
」
と
あ
り
、
と
く
に
長
門
本
の
表
記
は
㊀
と
完

全
に
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
㊀
は
読
み
本
系
の
長
門
本
か
そ
れ
に
相
当
す

る
本
文
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
た
だ
し
、
読

み
本
系
に
は
、
分
離
し
て
い
る
と
は
い
え
左
右
の
列
の
文
脈
も
存
在
し
て

い
る
。
㊀
か
そ
れ
よ
り
前
の
段
階
で
、
前
後
と
左
右
ど
ち
ら
に
絞
る
か
が

分
裂
し
た
の
だ
ろ
う
。
㊀
と
他
の
左
右
の
列
に
す
る
諸
本
と
で
は
、
系
統

が
違
う
可
能
性
が
あ
る
。

で
は
、
左
右
の
列
に
す
る
諸
本
は
ど
う
か
。
第
二
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、

諸
本
に
よ
っ
て
〝
協
力
〟
と
〝
横
並
び
〟
と
い
う
意
識
の
差
が
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
当
該
部
分
に
お
い
て
、
弓
筈
を
掴
ま
せ
る
の
は
前
後
の
意

識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
左
右
の
部
分
は
そ
こ
と
対
に
な
る
叙
述
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
場
面
展
開
を
考
え
て
も
、
前
後
左
右
、

余
す
と
こ
ろ
な
く
協
力
し
て
川
を
渡
り
き
る
と
い
う
指
示
と
な
り
、
軍
の

団
結
力
を
示
す
た
め
に
は
〝
協
力
〟
と
〝
横
並
び
〟
の
両
方
を
う
ま
く
示

す
必
要
が
あ
る
。
対
と
展
開
、
二
つ
の
視
点
か
ら
両
方
の
意
識
を
バ
ラ
ン

ス
よ
く
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
㊃
で
あ
る
。
反
対
に
、

「
肩
を
並
べ
」
を
持
た
な
い
㊁
は
、
前
後
左
右
の
対
と
言
う
に
は
弱
い
。

そ
の
ほ
か
、
㊂
は
「
力
を
ひ
と
つ
に
な
せ
」
と
あ
る
よ
う
に
〝
協
力
〟
に

重
点
が
置
か
れ
、
㊄
は
「
肩
を
並
べ
」
の
み
で
〝
横
並
び
〟
だ
け
に
焦
点

が
当
た
っ
て
い
る
。
前
後
左
右
の
対
が
未
熟
な
と
こ
ろ
か
ら
、
対
を
明
確

に
す
る
た
め
に
〝
横
並
び
〟
の
意
識
に
焦
点
を
当
て
て
い
き
、
そ
う
し
て

行
き
過
ぎ
た
〝
横
並
び
〟
の
強
化
を
抑
え
て
〝
協
力
〟
と
両
立
さ
せ
た
の

が
㊃
の
段
階
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

㊀
は
判
断
が
難
し
い
が
、
読
み
本
系
か
ら
の
影
響
が
強
い
こ
と
を
考
え

る
と
、
㊁
よ
り
も
古
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
〈
隊
列
認
識
〉

と
い
う
点
に
お
い
て
は
【
図

】か
ら
、
城
方
本
な
ど
が
や
や
古
態
に
近
い

1

形
で
先
後
関
係
の
想
定
が
で
き
る
。
㊅
は
〈
隊
列
認
識
〉
に
お
け
る
位
置

づ
け
が
か
な
り
難
し
い
。

第
三
節
の
〈
水
深
認
識
〉
は
最
も
差
が
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、〈
微

視
指
向
〉
や
整
理
の
方
向
が
異
な
る
〈
文
脈
一
本
化
指
向
〉
、
不
自
然
さ

の
解
消
な
ど
を
行
う
〈
文
脈
整
理
指
向
〉
な
ど
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
指
向
に
よ
っ
て
諸
本
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
際
は
そ
の
不
可
逆

性
が
焦
点
に
な
る
だ
ろ
う
。
○Ⅰ
（
【
表

】を
参
照
）
と
○Ⅶ
を
比
較
し
て
み

3

る
と
、
ど
ち
ら
も
水
深
の
深
ま
り
表
現
の
連
続
性
は
存
在
し
て
い
た
が
、

そ
の
順
序
は
異
な
っ
て
い
た
。
○Ⅶ
は
「
鐙
を
強
う
踏
め
」
と
、
ま
だ
鞍
壺

の
あ
た
り
ま
で
は
水
位
が
迫
っ
て
い
な
い
状
態
で
体
勢
を
定
め
、
水
勢
に

対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
っ
か
り
と
腰
を
据

え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
馬
の
頭
も
引
き
上
げ
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
に
、
体
勢
に
無
理
が
な
い
状
態
を
無
視
し
て
ま
で
「
し
と
む
」
と
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「
沈
む
」
の
順
に
変
更
す
る
の
は
、
物
語
に
手
を
加
え
よ
う
と
す
る
よ
う

な
者
た
ち
の
意
識
と
し
て
考
え
に
く
い

（
二
十
）

。

ま
た
、
○Ⅲ
と
○Ⅳ
は
重
な
る
要
素
が
〝
馬
に
は
弱
く
〟
だ
け
で
あ
り
、
○Ⅲ

か
ら
○Ⅳ
、
あ
る
い
は
○Ⅳ
か
ら
○Ⅲ
へ
と
派
生
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
は
全
く
の
別
系
統
と
し
て
祖
本
の
段
階
か
ら
枝
分
か

れ
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
近
い
理
由
で
、
こ
の
二
つ
が
持
た
な
い
要

素
を
持
つ
も
の
へ
の
派
生
も
考
え
に
く
い
た
め

（
二
十
一
）

、
○Ⅲ
・
○Ⅳ

は
古
態

の
位
置
に
置
く
こ
と
は
で
き
ず
、
必
ず
い
ず
れ
か
の
下
位
に
置
く
ほ
か
な

い
。○Ⅱ

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
○Ⅰ
で
は
不
自
然
で
あ
っ

た
馬
の
頭
を
引
き
上
げ
る
体
勢
が
、
○Ⅱ
で
は
鞍
壺
に
い
る
状
態
と
な
り
、

適
当
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
言
え
ば
○Ⅰ
よ
り
も
後
出
的
と
も
思
わ
れ
る

が
、
し
か
し
〝
三
頭
〟
と
〝
鐙
〟
の
連
続
性
は
生
じ
て
い
な
か
っ
た
。
体

勢
の
適
当
さ
か
、
移
動
の
適
当
さ
か
で
叙
述
認
識
が
分
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
現
時
点
で
は
並
列
に
扱
う
ほ
か
な
い
。

○Ⅴ
と
○Ⅵ
に
つ
い
て
も
比
較
し
て
み
る
と
、
○Ⅴ
は
○Ⅰ
と
同
様
に
体
勢
の
不

自
然
さ
が
あ
っ
た
。
○Ⅴ
は
〝
鐙
〟
を
持
た
な
い
た
め
、
少
な
く
と
も
○Ⅰ
よ

り
は
後
出
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
〈
隊
列
認
識
〉
を
犠
牲
に
し
て
で
も
〈
水

深
認
識
〉
へ
焦
点
化

（
二
十
二
）

し
て
お
り
、
こ
の
後
の
平
等
院
で
の
戦
い
、

も
っ
と
言
え
ば
頼
政
挙
兵
譚
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
か
ら
切
り
離
さ
れ

て
、
〈
宇
治
川
渡
河
ば
な
し
〉
と
し
て
渡
河
の
困
難
さ
に
焦
点
を
当
て
て

描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
〈
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
論
〉

〔
野
中
哲
照
（
二
〇
二
二
）
〕（

二
十
三
）

で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

○Ⅵ
は
深
ま
り
表
現
の
連
続
性
は
阻
害
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
体
勢
の
不

自
然
さ
は
解
消
さ
れ
、
〝
鐙
〟
か
ら
〝
三
頭
〟
へ
の
移
動
の
問
題
も
解
消

さ
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
と
同
様
に
、
あ
え
て
不
自
然
に
す
る
理
由
は
考
え

に
く
い
た
め
、
○Ⅵ
は
○Ⅰ
・
○Ⅱ
お
よ
び
○Ⅴ
よ
り
も
後
出
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
○Ⅶ
が
深
ま
り
表
現
の
連
続
性
を
も
維
持
し
て
い
る
点
を
踏
ま
え
る

と
、
○Ⅵ
よ
り
も
○Ⅶ
の
ほ
う
が
後
出
だ
ろ
う
。
以
上
を
図
に
す
る
と
【図

】
2

の
よ
う
に
な
る
。

残
る
は
〈
対
岸
認
識
〉
で
あ
る
。

こ
の
認
識
を
考
え
る
う
え
で
重
要

な
の
は
、
敵
が
近
づ
い
て
く
る
の

に
合
わ
せ
て
先
に
防
御
す
る
文
脈

（
以
下
〝
予
防
文
脈
〟
）
、
敵
の
攻

撃
に
合
わ
せ
て
防
御
す
る
文
脈
（
以

下
〝
受
動
文
脈
〟
）
、
敵
に
近
づ
く

こ
と
で
攻
撃
で
き
る
距
離
で
も
自

軍
か
ら
攻
撃
は
せ
ず
、
敵
の
攻
撃

に
合
わ
せ
て
防
御
を
行
う
文
脈
（
以

下
〝
自
制
文
脈
〟
）
の
三
種
類
に

分
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
本
場
面
直
後
の
平
等

院
で
の
戦
い
や
、
頼
政
挙
兵
譚
の

展
開
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
。
〝
予
防
文
脈
〟
は
初
め
か

ら
防
御
を
し
て
い
る
た
め
、
後
の

「
火
出
づ
る
ほ
ど
ぞ
戦
ひ
け
る
」

と
い
う
攻
め
の
様
子
と
乖
離
し
て

い
る
。
む
し
ろ
、
敵
の
攻
撃
に
よ
る
渡
河
の
困
難
さ
に
焦
点
が
当
た
り
、

〈
宇
治
川
渡
河
ば
な
し
〉
に
終
始
す
る
文
脈
で
あ
る
。

城方本歴彩館本・城一本[/三門戸竺＼文禄本・中院本

／ 

太山寺本

両足院本・下村本・

京師本

相模本・覚一本

【闘2】
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〝
受
動
文
脈
〟
は
、
〝
予
防
文
脈
〟
よ
り
も
守
り
に
入
る
の
が
遅
く
な

る
た
め
、
最
初
の
勢
い
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
敵
に
先
制
攻
撃
を
許
し
て
い

る
か
の
よ
う
な
内
容
で
あ
り
、
や
は
り
こ
の
後
の
平
等
院
で
の
戦
い
の
勢

い
と
、
勝
利
の
文
脈
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。

〝
自
制
文
脈
〟
は
、
川
を
渡
っ
て
い
る
最
中
で
も
敵
が
近
づ
い
て
き
た

ら
こ
ち
ら
側
か
ら
弓
を
引
い
て
攻
撃
し
た
い
、
と
い
う
忠
綱
や
兵
た
ち
の

考
え
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
勢
い
が
あ
り
、
敵
を
打
ち
倒
そ
う
と

い
う
気
持
ち
に
あ
ふ
れ
て
い
る
者
た
ち
だ
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
た
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
、
後
の
勝
利
の
文
脈
と
も
そ
ぐ
う
勢
い
だ
ろ
う
。

で
は
な
ぜ
、
そ
の
勢
い
を
止
め
る
よ
う
に
「
弓
引
く
な
」
と
い
う
指
示
を

し
た
の
か
。
そ
れ
は
〝
宇
治
川
渡
河
〟
の
成
功
に
つ
な
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
、
制
す
る
こ
と
で
勢
い
を
残
し
た
ま
ま
対
岸
に
渡
り
き
る
こ

と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
が
勝
利
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
こ
と
を

描
い
て
い
る
の
だ
。

勝
利
に
向
け
て
勢
い
を
残
し
つ
つ
、
渡
河
は
無
事
に
成
功
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
意
識
に
呼
応
し
て
、
〝
予
防
文
脈
〟
か
ら
〝
受
動
文
脈

〟
、
そ
し
て
〝
自
制
文
脈
〟
へ
と
練
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
は
離
れ
た
場
面
と
場
面
の
出
来
事
や
人
物
な
ど
を
用
い
て
関
連

性
を
生
み
出
す
〈
紐
づ
け
指
向
〉
に
よ
る
練
成
で
あ
る
。

〝
予
防
文
脈
〟
は
㋐
、
〝
自
制
文
脈
〟
は
㋔
が
持
っ
て
い
る
文
脈
で
あ

り
、
こ
の
二
つ
の
位
置
づ
け
は
た
や
す
い
。
問
題
と
な
る
の
は
〝
受
動
文

脈
〟
を
持
つ
㋑
・
㋒
・
㋓
で
あ
る
。
㋑
と
㋒
は
、
第
四
節
で
述
べ
た
よ
う

に
、
「
常
に
」
の
位
置
の
違
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
見
れ
ば
、
㋒
は
㋑

よ
り
も
後
出
で
、
さ
ら
に
㋔
に
近
い
。
㋑
は
、
〝
受
動
文
脈
〟
で
あ
る
た

め
、
文
脈
自
体
は
㋐
よ
り
も
後
出
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
常
に
」
が
な
い

点
を
考
え
る
と
、
要
素
と
し
て
は
㋐
よ
り
も
古
い
可
能
性
が
あ
る
。
直
線

的
な
位
置
づ
け
は
難
し
い
と
考
え
、
こ
こ
で
は
並
列
と
し
た
い
。

㋒
は
、
「
過
ち
す
な
」
と
「
押
し
落
と
さ
る
な
」
の
両
方
を
持
っ
て
お

り
、
片
方
ず
つ
を
持
つ
㋐
と
㋔
が
お
互
い
先
後
関
係
に
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
そ
れ
ら
の
中
間
的
な
本
文
で
あ
る
と
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
㋒
が
、

㋐
と
㋔
の
共
通
祖
本
の
位
置
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
も
当
然

浮
か
ぶ
が
、
【
図

】
と
【
図

】
で
示
し
た
と
お
り
、
中
間
に
位
置
づ
け

1

2

る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
㋐
に
相
当
す
る
伝
本
よ
り
も
後
出
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
で
き
た
。
〈
隊
列
認
識
〉
や
〈
水
深
認
識
〉
で
そ
の
よ
う
な
位

置
づ
け
が
で
き
、
か
つ
「
常
に
」
の
よ
う
な
部
分
も
鑑
み
る
と
、
こ
こ
で

は
中
間
に
位
置
づ
け
る
の
が
適
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

㋓
は
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
目
立
っ
た
〈
指
向
〉
が
確
認
で
き
な
い

が
、
近
い
の
は
㋑
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
㋒
と
並
ぶ
位
置
に
置
い
て
き
た
が
、

【
図

】に
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
よ
り
も
や
や
古
い
可
能
性
が
あ
る
。

1

以
上
を
ま
と
め
る
と
【
図

】
3

の
よ
う
に
な
る
。
八
坂
系
一
類

本
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
二
類

本
な
ど
と
並
列
で
あ
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
は
あ
る
も
の
の
、

語
り
本
と
い
う
枠
組
み
の
な
か

で
は
お
お
よ
そ
古
態
に
近
い
位

置
づ
け
で
あ
る
と
指
摘
で
き

る
。
ま
た
、
周
辺
本
文
や
一
方

系
諸
本
に
つ
い
て
も
、
従
来
の

説
と
は
異
な
る
結
論
と
な
っ

た
。

新

城方本・
歴彩館本

斯道文庫本・小
城本・百二十句
本・太山寺本

ノ＼

城一本・両足院本・下村本
・京師本・相模本・覚一本

【図3】
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六

お
わ
り
に

以
上
、
〈
宇
治
川
渡
河
ば
な
し
〉
の
位
相
差
に
つ
い
て
、
場
面
を
〈
隊

列
認
識
〉
〈
水
深
認
識
〉
〈
対
岸
認
識
〉
の
三
場
面
に
区
切
り
、
考
察
を
行

っ
た
。
〈
隊
列
認
識
〉
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
で
前
景
化
の
強
弱
の
差
を

確
認
し
、
第
五
節
で
は
、
〈
隊
列
認
識
〉
に
お
け
る
前
景
化
の
強
弱
の
差

が
、
後
の
平
等
院
で
の
戦
い
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
ど

ち
ら
の
前
景
化
を
強
く
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
諸
本
の
位
置
づ
け
を
を

想
定
し
【図

】
に
示
し
た
。

1

〈
水
深
認
識
〉
で
は
、
第
三
節
で
〝
水
へ
の
対
応
〟
と
〝
馬
へ
の
対
応

〟
の
違
い
や
、
〝
水
勢
〟
と
〝
水
深
〟
の
文
脈
の
違
い

（
二
十
四
）

な
ど
を
指

摘
し
、
第
五
節
で
は
不
自
然
な
文
脈
（
叙
述
順
）
の
差
や
、
〝
水
深
〟
へ

の
焦
点
化
な
ど
か
ら
諸
本
の
位
置
づ
け
を
想
定
し
、
【
図

】に
示
し
た
。

2

〈
対
岸
認
識
〉
は
、
第
四
節
で
〈
文
脈
整
理
指
向
〉
や
〈
平
明
化
指
向
〉

〈
明
瞭
化
指
向
〉
な
ど
を
確
認
し
、
第
五
節
で
は
後
の
場
面
な
ど
と
の
〈
紐

づ
け
指
向
〉
を
も
と
に
、
三
種
類
の
文
脈
の
先
後
関
係
を
想
定
し
【
図

】
3

に
ま
と
め
た
。

全
体
の
結
論
を
鑑
み
た
諸
本
グ
ル
ー
プ
の
先
後
関
係
は
【
図

】の
よ
う

4

に
な
る
。
三
条
西
家
本
ら
と
城
方
本
ら
は
ど
ち
ら
が
古
い
と
言
え
る
か
が

難
し
い
た
め
、
本
図
で
は
別
系
統
と
し
て
扱
い
並
列
に
配
置
し
て
い
る
。

ま
た
、
城
一
本
、
太
山
寺
本
・
両
足
院
本
は
場
面
に
よ
り
グ
ル
ー
プ
が
分

か
れ
た
た
め
煩
雑
を
避
け
て
本
図
に
は
記
載
し
な
か
っ
た
が
、
城
一
本
・

太
山
寺
本
は
少
な
く
と
も
竹
柏
園
本
ら
よ
り
も
古
く
、
両
足
院
本
は
下
村

本
ら
よ
り
は
古
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
方
系
諸
本
が

最
も
新
し
く
、
八
坂
系
一
類
本
か
二
類
本
が
古
態
の
位
置
に
規
定
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
直
接
的
な
書
写
関
係
等
を
表
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
〈
指
向
〉
の
先
出
性
、
後
出
性
の
み
に

焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る

（
二
十
五
）

。
従
来
の
説
で
は
【
図

】
の
よ
う
な

5

形
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
（
第
一
節
で
も
述
べ
た
）
、
そ
れ
ら
と
は
異
な

る
先
後
関
係
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
。
実
際
に
は
、
八
坂
系
を
五
類
に
分

類
し
た
の
は
山
下
説
で
あ
る
た
め
、
高
橋
・
渥
美
説
と
山
下
説
と
で
は
細

か
な
伝
本
の
分
類
や
呼
称
に
差
が
あ
る
が
、
比
較
の
た
め
に
山
下
説
の
呼

称
で
統
一
す
れ
ば
、
お
お
む
ね
【図

】
の
よ
う
な
形
に
な
る
。

5

【図4】
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ま
た
、
一
部
で
覚
一
本
が
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
叙
述
を
し
て
い
る
と
述
べ

た
が
、
本
稿
で
主
に
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
覚
一
本
の
練
度
の
高
さ
に
つ

い
て
で
は
な
く
（
こ
れ
を
否
定
す
る
の
で
も
な
い
）
、
三
条
西
家
本
な
ど

八
坂
系
一
類
本
と
諸
本
と
の
差
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
覚
一
本
（
お
よ
び
そ

の
他
諸
本
）
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
、
八
坂
系
諸
本
を
考
え
る
た
め
の
材

料
と
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
よ
う
に
、
八
坂
系
一
類
本
と
一
方
系
諸
本
と
で
比
べ
る
と
、
八
坂
系
一

類
本
は
常
に
そ
の
対
極
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
先
後
関

係
に
お
い
て
は
、
整
え
ら
れ
た
文
章
か
ら
そ
う
で
な
い
も
の
へ
と
崩
す
の

は
考
え
に
く
い
た
め
、
八
坂
系
一
類
本
は
、
〈
指
向
〉
な
ど
を
も
と
に
し

て
練
成
さ
れ
た
本
文
を
持
つ
覚
一
本
よ
り
も
古
い
本
文
を
有
し
て
い
る
と

言
え
る
。

先
行
研
究
（
〔
千
明
守
（
二
〇
一
三
）
〕
な
ど
）
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
崩

れ
」
を
文
章
の
不
自
然
さ
と
誤
字
脱
字
に
よ
る
も
の
と
で
混
同
し
て
い
た

た
め
に
、
「
崩
れ
て
い
る
本
文
が
新
し
い
」
と
い
う
結
論
に
つ
な
が
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
二
十
六
）

。
誤
字
脱
字
な
ど
に
よ
る
崩
れ
は
、
た
し

か
に
後
出
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
想
定
で
き
る
の
は

そ
の
伝
本
の
直
前
直
後
あ
る
い
は
直
線
関
係
の
み
で
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く

異
な
る
系
統
の
伝
本
を
比
較
し
て
諸
本
全
体
の
先
後
関
係
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
文
章
の
不
自
然
さ
な
ど
を
「
編
集

不
手
際
」
と
し
て
後
出
の
根
拠
と
す
る
が
、
こ
れ
は
い
く
つ
か
の
本
を
突

き
合
せ
て
、
こ
こ
は
こ
の
本
、
こ
ち
ら
は
あ
の
本
、
な
ど
の
よ
う
に
編
集

し
て
い
る
様
子
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
各
伝

本
の
〈
指
向
〉
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

〈
指
向
〉
は
諸
本
全
体
を
概
観
し
た
と
き
に
、
『
平
家
物
語
』
の
枠
組

み
や
展
開
、
表
現
方
法
の
変
化
を
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ

ち
系
統
を
異
に
す
る
伝
本
の
先
後
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ

ろ
う
。
「
編
集
不
手
際
」
と
さ
れ
て
き
た
現
象
は
、
お
お
む
ね
〈
指
向
〉

の
差
で
解
決
で
き
る
。
〈
指
向
〉
の
よ
う
な
意
図
的
な
改
変
と
、
誤
字
脱

字
等
の
よ
う
な
無
意
識
的
な
変
化
は
全
く
別
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。本

稿
で
は
文
献
学
的
手
法
は
あ
ま
り
用
い
ず
、
近
似
し
た
詞
章
を
持
つ

伝
本
を
一
つ
の
群
と
し
て
扱
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
群
の
中
で
誤
字
脱
字
、

用
字
の
共
通
性
等
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
よ
り
細
か
な
諸
本
の
先
後
関
係

を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
巻
四
〈
宇
治
川
渡
河
ば
な
し
〉
の
検
討
に
よ
り
、
本
場
面
で
は

八
坂
系
一
類
本
（
お
よ
び
二
類
本
）
が
一
方
系
諸
本
な
ど
よ
り
も
古
態
本

文
を
存
し
て
い
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
本
場
面
に
言
及
し
て
先
後
関

係
や
〈
指
向
〉
を
説
明
し
た
先
行
研
究
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
た
め
、

こ
れ
ら
は
本
稿
の
成
果
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
稿
で
得
ら

れ
た
結
論
は
、
巻
四
の
〈
宇
治
川
渡
河
ば
な
し
〉
と
い
う
一
場
面
に
限
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
こ
の
結
論
を
も
っ
て
全
体
を
論
じ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
改
め
て
、
他
の
多
く
の
場
面
の
分
析
を
行
う
こ
と
で
諸
本

ご
と
に
全
体
の
傾
向
を
掴
む
必
要
が
あ
る
。

［
注
］

（
一
）
『
平
家
物
語
』
は
異
本
が
多
く
、
現
在
五
〇
〇
以
上
の
伝
本
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
伝
本
の
形
態
等
を
も
と
に
、
延
慶
本
や
長
門
本
な
ど
の
読
み
本
系

と
、
覚
一
本
や
中
院
本
な
ど
の
語
り
本
系
に
分
け
ら
れ
る
。
語
り
本
系
は
さ

ら
に
細
か
く
分
類
さ
れ
、
本
稿
で
用
い
る
三
条
西
家
本
や
中
院
本
、
城
方
本

な
ど
、
灌
頂
巻
を
持
た
な
い
も
の
を
八
坂
系
、
竹
柏
園
本
や
平
松
家
本
、
鎌

倉
本
な
ど
八
坂
系
と
一
方
系
の
中
間
的
本
文
を
持
つ
伝
本
を
覚
一
系
諸
本
周
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辺
本
文
（
八
坂
系
と
周
辺
本
文
は
灌
頂
巻
を
持
た
ず
、
六
代
の
処
刑
で
物
語

が
終
わ
る
こ
と
か
ら
断
絶
平
家
型
と
も
呼
ば
れ
る
）
、
覚
一
本
や
下
村
本
な

ど
灌
頂
巻
を
有
す
る
伝
本
を
一
方
系
と
い
う
。
ま
た
、
八
坂
系
は
さ
ら
に
五

つ
の
類
に
分
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
用
い
た
伝
本
が
ど
の
分
類
に
属
す
る
か
は

［
依
拠
テ
キ
ス
ト
］
に
示
し
た
。

（
二
）
本
稿
で
用
い
る
括
弧
の
意
味
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
〔

〕
参
考
文

献
。
（

）
内
容
の
補
足
。
「

」
引
用
本
文
。
〈

〉
指
向
等
に
関
係
す
る

用
語
。
〝

〟
場
面
の
要
素
や
語
句
の
強
調
等
。

（
三
）
三
条
西
家
本
の
章
段
名
は
本
文
中
に
は
な
い
た
め
、
目
録
と
節
（
長
点
か
）

か
ら
推
測
し
た
。
参
考
と
し
て
、
中
院
本
で
の
章
段
名
は
「
う
し
は
し
か
せ

ん
の
事
」
で
あ
る
。

（
四
）
書
誌
情
報
は
〔
山
下
宏
明
（
一
九
九
七
）
〕
所
収
「
八
坂
系
平
家
物
語
書

誌
」
に
詳
し
く
、
紙
幅
の
問
題
も
あ
る
た
め
こ
こ
で
は
改
め
て
掲
載
し
な
い
。

（
五
）
巻
一
（
巻
二
・
三
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
巻
二
・
三
の
詳
細
な
検
討
は

近
時
発
表
予
定
で
あ
る
）
、
及
び
巻
四
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
稿

に
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
〔
吉
永
優
真
（
二
〇
二
三
）
・
（
二
〇
二
四
）
〕
。

（
六
）
指
向
論
は
〔
野
中
哲
照
（
二
〇
二
二
）〕
に
詳
し
い
。

（
七
）
忠
綱
の
英
雄
性
に
つ
い
て
は
、
〔
梶
原
正
昭
（
一
九
九
八
）
〕
二
六
二
頁
に

も
一
部
指
摘
が
あ
る
。

（
八
）
語
り
と
読
み
の
ど
ち
ら
を
重
視
し
て
い
る
か
の
違
い
も
あ
る
だ
ろ
う
か
。

（
九
）
『
平
家
物
語
』
を
は
じ
め
、
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
な
ど
で
も
「
手

に
手
を
」
と
「
手
を
」
が
混
在
し
て
い
る
。

（
十
）
小
城
本
・
斯
道
文
庫
本
は
【
表

】
に
掲
げ
た
本
文
の
後
、
「
弾
ま
ば
」
を

1

「
忍
俊
不
禁
」
と
す
る
。
他
に
、「⿱

羊
巾
」（
合
わ
せ
て
一
文
字
で
「
し
こ

ろ
」）
と
い
う
文
字
や
「
電
反
」
（
て
へ
ん
）
な
ど
共
通
の
漢
字
運
用
を
し
て

お
り
、
相
当
に
近
い
関
係
性
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
「
忍
俊
不

禁
」
は
中
国
語
の
成
語
で
、
「
忍
俊
」
が
「
笑
い
を
か
み
こ
ろ
す
。
笑
い
を

こ
ら
え
る
」
、
「
不
禁
」
が
「
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
（
大
東

文
化
大
学
中
国
語
大
辞
典
編
纂
室

編
『
中
国
語
大
辞
典

下
』（
角
川
書
店
、

一
九
九
四
初
版
）
二
五
五
九
頁
）
、
合
わ
せ
て
「
笑
い
を
耐
え
ら
れ
な
い
、

こ
ら
え
き
れ
な
い
」
の
意
味
と
な
る
。
同
辞
典
の
例
文
に
は
趙
璘
「
因
話
錄
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
場
面
で
の
意
味
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま

適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
使
用
は
笑
っ
て
肩
を
弾
ま
せ
る

様
子
か
ら
の
連
想
か
。
「
は
ず
む
」
と
い
う
語
彙
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は

現
状
不
明
で
あ
る
。
日
本
語
学
的
見
地
か
ら
の
調
査
が
必
要
だ
ろ
う
。

（
十
一
）
文
禄
本
の
み
、
「
強
く
踏
み
」
と
文
を
続
け
る
よ
う
な
書
き
か
た
を
し

て
い
る
。
〝
鐙
〟
と
〝
三
頭
〟
が
連
続
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う

（
十
二
）
微
視
的
な
叙
述
と
は
、
語
の
関
連
な
ど
の
細
か
な
範
囲
に
焦
点
を
当
て

て
お
り
視
野
が
狭
い
も
の
を
言
う
。
そ
れ
に
対
し
、
物
語
全
体
や
話
の
展
開

な
ど
の
広
い
範
囲
を
見
渡
す
よ
う
な
、
巨
視
的
な
叙
述
、
操
作
も
あ
る
。
覚

一
本
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
想
定
し
て
い
る
。

（
十
三
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
長
谷
川
端

校
注
・
訳
『
太
平
記
④
』
（
小

学
館
、
一
九
九
八
）
を
参
照
し
た
。

（
十
四
）
実
際
に
三
条
西
家
本
本
文
を
確
認
す
る
と
、
「
一
き
」
と
読
め
る
も
の

の
、
「
一
」
の
終
筆
が
内
向
き
に
は
ら
わ
れ
て
お
り
、
仮
名
の
「
つ
」
と
誤

認
し
て
し
ま
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
い
く
つ
か
の
誤
脱
等
を
挙
げ
て
〔
今

井
正
之
助
（
一
九
九
七
）
・
（
二
〇
一
〇
）
〕
に
、
三
条
西
家
本
と
中
院
本
の

ど
ち
ら
が
先
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
直
線
関
係
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が

一
概
に
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
の
場
面

に
お
い
て
は
、
三
条
西
家
本
か
ら
中
院
本
へ
の
直
線
的
な
関
係
を
う
か
が
わ

せ
る
。
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（
十
五
）
竹
柏
園
本
の
影
印
を
見
る
と
、
当
該
部
分
は
丁
の
表
裏
が
変
わ
っ
た
部

分
（
二
三
ウ
、
二
八
六
頁
）
で
あ
る
。
目
移
り
に
よ
る
脱
落
が
起
き
て
も
お

か
し
く
な
い
だ
ろ
う
。

（
十
六
）
『
大
漢
和
辞
典
』
の
説
明
に
は
「
さ
し
づ
ば
た
」
「
さ
し
づ
す
る
」
「
さ

し
ま
ね
く
」
の
三
つ
の
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
本
で
は
「
て
」
と
続

く
こ
と
と
、
場
面
状
況
を
鑑
み
る
に
「
さ
し
づ
し
て
」
と
訓
む
の
が
妥
当
か
。

（
諸
橋
徹
次
『
大
漢
和
辞
典

巻
十
二
』
平
成
二
年
修
訂
第
二
版
、
九
四
四

・
九
四
五
頁
）

（
十
七
）
本
場
面
直
後
の
本
文
は
、
城
方
本
に
お
い
て
も
同
様
の
も
の
が
続
く
た

め
、〈
対
岸
認
識
〉
の
部
分
で
城
方
本
と
城
一
本
と
を
分
け
る
の
は
、「
弓
引

く
な
」
の
有
無
と
、
末
尾
が
「
打
ち
上
げ
」
と
な
る
か
否
か
の
二
点
で
あ
る
。

（
十
八
）
「
滋
藤
の
弓
」
相
当
が
な
く
、
「
切
班
の
矢
」
と
「
太
刀
」
の
順
が
反
対

で
、「
太
刀
」
は
「
赤
銅
造
り
」
と
す
る
。
ま
た
、「
高
角
」
を
「
鍬
形
」
と

し
て
い
る
。
「
矢
」
を
背
負
っ
て
い
る
以
上
、
弓
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
脱
落
し
た
か
、
あ
る
い
は
想
定
可
能
と
い
う
こ
と
で
わ
ざ
わ

ざ
描
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
「
矢
」
と
「
太
刀
」
の
順
は

お
そ
ら
く
上
か
ら
下
へ
と
描
く
意
識
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
甲
か
ら
矢
、
太

刀
と
来
て
、
次
は
馬
の
毛
並
み
に
鞍
の
模
様
と
順
次
視
線
が
下
が
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。
「
赤
銅
」
と
「
黄
金
」
で
は
か
な
り
見
た
目
が
異
な
る
が
、
稿

者
の
力
不
足
に
よ
り
、
本
稿
で
は
判
断
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
鍬

形
」
に
つ
い
て
は
、
他
本
の
よ
う
な
「
高
角
」
自
体
が
「
鍬
形
」
の
代
わ
り

に
付
け
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
同
一
視
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
十
九
）
原
文
「
け
ち
や
う
」
。
お
そ
ら
く
「
朽
葉
」
を
「
く
ち
よ
う
」
と
読
み
、

そ
れ
が
変
化
し
た
も
の
か
。

（
二
十
）
読
者
や
聴
衆
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
目
を
引
く
よ
う
に
、
そ
し
て

よ
り
わ
か
り
や
す
く
す
る
こ
と
を
求
め
る
だ
ろ
う
。
語
り
と
し
て
は
、
他
の

語
り
と
の
差
別
化
を
図
る
意
図
も
生
ま
れ
て
く
る
。
ま
た
、
読
者
な
ど
を
想

定
し
な
い
（
単
に
書
写
す
る
だ
け
な
ど
）
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
改
変
す

る
こ
と
の
優
先
度
は
低
く
、
諸
本
の
性
格
に
こ
こ
ま
で
の
差
が
生
じ
る
こ
と

自
体
が
説
明
で
き
な
く
な
る
。

（
二
十
一
）
他
の
伝
本
を
見
て
要
素
を
追
加
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
そ
れ
は
同

時
に
、
○Ⅲ
・
○Ⅳ
以
外
に
、
こ
こ
で
追
加
さ
れ
た
要
素
を
も
と
か
ら
持
つ
伝
本

が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
想
定
が
で
き
る
以
上
、

古
態
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
〈
隊
列
認
識
〉
の
部
分

で
○Ⅲ
と
同
じ
伝
本
が
持
つ
「
数
多
が
力
を
一
つ
に
」
が
延
慶
本
・
長
門
本
に

も
存
在
す
る
と
指
摘
し
た
が
、
延
慶
本
に
は
「
馬
の
頭
下
が
ら
ば
、
弓
の
う

ら
筈
を
投
げ
か
け
て
引
き
上
げ
よ
。
強
く
引
き
て
引
き
か
づ
く
な
」
、
長
門

本
に
は
「
手
綱
に
身
を
あ
ら
せ
よ
。
さ
れ
ば
と
て
引
き
か
づ
く
な
」
と
い
っ

た
よ
う
な
〝
馬
の
頭
〟
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
一
文
が
存
在
し
て
い
る
。

（
二
十
二
）
特
定
の
人
物
・
も
の
・
こ
と
に
集
中
し
て
叙
述
、
描
写
を
行
う
こ
と
。

（
二
十
三
）
〔
野
中
哲
照
（
二
〇
二
二
）
〕
で
は
、
〈
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
論
〉
に

つ
い
て
、

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
『
平
家
物
語
』
が
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に

停
車
中
の
列
車
で
平
家
が
外
伝
（
客
車
）
を
連
結
さ
せ
た
り
、
逆
に

そ
れ
が
重
荷
に
な
る
と
再
び
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
外
し
た
り
、
と

言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
の
応
用
形
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
が
、
〈
中

略
〉
有
名
な
章
段
が
取
り
出
さ
れ
て
語
ら
れ
、
そ
こ
だ
け
練
り
上
げ

ら
れ
、
再
び
『
平
家
物
語
』
に
戻
さ
れ
た
と
思
し
き
練
度
の
む
ら
を

含
ん
で
い
る
。

と
説
明
し
て
い
る
。
『
平
家
物
語
』
が
固
定
化
し
た
テ
ク
ス
ト
だ
と
言
え
る

の
は
、
お
そ
ら
く
覚
一
本
（
一
四
世
紀
後
半
頃
）
以
降
で
、
そ
れ
以
前
は
流

動
展
開
の
様
相
が
は
な
は
だ
し
く
、
固
定
化
し
た
『
平
家
物
語
』
と
い
う
概
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念
の
ま
ま
で
は
、
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
現
象
を
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

一
章
段
の
有
無
・
順
序
が
諸
本
間
で
異
な
る
と
い
う
現
象
を
説
明
す
る
た
め

に
は
、
緩
や
か
で
幅
の
あ
る
『
平
家
物
語
』
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
固

定
化
し
た
文
献
と
し
て
の
『
平
家
物
語
』
テ
ク
ス
ト
の
周
辺
に
は
、
説
話
単

位
で
平
家
関
係
の
話
が
多
く
存
在
し
、
テ
ク
ス
ト
の
内
と
外
と
の
境
界
線
も

曖
昧
で
あ
っ
た
時
期
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
説
話
単
位
で
の
出

入
り
を
、
電
車
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
が
こ
の
理
論
だ
。

そ
の
よ
う
な
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
〈
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
論
〉
が

必
要
で
あ
る
。
太
山
寺
本
の
よ
う
に
、
諸
本
全
体
か
ら
う
か
が
え
る
論
理
の

練
成
過
程
か
ら
や
や
外
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の
は
、〈
宇
治
川
渡
河
ば
な
し
〉

単
体
と
し
て
『
平
家
物
語
』
の
内
外
で
成
長
し
た
可
能
性
が
あ
る
た
め
、〈
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
論
〉
と
し
て
の
想
定
が
適
し
て
い
る
。

（
二
十
四
）
ち
な
み
に
、
同
じ
く
宇
治
川
を
渡
る
巻
九
「
佐
々
木
宇
治
川
渡
事
」

（
三
条
西
家
本
）
で
は
、
「
さ
か
ま
く
水
も
速
か
り
け
り
」
や
「
さ
し
も
に

速
き
宇
治
川
」
と
い
う
表
現
に
加
え
て
、
大
綱
に
乗
り
か
け
た
梶
原
が
下
流

に
流
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
〝
水
勢
〟
表
現
が
か
な
り
顕
著
に
表
れ
て
い

る
。
「
正
月
廿
日
」
で
、
雪
解
け
水
に
よ
り
水
嵩
が
増
し
て
い
る
こ
と
も
示

さ
れ
て
お
り
、
〝
水
勢
〟
を
中
心
に
描
く
の
も
こ
れ
が
要
因
と
み
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
本
場
面
は
五
月
雨
（
つ
ま
り
梅
雨
）
に
よ
っ
て
水
嵩
が
増
し
て
お

り
、
雪
解
け
と
は
違
っ
た
勢
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
巻
九
に

お
い
て
「
鬼
神
ま
で
は
よ
も
あ
ら
じ
」
と
忠
綱
を
評
価
す
る
こ
と
か
ら
も
う

か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
点
も
、
〝
水
勢
〟
と
〝
水
深
〟
の
文
脈
の
違
い
と

通
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
宇
治
川
の
水
勢
の
激
し
さ
は
『
承
久
記
』
に
も
見
え
る
。
下
巻
の

〈
宇
治
川
渡
河
ば
な
し
〉
で
は
、
や
は
り
雨
が
降
り
水
勢
が
増
し
て
い
る
。

渡
ろ
う
と
す
る
鎌
倉
側
の
兵
た
ち
も
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
流
さ
れ
る
様
子
が
描
か

れ
る
が
、
大
将
格
な
ど
強
馬
に
乗
っ
て
い
る
人
物
は
渡
河
に
成
功
し
て
い
る
。

『
平
家
物
語
』
の
忠
綱
と
同
様
、
宇
治
川
渡
河
は
英
雄
化
に
適
し
た
話
柄
な

の
だ
ろ
う
。
慈
光
寺
本
で
は
、
「
河
渡
の
子
細
は
知
て
お
は
す
る
か
」
と
し

て
説
明
す
る
場
面
（
下
巻
一
三
ウ
）
に
お
い
て
、
「
強
き
馬
を
ば
上
手
に
立

弱
き
馬
を
ば
下
手
に
た
て
」
な
ど
『
平
家
物
語
』
の
本
場
面
と
似
た
叙
述
が

見
ら
れ
る
。

『
承
久
記
』
本
文
は
以
下
を
参
照
し
た
。

慈
光
寺
本
…
村
上
光
徳
『
承
久
記

慈
光
寺

全
』
（
一
九
八
五
年
、
桜
楓

社
）

前
田
家
本
…
日
下
力
・
田
中
尚
子
・
羽
原
彩
『
前
田
家
本

承
久
記
』
（
二

〇
〇
四
年
、
汲
古
書
院
）

古
活
字
本
…
松
林
靖
明
『
承
久
記
』（
一
九
八
二
年
、
現
代
思
潮
社
）

（
二
十
五
）
八
坂
本
→
周
辺
本
文
→
一
方
系
と
い
う
順
序
は
、
近
年
の
『
平
家
物

語
』
研
究
の
動
向
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
も
順
次

補
強
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

（
二
十
六
）
こ
の
ほ
か
、
中
院
本
が
版
本
で
あ
る
た
め
に
、
出
版
時
期
が
写
本
に

比
べ
て
下
る
こ
と
で
八
坂
系
諸
本
を
後
出
と
み
な
す
向
き
も
あ
る
だ
ろ
う

が
、
す
で
に
〔
佐
佐
木
八
郎
（
一
九
四
九
）
〕
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
書

誌
学
的
形
態
と
、
本
文
の
成
立
時
期
は
別
に
扱
う
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

現
代
に
お
い
て
覚
一
本
本
文
を
一
切
の
改
変
・
誤
脱
な
ど
せ
ず
に
刊
行
し
た

場
合
、
書
誌
と
し
て
は
現
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
身
・
本
文
が
当
時

の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

［
依
拠
テ
キ
ス
ト
］

語
り
本
系

八
坂
系
諸
本
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文
禄
本
…
…
…
…
…
…
一
類

種
。
日
本
古
典
文
学
会
『
復
刻
日
本
古
典
文
学
館

A
平
家
物
語

文
禄
本

巻
一
』
（
日
本
古
典
文
学
刊
行

会
、
一
九
七
三
）
『
復
刻
日
本
古
典
文
学
館

平
家
物
語

文
禄
本

巻
四
』
（
日
本
古
典
文
学
刊
行
会
、
一
九
七

三
）
の
複
製
本
に
よ
る
。

三
条
西
家
本
…
…
…
…
一
類

種
。
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
の
写
本
（
三
―
二

B

五
）
に
よ
る
。
稿
者
は
複
写
を
閲
覧
し
て
い
る
。

中
院
本
…
…
…
…
…
…
一
類

種
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の

B

画
像
（

七
―
三
三
）
に
よ
る
。
今
井
正
之
助
・
千

W
A

明
守
『
校
訂

中
院
本
平
家
物
語

上
』（
三
弥
井
書
店
、

二
〇
一
〇
）
の
本
文
を
参
考
に
し
た
。

歴
彩
館
本
…
…
…
…
…
二
類

種
。
旧
称
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
本
。
京
都
府

A

立
京
都
学
・
歴
彩
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
画
像
（
貴

重
書
五
〇
一
）
に
よ
る
。

城
方
本
…
…
…
…
…
…
二
類

種
。
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

B

カ
イ
ブ
の
画
像
（
特
一
〇
一
―
〇
〇
〇
七
）
に
よ
る
。

太
山
寺
本
…
…
…
…
…
三
類
。
『
太
山
寺
本

平
家
物
語
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八

六
）
の
影
印
に
よ
る
。

両
足
院
本
…
…
…
…
…
四
類
。
伊
藤
東
愼
他
『
両
足
院
本
平
家
物
語

一
』
（
臨

川
書
店
、
一
九
八
五
）
の
影
印
に
よ
る
。

城
一
本
…
…
…
…
…
…
五
類
。
國
學
院
大
學
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の

画
像
（
貴
一
九
五
八
―
一
九
六
九
）
に
よ
る
。

覚
一
本
系
諸
本
周
辺
本
文

竹
柏
園
本
…
…
…
…
…
『
平
家
物
語

竹
柏
園
本

上
』
（
天
理
大
学
出
版
部
、

一
九
七
八
）
の
影
印
に
よ
る
。

平
松
家
本
…
…
…
…
…
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
平
家
物
語

平
松
家
本
』
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
八
）
の
影
印
に

よ
る
。

鎌
倉
本
…
…
…
…
…
…
『
平
家
物
語

鎌
倉
本
』
（
古
典
研
究
会
、
一
九
七
二
）

の
影
印
に
よ
る
。

斯
道
文
庫
本
…
…
…
…
松
本
隆
信
『
百
二
十
句
本
平
家
物
語
』
（
汲
古
書
院
、
一

九
七
〇
）
の
影
印
に
よ
る
。

平
仮
名
百
二
十
句
本
…
水
原
一
『
平
家
物
語

上
』
（
新
潮
社
、
一
九
七
九
）
の

本
文
に
よ
る
。

小
城
鍋
島
文
庫
本
…
…
『
佐
賀
大
学
附
属
図
書
館
蔵

小
城
鍋
島
文
庫
本

平
家

物
語
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
二
）
の
影
印
に
よ
る
。

一
方
系
諸
本

京
師
本
…
…
…
…
…
…
福
田
晃
・
佐
伯
真
一
・
小
林
美
和
『
平
家
物
語
（
上
）
』（
三

弥
井
書
店
、
一
九
九
三
）
の
本
文
に
よ
る
。

下
村
本
…
…
…
…
…
…
國
學
院
大
學
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
画
像

（
貴
二
三
〇
四
―
二
三
一
五
）
に
よ
る
。

覚
一
本
…
…
…
…
…
…
『
高
野
本
平
家
物
語

四
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
三
）

の
影
印
に
よ
る
。
『
平
家
物
語

上
』
（
新
日
本
古
典
文

学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）
を
参
考
に
し
た
。

取
り
合
わ
せ
本

相
模
女
子
大
本
…
…
…
巻
四
は
一
方
系
と
さ
れ
る
。
弓
削
繫
『
平
家
物
語

上
』

（
古
典
文
庫
、
一
九
九
七
）
の
本
文
に
よ
る
。

読
み
本
系

四
部
合
戦
状
本
…
…
…
高
山
利
弘
『
訓
読
読
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』
（
有
精

堂
、
一
九
九
五
）
の
本
文
に
よ
る
。

延
慶
本
…
…
…
…
…
…
栃
木
孝
惟
・
谷
口
耕
一
編
『
校
訂

延
慶
本
平
家
物
語



- 25 -

（
四
）
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
）
の
本
文
に
よ
る
。

長
門
本
…
…
…
…
…
…
麻
原
美
子
・
小
井
土
守
敏
・
佐
藤
智
広
『
長
門
本

平
家

物
語

二
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
）
の
本
文
に
よ
る
。

※
対
照
の
便
宜
の
た
め
、
わ
た
く
し
に
釈
文
化
し
た
本
文
を
用
い
た
。
ま
た
、
引
用
に

際
し
て
傍
線
・
括
弧
等
を
付
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

［
参
考
文
献
］

山
田
孝
雄
（
一
九
一
一
）
『
平
家
物
語
考
』
（
『
平
家
物
語
に
つ
き
て
の
研
究

前

編
』
所
収
）
東
京
：
国
定
教
科
書
共
同
販
売
所

高
橋
貞
一
（
一
九
四
三
）『
平
家
物
語
諸
本
の
研
究
』
東
京
：
冨
山
房

佐
々
木
八
郎
（
一
九
四
九
）
『
平
家
物
語
の
研
究
（
中
）
』
「
第
七
章
第
一
節
」
東

京
：
早
稲
田
大
学
出
版
部

渥
美
か
を
る
（
一
九
六
二
）『
平
家
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
東
京
：
三
省
堂

山
下
宏
明
（
一
九
七
二
）『
平
家
物
語
研
究
序
説
』
東
京
：
明
治
書
院

山
下
宏
明
（
一
九
九
七
）
『
平
家
物
語
八
坂
系
諸
本
の
研
究
』
東
京
：
三
弥
井
書

店
今
井
正
之
助
（
一
九
九
七
）
「
中
院
本
『
平
家
物
語
』
本
文
考
」

山
下
宏
明
編

『
平
家
物
語
八
坂
系
諸
本
の
研
究
』
東
京
：
三
弥
井
書
店

梶
原
正
昭
（
一
九
九
八
）
『
平
家
物
語
鑑
賞

頼
政
挙
兵
』
東
京
：
武
蔵
野
書
院

今
井
正
之
助
（
二
〇
一
〇
）
「
解
題

中
院
本
・
三
条
西
本
の
諸
問
題
」
『
校
訂
中

院
本
平
家
物
語

上
』
東
京
：
三
弥
井
書
店

千
明
守
（
二
〇
一
三
）『
平
家
物
語
屋
代
本
と
そ
の
周
辺
』
東
京
：
お
う
ふ
う

野
中
哲
照
（
二
〇
二
二
）『
那
須
与
一
の
謎
を
解
く
』
東
京
：
武
蔵
野
書
院

吉
永
優
真
（
二
〇
二
三
）「
『
平
家
物
語
』
三
条
西
家
本
・
中
院
本
の
問
題
点—

巻
一
を
中
心
に—

『
古
典
遺
産
』
第
七
二
号

吉
永
優
真
（
二
〇
二
四
）「
『
平
家
物
語
』
八
坂
系
一
類
本
・
二
類
本
の
位
相
差—

巻
四
の
仲
綱
ば
な
し
に
つ
い
て

—

」
『
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論

集
』
第
五
一
号

※
一
部
、
注
に
示
し
た
も
の
も
あ
る
。

［
付
記
］

貴
重
な
典
籍
（
三
条
西
家
本
）
の
閲
覧
を
ご
許
可
く
だ
さ
っ
た
前
田
育
徳
会
尊

経
閣
文
庫
に
、
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
よ
し
な
が

ゆ
う
ま
・
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）




