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『
平
家
物
語
』
の
描
く
壇
浦
合
戦
に
は
、
ひ
と
た
び
諸
本
の
本
文
を
比
較
す
れ
ば
す
ぐ
に
気
付
く
看
過
で
き
な
い
本
文
の
異
同
が
存

在
す
る
。
そ
れ
ら
に
は
二
位
殿
時
子
・
建
礼
門
院
徳
子
・
安
徳
天
皇
の
造
型
と
同
時
に
物
語
の
全
体
構
想
に
も
関
わ
る
重
要
な
異
同
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
部
分
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
二
位
殿
時
子
の
言
動
に
関
す
る
叙
述
に
焦
点
を
絞
り
、
延
慶
本
・
覚
一
本
・
屋
代
本

の
本
文
を
読
み
比
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
可
能
な
限
り
厳
密
に
解
釈
し
て
行
き
た
い
。

　
『
平
家
物
語
』
の
数
多
い
諸
本
の
う
ち
、
延
慶
本
・
覚
一
本
・
屋
代
本
の
三
本
の
本
文
を
問
題
と
す
る
理
由
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

現
存
す
る
『
平
家
物
語
』
諸
本
の
う
ち
、
最
も
早
く
書
物
の
形
態
で
成
立
し
た
の
が
延
慶
本
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
、

異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
屋
代
本
・
覚
一
本
が
延
慶
本
を
素
材
源
と
し
て
再
編
集
を
行
っ
た
結
果
の
本
文
で
あ
る
こ
と

も
同
様
に
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
覚
一
本
と
屋
代
本
を
素
材
と
し
て
百
二
十
句
本
を
始
め
と
す
る
覚
一
本
周
辺

本
文
が
生
み
出
さ
れ
、
百
二
十
句
本
を
基
盤
と
し
て
八
坂
系
本
文
が
編
集
さ
れ
て
行
っ
た
と
い
う
事
情
を
考
え
れ
）
1
（
ば
、『
平
家
物
語
』
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諸
本
の
基
本
世
界
を
作
り
上
げ
た
の
は
延
慶
本
・
覚
一
本
・
屋
代
本
の
三
本
で
あ
る
と
い
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
可
能
な
限
り
精
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
以
降
の
諸
本
を
理
解
す
る
た
め
に
も
必
要
な
基
本
作
業
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
長
門
本
・『
源
平
盛
衰
記
』
な
ど
の
影
響
が
複
雑
に
絡
ん
で
い
る
場
合
で
も
、
そ
の
基
盤
に

は
延
慶
本
・
覚
一
本
・
屋
代
本
の
い
ず
れ
か
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

考
察
に
先
立
っ
て
、
壇
浦
合
戦
叙
述
の
順
序
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
便
宜
上
、
覚
一
本
巻
十
一
の
章
段
名
を
使
用
し
て
、
各
段
落

の
要
旨
を
簡
略
に
記
す
。
延
慶
本
・
屋
代
本
の
章
段
は
そ
れ
ぞ
れ
「
第
六
本　

壇
浦
合
戦
事
付
平
家
滅
亡
事
」「
巻
十
一　

平
家
一
門
悉

皆
滅
亡
事
」
と
一
つ
で
あ
り
、
覚
一
本
の
章
段
名
を
使
用
す
る
こ
と
が
段
落
や
記
事
内
容
の
把
握
に
便
利
な
た
め
で
あ
る
。

鶏
合
壇
浦
合
戦

　
　

①　

元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
三
月
二
十
四
日
卯
刻
、
門
司
赤
間
関
に
て
矢
合
せ
開
始
。

　
　

②　

知
盛
、
一
門
・
家
の
子
・
郎
等
に
奮
戦
の
下
知
。

　
　

③　

知
盛
、
阿
波
民
部
重
能
の
心
変
わ
り
を
疑
う
。

　
　

④　

合
戦
当
初
、
平
家
軍
優
勢
。

遠
矢

　
　

⑤　

遠
矢
合
戦

　
　

⑥　

白
旗
、
空
よ
り
源
氏
の
舟
に
下
り
、
イ
ル
カ
の
群
れ
平
家
の
兵
船
の
下
を
通
り
抜
け
、
平
家
の
危
う
き
こ
と
を
示
す
。

　
　

⑦　

阿
波
民
部
重
能
、
源
氏
に
寝
返
り
、
平
家
た
ち
ま
ち
劣
勢
と
な
る
。

先
帝
身
投

　
　

⑧　

乱
戦
の
中
、
知
盛
「
御
所
の
舟
」
に
参
り
「
世
の
な
か
い
ま
は
か
う
」
と
告
ぐ
れ
ば
、
女
房
達
騒
ぐ
。
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⑨　

二
位
殿
、
安
徳
天
皇
を
伴
っ
て
入
水
。

能
登
殿
最
期

　
　

⑩　

建
礼
門
院
は
じ
め
、
女
性
達
の
入
水
。

　
　

⑪　

教
盛
・
経
盛
・
資
盛
・
有
盛
な
ど
一
門
の
人
々
の
入
水
。

　
　

⑫　

宗
盛
、
生
捕
り
と
な
る
。

　
　

⑬　

教
経
、
奮
戦
の
末
入
水
。

内
侍
所
都
入

　
　

⑭　

知
盛
、「
見
る
べ
き
程
の
事
は
見
つ
」
と
入
水
。

　

覚
一
本
と
屋
代
本
の
順
序
は
同
じ
で
あ
る
（
文
章
に
は
当
然
異
同
が
あ
る
）
が
、
延
慶
本
は
⑥
の
白
旗
と
イ
ル
カ
の
奇
瑞
を
⑧
の
次
に

記
す
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
⑥
は
、
覚
一
本
・
屋
代
本
で
は
未
だ
趨
勢
の
は
っ
き
り
し
な
い
中
で
の
予
言
と
し
て
の
意
味
を
持

ち
、
⑦
の
阿
波
民
部
の
裏
切
り
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
延
慶
本
で
は
重
能
の
裏
切
り
で
平
家
が
劣
勢
と
な
り
、
知
盛
が

敗
戦
を
覚
悟
し
た
後
の
だ
め
押
し
と
し
て
⑥
が
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
延
慶
本
に
は
他
の
二
本
に
な
い
、

新
中
納
言
は
一
門
の
人
々
、
侍
共
、
最
後
の
戦
せ
ら
れ
け
る
を
見
給
ひ
て
、「
殿
原
や
、
侍
共
に
禁ふ
せ
かせ

て
と
く
〳
〵
自
害
し
給
へ
。

敵
に
取
ら
れ
て
憂
名
流
し
給
ふ
な
」
と
ぞ
宣
ひ
け
る

と
い
う
一
文
が
記
さ
れ
、
続
い
て
二
位
殿
が
登
場
す
る
⑨
の
場
面
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

猶
、
本
文
の
引
用
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
テ
キ
ス
ト
に
拠
っ
た
。

延
慶
本
…
…
『
延
慶
本　

平
家
物
語
』
本
文
篇　

下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勉
誠
社

覚
一
本
…
…
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』
下
（
龍
谷
大
学
蔵
本
）　　
　
　
　

岩
波
書
店
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屋
代
本
…
…
『
屋
代
本
高
野
本
対
照　

平
家
物
語
』
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
典
社

引
用
に
際
し
、
延
慶
本
・
屋
代
本
は
漢
字
平
仮
名
交
り
に
書
き
下
し
た
。
ま
た
私
に
、
濁
点
・
送
り
が
な
・
促
音
表
記
等
を
補
い
、
か

つ
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

二

　

壇
浦
合
戦
に
お
い
て
時
子
が
登
場
す
る
場
面
は
、
⑨
の
安
徳
天
皇
入
水
の
段
落
で
あ
る
。
こ
こ
で
時
子
は
安
徳
天
皇
と
共
に
姿
を
見

せ
、
共
に
入
水
す
る
。
時
子
の
登
場
を
延
慶
本
・
覚
一
本
・
屋
代
本
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。

延
慶
本　

二
位
殿
は
今
は
か
う
と
思
わ
れ
け
れ
ば
、
ね
り
ば
か
ま
の
そ
ば
高
く
挟
み
て
、
先
帝
を
負
ひ
奉
り
、
帯
に
て
我
御
身
に

結
合
せ
奉
り
て
、
宝
剣
を
ば
腰
に
さ
し
、
神
璽
を
ば
脇
に
は
さ
み
て
、
鈍
色
の
二
衣
打
か
づ
き
て
、
今
は
限
り
の
船
ば
た
に

ぞ
臨
ま
せ
給
ひ
け
る
。

覚
一
本　

二
位
殿
は
こ
の
有
様
を
御
ら
ん
じ
て
、
日
ご
ろ
お
ぼ
し
め
し
ま
う
け
た
る
事
な
れ
ば
、
に
ぶ
色
の
ふ
た
つ
ぎ
ぬ
う
ち
か

づ
き
、
ね
り
ば
か
ま
の
そ
ば
た
か
く
は
さ
み
、
神
璽
を
わ
き
に
は
さ
み
、
宝
剣
を
腰
に
さ
し
、
主
上
を
い
だ
き
た
て
ま
つ
つ

て
、「
わ
が
身
は
女
な
り
と
も
、
か
た
き
の
手
に
は
か
か
る
ま
じ
。
君
の
御
と
も
に
ま
い
る
な
り
。
御
心
ざ
し
お
も
ひ
ま
い
ら

せ
給
は
ん
人
々
は
い
そ
ぎ
つ
づ
き
給
へ
」
と
て
、
ふ
な
ば
た
へ
あ
ゆ
み
い
で
ら
れ
け
り
。

屋
代
本　

二
位
殿
は
是
を
聞
き
給
ひ
て
、
急
ぎ
先
帝
を
懐
き
奉
り
、
帯
に
て
御
身
に
二
所
勁
く
結
付
け
奉
り
、「
後
の
世
ま
で
も

君
の
御
守
り
成
る
べ
し
」
と
て
、
宝
剣
を
腰
に
指
し
、
神
璽
を
脇
挟
み
、
練
袴
の
そ
ば
を
高
く
は
さ
み
、
純マ
ヽ

色
の
衣
打
か
づ

き
、
舷
へ
ぞ
出
給
ひ
け
る
。「
我
は
君
の
御
共
に
参
る
な
り
。
女
也
と
も
敵
の
手
に
は
か
か
る
ま
じ
き
ぞ
。
御
恵
に
随
は
ん
と

思
は
ん
人
々
は
、
急
ぎ
御
共
に
参
り
給
へ
や
」
と
宣
へ
ば
、
国
母
を
始
め
進
ら
せ
て
、
北
政
所
、
廊
の
御
方
、
帥
典
侍
、
大
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納
言
典
侍
以
下
の
女
房
達
、
送マ
ヽ

れ
奉
ら
じ
と
喚
き
叫
び
給
ひ
け
り
。

　

こ
の
段
落
に
は
、
問
題
と
す
べ
き
異
同
が
二
箇
所
存
在
す
る
。
時
子
が
ど
の
よ
う
に
安
徳
天
皇
を
伴
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
延
慶

本
は
背
負
っ
て
帯
で
自
身
の
体
に
密
着
さ
せ
、
屋
代
本
は
抱
い
て
帯
で
自
分
に
結
び
つ
け
、
覚
一
本
は
抱
い
て
い
る
の
み
、
の
相
違
が

あ
る
。
こ
の
点
は
安
徳
天
皇
の
描
写
に
と
っ
て
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
異
同
と
考
え
る
）
2
（

が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
時
子
の
造

型
・
言
動
の
検
討
か
ら
は
や
や
外
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

　

も
う
一
箇
所
の
大
き
な
異
同
は
、
傍
線
を
施
し
た
覚
一
本
・
屋
代
本
に
見
え
る
直
前
の
段
落
を
受
け
る
句
と
時
子
自
身
の
発
言
で
あ

る
。
こ
れ
は
叙
述
順
序
の
相
違
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
段
落
の
直
前
に
、
覚
一
本
・
屋
代
本
で
は
、
⑧
知
盛
が
御
所
の
舟
に

や
っ
て
き
て
戦
況
の
絶
望
的
な
こ
と
を
伝
え
女
房
達
が
泣
き
叫
ぶ
場
面
が
位
置
す
る
。「
こ
の
有
様
を
御
ら
ん
じ
て
」
と
「
是
を
聞
き

給
ひ
て
」
の
違
い
は
あ
る
が
二
本
と
も
⑧
の
騒
ぎ
に
覚
悟
を
決
め
た
時
子
が
行
動
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
挿
入

し
た
句
で
あ
る
と
読
め
る
。
そ
の
後
の
発
言
は
「
女
な
り
と
も
敵
の
手
に
は
か
か
ら
ず
」
が
主
旨
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
源
氏
の
兵
士
達

に
捕
え
ら
れ
は
し
な
い
」
の
意
味
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
や
や
詳
し
く
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ

る
が
、
そ
の
前
に
延
慶
本
の
前
段
落
と
の
つ
な
が
り
を
確
認
し
た
い
。

　

延
慶
本
の
時
子
登
場
の
直
前
は
、
⑥
白
旗
と
イ
ル
カ
の
奇
瑞
、
そ
れ
を
受
け
て
の
先
に
も
引
用
し
た
知
盛
の
発
言
、

新
中
納
言
は
一
門
の
人
々
、
侍
共
、
最
後
の
戦
せ
ら
れ
け
る
を
見
給
ひ
て
、「
殿
原
や
、
侍
共
に
禁ふ
せ
かせ
て
と
く
〳
〵
自
害
し
給
へ
。

敵
に
取
ら
れ
て
憂
名
流
し
給
ふ
な
」
と
ぞ
宣
ひ
け
る

で
あ
る
。
阿
波
民
部
の
裏
切
り
か
ら
た
ち
ま
ち
劣
勢
に
陥
っ
た
平
家
の
絶
望
的
な
状
況
を
だ
め
押
し
す
る
こ
の
白
旗
と
イ
ル
カ
の
件
に

よ
っ
て
、
知
盛
は
一
門
に
「
自
害
し
給
へ
」
と
呼
び
か
け
た
。
知
盛
は
「
最
後
の
戦
せ
ら
れ
け
る
」
人
々
に
呼
び
か
け
た
の
で
あ
ろ
う

が
、
時
子
は
当
然
の
如
く
自
ら
に
も
向
け
ら
れ
た
こ
と
ば
と
受
け
取
っ
た
、
と
延
慶
本
は
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
波
線
を
施
し
た
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「
二
位
殿
は
今
は
か
う
と
思
わ
れ
け
れ
ば
」
が
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
知
盛
の
こ
と
ば
に
直
結
し
て
時

子
の
行
動
が
記
さ
れ
、
時
子
の
発
言
は
な
く
と
も
そ
の
後
は
女
性
達
の
入
水
へ
と
進
行
す
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
覚
一
本
と
屋
代
本
の
編
者
は
、
延
慶
本
の
白
旗
と
イ
ル
カ
の
奇
瑞
の
記
事
を
阿
波
民
部
裏
切
り
の
前
に
移
動
し
た
。
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
重
能
の
裏
切
り
の
き
っ
か
け
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
点
で
は
筋
の
運
び
が
合
理
的
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
そ
の
時
点
で
は
知
盛
の
「
自
害
せ
よ
」
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
残
す
の
は
不
適
当
と
な
り
、
⑥
か
ら
知
盛
の
こ
と
ば
は
削
除
さ

れ
た
。
と
な
る
と
、
⑧
の
知
盛
の
御
所
の
舟
へ
や
っ
て
き
て
の
言
動
と
女
房
達
の
反
応
を
受
け
て
、
時
子
の
行
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
で
、
再
び
覚
一
本
・
屋
代
本
の
⑧
段
落
と
の
つ
な
が
り
に
戻
ろ
う
。
⑧
段
落
の
こ
れ
ま
で
の
解
釈
に
は
問
題
も
存
す
る

の
で
、
煩
を
厭
わ
ず
三
本
の
本
文
を
比
較
対
照
す
る
。

延
慶
本　

新
中
納
言
は
少
し
も
周
章
た
る
気
色
も
し
給
わ
ず
。
女
院
・
北
政
所
な
む
ど
の
御
船
に
参
り
給
ひ
た
り
け
れ
ば
、
女
房

達
音
々
に
、「
い
か
に
〳
〵
」
と
、
あ
わ
て
ふ
た
め
き
問
ひ
給
ひ
け
れ
ば
、「
今
は
と
か
く
申
す
に
及
ば
ず
。
軍
は
今
は
か
う

候
。
夷
共
舟
に
乱
れ
入
り
候
ぬ
。
只
今
東
の
め
づ
ら
し
き
男
共
、
御
覧
候
わ
ん
ず
る
こ
そ
浦
山
敷
く
候
へ
。
御
所
の
御
船
に

も
見
苦
し
き
物
候
は
ば
、
能
く
能
く
取
捨
て
さ
せ
給
へ
」
と
て
打
咲
ひ
給
へ
ば
、「
か
ほ
ど
の
義
に
成
り
た
る
に
、
の
ど
か
げ

な
る
気
色
に
て
何
条
の
戯
事
を
宣
ふ
ぞ
」
と
て
、
音
を
調
へ
て
、
を
め
き
叫
び
給
へ
り
。

覚
一
本　

新
中
納
言
知
盛
卿
小
船
に
の
つ
て
御
所
の
御
舟
に
ま
い
り
、「
世
の
な
か
い
ま
は
か
う
と
見
え
て
候
。
見
ぐ
る
し
か
ら

ん
物
ど
も
み
な
海
へ
い
れ
さ
せ
給
へ
」
と
て
、
と
も
へ
に
は
し
り
ま
は
り
、
は
い
た
り
の
ご
う
た
り
、
塵
ひ
ろ
い
、
手
づ
か

ら
掃
除
せ
ら
れ
け
り
。
女
房
達
「
中
納
言
殿
、
い
く
さ
は
い
か
に
や
い
か
に
」
と
口
々
に
と
ひ
給
へ
ば
、「
め
づ
ら
し
き
あ
づ

ま
男
を
こ
そ
御
ら
ん
ぜ
ら
れ
候
は
ん
ず
ら
め
」
と
て
、
か
ら
〳
〵
と
わ
ら
ひ
給
へ
ば
、「
な
ん
で
う
の
た
だ
い
ま
の
た
は
ぶ

れ
ぞ
や
」
と
て
声
々
に
お
め
き
さ
け
び
給
ひ
け
り
。
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屋
代
本　

新
中
納
言
知
盛
、
御
所
の
御
船
に
参
り
給
ひ
て
、「
見
苦
し
き
物
ど
も
、
急
ぎ
皆
海
に
沈
め
さ
せ
給
へ
」
と
ぞ
宣
ひ
け
る
。

女
房
達
「
此
世
の
中
は
い
か
に
〳
〵
」
と
宣
へ
ば
、
新
中
納
言
最
騒
が
ぬ
体
に
て
、「
軍
は
已
に
か
う
候
。
今
日
よ
り
後
は
、

女
房
達
の
珍
し
き
東
男
共
を
こ
そ
、
御
覧
ぜ
ん
ず
ら
め
」
と
て
打
咲
ひ
給
へ
ば
、「
是
程
の
事
に
成
り
て
、
何
条
今
の
戯
れ
ぞ

や
」
と
て
、
女
房
達
喚
き
叫
び
給
ひ
け
り
。

　

文
章
の
叙
述
自
体
に
は
、「
世
の
な
か
い
ま
は
か
う
と
見
え
て
候
」
を
ま
ず
告
げ
る
覚
一
本
、
女
房
達
の
質
問
に
答
え
て
「
軍
は
今
は

か
う
候
」「
軍
は
已
に
か
う
候
」
と
い
う
延
慶
本
・
屋
代
本
と
順
序
の
違
い
が
あ
る
が
、
こ
の
絶
体
絶
命
の
情
況
を
告
げ
て
後
、
知
盛
が

女
房
達
に
「
め
づ
ら
し
き
東
男
を
御
覧
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
言
い
、
女
房
達
が
「
何
と
い
う
戯
れ
を
」
と
騒
ぎ
立
て
る
の
が
、
こ
の
場

面
の
骨
格
で
あ
る
。「
只
今
東
の
め
づ
ら
し
き
男
共
、
御
覧
候
わ
ん
ず
る
」（
延
慶
本
）・「
め
づ
ら
し
き
あ
づ
ま
男
を
こ
そ
御
ら
ん
ぜ
ら

れ
候
は
ん
ず
ら
め
」（
覚
一
本
）・「
今
日
よ
り
後
は
、
女
房
達
の
珍
し
き
東
男
共
を
こ
そ
、
御
覧
ぜ
ん
ず
ら
め
」（
屋
代
本
）
と
、
表
現
に

は
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
な
違
い
が
あ
る
が
、
要
す
る
に
平
家
の
女
性
達
が
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
東
国
の
男
達
を
「
見
る
で
あ
ろ
う
」
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
御
ら
ん
ず
（
見
る
）」
に
つ
い
て
『
平
家
物
語
全
注
釈
』
は
、
男
女
が
直
接
顔
を
合
わ
せ
る
、
即
ち
婚
姻
の
意

味
が
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
見
解
を
引
き
継
ぐ
注
釈
も
複
数
あ
）
3
（
る
。「
御
ら
ん
ず
」
は
「
見
る
」
の
尊
敬
動
詞
で
あ
る
か
ら
、「
見
る
」

と
同
様
に
「
男
女
の
婚
姻
」
に
関
わ
る
語
義
が
あ
り
、
そ
の
用
例
も
実
際
に
存
在
す
る
。
果
た
し
て
こ
の
場
合
も
そ
の
よ
う
に
読
む
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
平
家
物
語
』
自
身
の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
な
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

夢
ま
ぼ
ろ
し
の
世
の
な
か
に
、
み
に
く
き
も
の
を
か
た
時
も
み
て
な
に
か
せ
ん
、
お
も
は
し
き
物
を
み
ん
と
す
れ
ば
、
父
の
命
を

そ
む
く
に
似
た
り
。

（
覚
一
本　

巻
十　

横
笛
）

滝
口
時
頼
が
横
笛
と
の
仲
を
父
に
反
対
さ
れ
て
出
家
す
る
際
の
煩
悶
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
時
頼
（
男
）
が
み
に
く
き
物
（
女
）
を
見
る
、
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あ
る
い
は
お
も
は
し
き
物
（
横
笛
、
女
）
を
見
る
、
の
で
あ
る
。

い
か
な
ら
ん
人
に
も
見
え
て
、
身
を
も
た
す
け
、
お
さ
な
き
者
共
を
も
は
ぐ
く
み
給
ふ
べ
し
。

（
覚
一
本　

巻
七　

維
盛
都
落
）

維
盛
が
都
落
に
際
し
、
妻
に
語
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
あ
な
た
（
維
盛
の
妻
、
女
）
が
ど
の
よ
う
な
人
に
で
も
見
え
て
、
と
い
う
。
こ
れ

は
「
見
ゆ
」
で
あ
っ
て
「
見
る
」
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
男
女
の
関
係
（
婚
姻
）
を
指
し
て
い
る
が
、
男
が
女
を
「
見
る
」、
女
が
男
に

「
見
ゆ
」
の
違
い
が
あ
る
。

た
だ
こ
れ
よ
り
や
ま
づ
た
ひ
に
宮
こ
へ
の
ぼ
つ
て
、
恋
し
き
も
の
ど
も
を
い
ま
一
度
み
も
し
、
見
え
て
の
後
、
自
害
を
せ
ん
に
は

し
か
じ
。

（
覚
一
本　

巻
十　

首
渡
）

右
と
同
様
の
言
い
回
し
は
「
高
野
巻
」
に
も
「
維
盛
出
家
」
に
も
検
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
恋
し
き
も
の
ど
も
」
に
は
妻
に
加
え
て

二
人
の
子
供
も
含
ま
れ
る
た
め
、
男
女
関
係
を
い
う
例
と
は
言
い
難
）
4
（

い
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
は
、『
平
家
物
語
』
で
は
、「
男
が
女
を
見

る
」「
女
が
男
に
見
ゆ
」
の
用
例
は
確
か
に
見
出
せ
る
が
、「
女
が
男
を
見
る
」
の
言
い
回
し
で
男
女
関
係
を
い
う
例
は
見
あ
た
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
傾
向
が
古
典
作
品
に
お
い
て
汎
用
性
の
あ
る
も
の
か
を
検
証
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、『
竹
取
物
語
』
に
は
、
か
ぐ
や
姫
に
求
婚
し
て
難
題
を
課
さ
れ
た
五
人
の
人
々
の
う
ち
で
、
石
作
の
皇
子
が
、

猶
、
こ
の
女
見
で
は
、
世
に
あ
る
ま
じ
き
心
地
の
し
け
れ
ば
、「
天
竺
に
あ
る
物
も
、
持
て
来
ぬ
物
か
は
」
と
、
思
ひ
め
ぐ
ら
し
て

天
竺
に
出
か
け
た
と
思
わ
せ
、
大
和
国
十
市
郡
の
山
寺
の
鉢
を
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
と
偽
る
の
だ
が
、
こ
の
傍
線
部
は
明
ら
か
に
「
石

作
の
皇
子
が
か
ぐ
や
姫
を
妻
と
す
る
」
と
解
釈
す
べ
き
例
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』「
に
く
き
物
」（
二
五
段
）
に
、

わ
が
し
る
人
に
て
あ
る
人
の
、
は
や
く
見
し
女
の
こ
と
ほ
め
い
ひ
出
な
ど
す
る
も
、
程
へ
た
る
こ
と
な
れ
ど
、
猶
に
く
し
。
ま
し

て
、
さ
し
あ
た
ら
ん
こ
そ
思
ひ
や
ら
る
れ



9　（池田）

と
見
え
る
の
も
、「
男
が
女
を
見
る
」
男
女
関
係
の
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」
に
は
、

源
氏
の
君
は
、
上
の
常
に
召
し
ま
つ
は
せ
ば
、
心
や
す
く
里
住
み
も
え
し
た
ま
は
ず
。
心
の
う
ち
に
は
、
た
だ
藤
壺
の
御
あ
り
さ

ま
を
、
た
ぐ
ひ
な
し
と
思
ひ
き
こ
え
て
、
さ
や
う
な
ら
む
人
を
こ
そ
見
め
、
似
る
人
な
く
も
お
は
し
け
る
か
な
、
大
殿
の
君
、
い

と
を
か
し
げ
に
か
し
づ
か
れ
た
る
人
と
は
見
ゆ
れ
ど
、
心
に
も
つ
か
ず
お
ぼ
え
た
ま
ひ
て
、
幼
き
ほ
ど
の
心
ひ
と
つ
に
か
か
り
て
、

い
と
苦
し
き
ま
で
ぞ
お
は
し
け
る

と
、
葵
の
上
と
結
婚
し
た
ば
か
り
の
光
源
氏
が
ど
う
し
て
も
藤
壺
へ
の
あ
こ
が
れ
に
と
ら
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
女
性
を
妻
と
し
た
い
と

煩
悶
す
る
と
こ
ろ
で
「
見
る
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
箇
所
、「
橋
姫
」
に
宇
治
八
宮
が
、
亡
く
な
っ
た
北
の
方
を
思
う
場
面
に

次
の
例
が
あ
る
。

か
か
る
ほ
ど
に
、
住
み
た
ま
ふ
宮
焼
け
に
け
り
。
い
と
ど
し
き
世
に
あ
さ
ま
し
う
あ
へ
な
く
て
、
う
つ
ろ
ひ
住
み
た
ま
ふ
べ
き
所

の
、
よ
ろ
し
き
も
な
か
り
け
れ
ば
、
宇
治
と
い
ふ
所
に
、
よ
し
あ
る
山
里
持
た
ま
へ
り
け
る
に
わ
た
り
た
ま
ふ
。
…
…
中
略
…
…

か
く
絶
え
籠
り
ぬ
る
野
山
の
末
に
も
昔
の
人
も
の
し
た
ま
は
ま
し
か
ば
と
、
思
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ぬ
を
り
な
か
り
け
り
。

　
　

見
し
人
も
宿
も
煙
に
な
り
に
し
を
な
に
と
て
わ
が
身
消
え
残
り
け
む

生
け
る
か
ひ
な
く
ぞ
お
ぼ
し
こ
が
る
る
や
。

　

次
の
「
帚
木
」
の
例
は
「
女
が
男
と
の
婚
姻
関
係
を
持
つ
」
の
意
味
の
例
で
あ
る
。

こ
と
さ
ら
に
情
な
く
つ
れ
な
き
さ
ま
を
見
せ
て
、
例
の
腹
立
ち
怨
ず
る
に
、「
か
く
お
ぞ
ま
し
く
は
、
い
み
じ
き
契
り
深
く
と
も
、

絶
え
て
ま
た
見
じ
。
限
り
と
思
は
ば
、
か
く
わ
り
な
き
も
の
疑
ひ
は
せ
よ
。
ゆ
く
さ
き
長
く
見
え
む
と
お
も
は
ば
、
つ
ら
き
こ
と

あ
り
と
も
念
じ
て
な
の
め
に
思
ひ
な
り
て
、
か
か
る
心
だ
に
失
せ
な
ば
、
い
と
あ
は
れ
と
な
む
思
ふ
べ
き
。

馬
の
頭
が
、「
女
が
自
分
と
の
婚
姻
関
係
を
末
永
く
続
け
よ
う
と
思
う
な
ら
」
と
言
っ
て
お
り
、
女
の
側
か
ら
婚
姻
関
係
・
男
女
関
係
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を
言
う
場
合
は
「
女
が
男
に
見
ゆ
」
の
パ
タ
ー
ン
を
取
る
こ
と
、『
平
家
物
語
』
の
先
例
と
し
て
認
定
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
時
代
は
下
が
る
が
『
徒
然
草
』
に
は
、
父
親
が
娘
に
つ
い
て
語
る
次
の
例
を
見
る
。

因
幡
の
国
に
、
何
の
入
道
と
か
や
い
ふ
者
の
娘
、
か
た
ち
よ
し
と
聞
え
て
、
人
あ
ま
た
言
ひ
わ
た
り
け
れ
ど
、
こ
の
娘
、
た
だ
栗

を
の
み
食
ひ
て
、
さ
ら
に
米
の
た
ぐ
ひ
を
食
わ
ざ
り
け
れ
ば
、「
か
か
る
異
様
の
物
、
人
に
見
ゆ
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
て
、
親
許
さ

ざ
り
け
り
。

（
四
十
段
）

　
『
平
家
物
語
』
と
近
い
時
代
に
も
こ
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
「
女
が
男
に
見
ゆ
」
の
言
い
回
し
が
平
安
・
中
世
を
通
し
て

普
通
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
い
え
、
婚
姻
関
係
・
男
女
関
係
に
つ
い
て
は
、「
男
が
女
を
見
る
」「
女
が
男
に
見
ゆ
」
と
い
う
の
が
普
通

で
あ
っ
た
と
結
論
し
て
よ
か
ろ
う
。

　

今
一
例
、『
源
氏
物
語
』
に
は
「
見
る
」
の
尊
敬
動
詞
「
御
覧
ず
」
で
男
女
の
関
係
を
い
う
例
が
見
ら
れ
る
。
光
源
氏
が
北
山
の
某
僧

都
の
も
と
で
垣
間
見
た
若
紫
を
引
き
取
り
た
い
と
話
し
た
時
の
僧
都
の
答
で
あ
る
。

い
と
う
れ
し
か
る
べ
き
仰
せ
言
な
る
を
、
ま
だ
む
げ
に
い
は
け
な
き
ほ
ど
に
は
べ
る
め
れ
ば
、
た
は
ぶ
れ
に
て
も
御
覧
じ
が
た
く

や
。
そ
も
そ
も
女
は
、
人
に
も
て
な
さ
れ
て
大
人
に
も
な
り
た
ま
ふ
も
の
な
れ
ば
、
く
は
し
く
は
え
と
り
申
さ
ず
。
か
の
祖
母
に

語
ら
ひ
は
べ
り
て
聞
こ
え
さ
せ
む
。

　

ま
だ
ま
だ
子
供
な
の
で
あ
な
た
が
妻
と
な
さ
る
の
は
難
し
そ
う
だ
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、「
御
覧
ず
」
が
「
見
る
」
同
様

の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
の
だ
が
、『
平
家
物
語
』
で
は
覚
一
本
で
も
延
慶
本
で
も
現
在
問
題
と
し
て
い
る
箇
所
以
外
で
確

定
的
な
使
用
例
は
見
出
せ
な
い）5
（

。

　

こ
の
結
果
か
ら
は
、
知
盛
の
発
言
を
必
ず
男
女
の
婚
姻
の
意
味
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
積
極
的
な
根
拠
は
見
出
し
が
た
い
こ

と
に
な
る
。
む
ろ
ん
、
た
っ
た
一
例
で
も
ど
う
し
て
も
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
文
学
作
品
に
は
見
出
さ
れ
る
こ
と
は



11　（池田）

承
知
し
て
い
る
が
、
無
理
の
な
い
読
み
が
成
立
す
る
な
ら
ば
わ
ざ
わ
ざ
無
理
な
解
釈
を
取
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
、
無
理
の

な
い
読
み
が
成
立
し
う
る
か
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
平
家
一
門
の
中
で
暮
ら
し
て
き
た
女
性
達
に
と
っ
て
、
東
国
出
身
の
武
士

達
に
舟
に
踏
み
込
ま
れ
捕
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
想
像
を
絶
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。「
東
男
を
見
る
」
と
は
、

捕
え
ら
れ
見
張
ら
れ
て
護
送
さ
れ
る
こ
と
を
自
動
的
に
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
。
合
戦
で
女
を
殺
す
こ
と
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
縛
ら
れ

尋
問
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
）
6
（

た
。「
か
ら
〳
〵
と
わ
ら
ひ
」「
打
咲
ひ
」
て
発
言
さ
れ
る
に
は
、
彼
女
ら
に
と
っ
て
は
酷
な
「
戯
事
」「
た

は
ぶ
れ
」
で
あ
っ
た
、
と
読
ん
で
何
の
不
審
も
な
い
と
考
え
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
覚
一
本
・
屋
代
本
で
は
時
子
が
「
女
な
り
と
も
敵
の
手

に
は
か
か
る
ま
」
い
と
行
動
を
起
こ
し
、
屋
代
本
で
は
他
の
女
性
に
も
入
水
を
勧
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
箇
所
延
慶
本
で
、
知
盛
が
「
只
今
東
の
め
づ
ら
し
き
男
共
、
御
覧
候
わ
ん
ず
る
こ
そ
浦
山
敷
く
候
へ
」
と
い
う
「
う
ら
や
ま

し
」
と
は
何
が
「
う
ら
や
ま
し
い
」
の
か
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
討
死
覚
悟
の
合
戦
の
さ
な
か
に
い
た

「
男
」
と
し
て
は
、
死
と
直
結
し
な
い
で
「
敵
を
見
る
」
女
に
対
し
て
抱
い
た
感
想
で
あ
ろ
う
。
覚
一
本
・
屋
代
本
で
は
削
除
さ
れ
た
が
、

延
慶
本
に
は
戦
う
一
門
に
「
自
害
せ
よ
」
と
下
知
す
る
知
盛
の
こ
と
ば
が
あ
っ
た
こ
と
と
呼
応
す
る
だ
ろ
う
。

三

　

さ
て
、
安
徳
天
皇
と
共
に
ふ
な
ば
た
へ
進
み
出
た
時
子
が
描
か
れ
た
後
、『
平
家
物
語
』
は
ま
ず
安
徳
天
皇
の
様
子
を
描
写
し
、
三
本

揃
っ
て
安
徳
天
皇
の
時
子
へ
の
問
い
を
記
し
て
い
る
。

延
慶
本　

あ
き
れ
た
る
御
気
色
に
て
、「
此
は
い
づ
ち
へ
行
か
む
ず
る
ぞ
」

覚
一
本　

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

屋
代
本　

あ
き
れ
さ
せ
給
へ
る
御
様
に
て
、「
此
に
又
何
ち
へ
ぞ
や
、
尼
ぜ
」
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八
歳
と
は
い
え
年
齢
よ
り
は
大
人
び
た
、
と
直
前
に
安
徳
天
皇
の
様
子
を
語
り
な
が
ら
、
三
本
と
も
実
に
幼
い
問
い
を
記
し
た
上
で
、

こ
れ
に
対
し
て
の
時
子
の
答
え
は
大
き
な
異
同
を
見
せ
る
。
こ
れ
ま
で
延
慶
本
・
覚
一
本
・
屋
代
本
の
順
に
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
考
察
の
順
序
を
入
れ
替
え
る
。

　

ま
ず
、
屋
代
本
は
、

…
…
と
仰
せ
ら
れ
け
る
御
詞
の
未
だ
終
ら
ざ
る
に
、
二
位
殿
、「
是
は
西
方
浄
土
へ
」
と
て
、
海
に
ぞ
沈
み
給
ひ
け
る

と
、
極
端
に
あ
っ
け
な
い
叙
述
で
こ
の
段
落
を
終
え
て
し
ま
う
。
こ
の
あ
っ
け
な
さ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
延
慶
本
を
素
材
と
し
て

い
る
こ
と
は
、
対
校
し
て
い
れ
ば
疑
問
の
余
地
な
く
了
解
で
き
る
の
に
、
こ
こ
で
は
延
慶
本
本
文
を
全
く
一
顧
だ
に
せ
ず
叙
述
を
終
結

さ
せ
て
い
る
。
同
じ
現
象
は
後
白
河
法
皇
が
大
原
寂
光
院
の
建
礼
門
院
を
訪
ね
る
大
原
御
幸
で
も
出
現
す
る
。
六
道
譚
を
有
す
る
覚
一

本
・
延
慶
本
と
比
べ
て
屋
代
本
は
や
は
り
壇
浦
合
戦
の
再
叙
述
の
部
分
が
極
端
に
短
い
の
で
あ
る
。

過
ぎ
に
し
歳
の
春
の
暮
れ
、
先
帝
を
始
め
進
ら
せ
て
一
門
の
人
共
、
門
司
赤
間
の
浪
の
底
に
沈
み
し
か
ば
、
残
り
留
る
人
共
の
喚

き
叫
ぶ
声
、
叫
喚
大
叫
喚
の
地
獄
の
底
に
落
ち
た
ら
ん
も
、
是
に
は
過
ぎ
じ
と
こ
そ
聞
へ
し
か
。

（
巻
十
二　

法
皇
女
院
閑
居
叡
覧
の
為
大
原
御
幸
事
）

　

考
え
得
る
理
由
の
一
つ
に
は
、
屋
代
本
成
立
に
関
わ
っ
た
人
々
の
リ
ア
リ
テ
ィ
追
求
の
一
現
象
で
あ
る
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
一
門
滅
亡
の
時
が
迫
る
な
か
で
、
敵
の
手
に
か
か
る
こ
と
な
く
「
君
の
御
共
に
参
る
」
と
宣
言
し
、「
急
ぎ
御
共
に
参
り
給

へ
や
」
と
女
性
達
を
促
し
た
時
子
の
行
動
と
し
て
、
一
直
線
に
入
水
す
る
こ
と
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
今

一
つ
の
理
由
と
し
て
、
灌
頂
巻
を
立
て
る
こ
と
な
く
「
六
代
被
斬
」
で
全
巻
終
結
す
る
屋
代
本
と
し
て
は
、
後
の
建
礼
門
院
記
事
を

重
々
し
く
し
な
い
こ
と
で
六
代
の
最
後
を
相
対
的
に
重
み
を
増
さ
せ
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
と
も
言
え
、
そ
の
た
め
に
も
大
原
御
幸
で

繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
場
面
を
切
り
詰
め
る
と
い
う
、
全
体
構
想
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
）
7
（
う
。
し
か
し
、
覚
一
本
・
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延
慶
本
と
比
較
す
る
中
で
は
一
種
の
肩
す
か
し
の
感
は
否
め
な
い
。

　

次
に
、
覚
一
本
を
見
る
。
引
用
文
中
に
は
記
号
を
入
れ
て
、
後
の
延
慶
本
本
文
と
の
比
較
が
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
。

…
…
と
仰
せ
け
れ
ば
、
A
い
と
け
な
き
君
に
む
か
い
た
て
ま
つ
り
、
涙
を
を
さ
へ
申
さ
れ
け
る
は
、「
B
君
は
い
ま
だ
し
ろ
し
め

さ
れ
さ
ぶ
ら
は
ず
や
。
C
先
世
の
十
善
戒
行
の
御
ち
か
ら
に
よ
つ
て
、
今
万
乗
の
あ
る
じ
と
生
れ
さ
せ
給
へ
ど
も
、
D
悪
縁
に
ひ

か
れ
て
、
御
運
既
に
つ
き
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
E
ま
づ
東
に
む
か
は
せ
給
ひ
て
、
伊
勢
大
神
宮
に
御
い
と
ま
申
さ
せ
給
ひ
、
其
後
西
方

浄
土
の
来
迎
に
あ
づ
か
ら
ん
と
お
ぼ
し
め
し
、
西
に
む
か
は
せ
給
ひ
て
、
御
念
仏
さ
ぶ
ら
ふ
べ
し
。
F
こ
の
国
は
心
う
き
さ
か
ゐ

に
て
さ
ぶ
ら
へ
ば
、
極
楽
浄
土
と
て
め
で
た
き
処
へ
ぐ
し
ま
い
ら
せ
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
」
と
な
く
〳
〵
申
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
G
山
鳩

色
の
御
衣
に
び
ん
づ
ら
ゆ
は
せ
給
ひ
て
、
御
涙
に
お
ぼ
れ
、
ち
い
さ
く
う
つ
く
し
き
御
手
を
あ
は
せ
、
ま
づ
東
を
ふ
し
を
が
み
、

伊
勢
大
神
宮
に
御
い
と
ま
申
さ
せ
給
ひ
、
其
後
西
に
む
か
は
せ
給
ひ
て
、
御
念
仏
あ
り
し
か
ば
、
H
二
位
殿
や
が
て
い
だ
き
奉
り
、

I
「
浪
の
し
た
に
も
都
の
さ
ぶ
ら
う
ぞ
」
と
な
ぐ
さ
め
た
て
ま
つ
つ
て
、
ち
い
ろ
の
底
へ
ぞ
い
り
給
ふ
。

　

覚
一
本
の
時
子
は
、
A
終
始
安
徳
天
皇
に
向
か
っ
て
語
る
。
C
前
世
の
十
善
戒
行
に
よ
っ
て
現
世
に
天
皇
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
D

「
悪
縁
」
に
よ
っ
て
天
皇
と
し
て
の
運
は
尽
き
た
こ
と
を
告
げ
、
E
天
皇
と
し
て
祖
先
の
伊
勢
神
宮
に
別
れ
の
挨
拶
を
し
、
来
世
の
た

め
に
西
方
浄
土
に
向
か
っ
て
念
仏
す
る
よ
う
に
と
行
動
を
指
示
す
る
。
そ
し
て
屋
代
本
同
様
に
安
徳
天
皇
の
問
い
へ
の
直
接
の
答
え
と

な
る
F
極
楽
浄
土
へ
お
連
れ
す
る
と
。
物
語
の
な
か
で
初
め
て
実
際
の
姿
を
見
せ
た
安
徳
天
皇
に
、
時
子
は
最
初
で
最
後
と
な
る
天
皇

の
「
行
動
」
を
促
す
の
で
あ
る
。
安
徳
天
皇
は
そ
の
指
示
通
り
G
行
動
す
る
。
H
時
子
は
安
徳
天
皇
を
抱
き
、
I
慰
め
の
こ
と
ば
を
か

け
つ
つ
入
水
す
る
。
こ
の
場
面
は
安
徳
天
皇
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
場
面
で
あ
り
、
そ
の
狂
言
回
し
役
が
時
子
で
あ
る
。
延
慶
本
・

屋
代
本
と
は
異
な
っ
て
覚
一
本
は
こ
の
場
面
を
「
主
上
」
で
押
し
通
し
、
安
徳
天
皇
を
「
先
帝
」
と
は
呼
ば
な
い
。
お
そ
ら
く
覚
一
本

が
こ
こ
で
表
現
し
た
か
っ
た
の
は
、
地
の
文
の
助
け
を
も
得
て
、
壇
浦
で
の
平
家
は
三
種
の
神
器
と
共
に
あ
る
主
上
安
徳
天
皇
と
そ
の
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外
戚
一
門
で
あ
っ
て
朝
敵
で
は
な
い
こ
と
を
、
安
徳
天
皇
の
行
動
を
通
じ
て
時
子
が
示
し
て
見
せ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
部
分
は
灌
頂
巻
六
道
譚
で
も
、
建
礼
門
院
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
同
文
で
繰
り
返
さ
れ
、
印
象
の
強
い
場
面
と
な
っ
て
い
る
。

　

覚
一
本
「
先
帝
入
水
」
で
の
安
徳
天
皇
に
つ
い
て
は
、
物
語
構
想
上
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
本
稿
の
目
的
か
ら

は
そ
れ
る
の
）
8
（

で
、
こ
こ
で
は
時
子
の
役
割
を
確
認
す
る
こ
と
で
と
ど
め
て
延
慶
本
に
移
ろ
う
。

…
…
と
仰
せ
有
り
け
れ
ば
、「
B
君
は
知
食
さ
ず
や
、
F
穢
土
は
心
憂
き
所
に
て
、
夷
共
が
御
舟
へ
矢
を
進
ら
せ
候
と
き
に
、
極
楽

と
て
、
よ
に
目
出
き
所
へ
具
し
進
ら
せ
候
ぞ
よ
」
と
て
、
a
王
城
の
方
を
伏
拝
み
給
ひ
て
く
だ
か
れ
け
る
こ
そ
哀
な
れ
。「
南
無
帰

命
頂
礼
天
照
大
神
・
正
八
幡
宮
、
慥
に
聞
食
せ
。
c
吾
君
十
善
の
戒
行
限
り
御
坐
せ
ば
、
我
国
の
主
と
生
れ
さ
せ
給
ひ
た
れ
ど
も
、

未
だ
幼
く
お
わ
し
ま
せ
ば
、
善
悪
の
政
を
行
ひ
給
わ
ず
。
何
の
御
罪
に
依
て
か
百
王
鎮
護
の
御
誓
に
漏
れ
さ
せ
給
ふ
べ
き
。
d
今

か
か
る
御
事
に
成
せ
給
ひ
ぬ
る
事
、
併
ら
我
等
が
累
葉
一
門
、
万
人
を
軽
し
め
朝
家
を
忽
緒
し
奉
り
、
雅
意
に
任
せ
て
自
ら
昇
進

に
驕
り
し
故
也
。
X
願
は
く
は
今
生
世
俗
の
垂
迹
三
摩
耶
の
神
明
達
、
賞
罰
新
た
に
お
わ
し
ま
さ
ば
、
設
ひ
今
世
に
は
此
誡
に
沈

む
と
も
、
来
世
に
は
大
日
遍
照
弥
陀
如
来
、
大
悲
方
便
廻
し
て
必
ず
引
摂
し
玉
へ
。
⃞ｉ
今
ぞ
知
る
み
も
す
そ
川
の
流
れ
に
は
浪
の

下
に
も
都
あ
り
と
は
」
と
詠
じ
給
ひ
て
、
最
後
の
十
念
唱
つ
つ
、
波
の
底
へ
ぞ
入
ら
れ
け
る
。

　

覚
一
本
と
同
じ
記
号
を
つ
け
て
引
用
し
た
が
、
類
似
の
部
分
で
あ
り
な
が
ら
内
容
が
異
な
る
と
こ
ろ
は
小
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

と
し
、
ま
た
覚
一
本
に
全
く
類
似
箇
所
が
見
え
な
い
所
は
X
で
示
し
た
。
如
何
に
覚
一
本
と
異
な
っ
て
い
る
か
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
安
徳
天
皇
の
問
い
へ
の
直
接
の
答
え
F
を
語
っ
た
あ
と
は
、
時
子
は
全
く
自
分
の
思
い
の
み
を
か
き
口
説
い
て
い
る
。
し
か
も
王

城—

都
に
向
か
っ
て
天
照
大
神
と
八
幡
に
対
し
て
の
心
情
吐
露
で
あ
る
。
安
徳
天
皇
は
、
幼
帝
ゆ
え
に
自
ら
は
政
を
行
っ
て
い
な
い
の

だ
か
ら
悪
政
の
罪
も
な
い
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
皇
室
守
護
の
神
々
の
誓
い
か
ら
外
れ
る
の
か
と
問
い
な
が
ら
、
最
も
注
目
す
べ
き
d
を

語
る
。
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今
か
か
る
御
事
に
成
せ
給
ひ
ぬ
る
事
、
併
ら
我
等
が
累
葉
一
門
、
万
人
を
軽
し
め
朝
家
を
忽
緒
し
奉
り
、
雅
意
に
任
せ
て
自
ら
昇

進
に
驕
り
し
故
也
。

　

こ
れ
は
平
家
一
門
が
朝
敵
と
し
て
滅
ぶ
べ
き
原
因
を
認
め
た
発
言
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
X
現
世
に
お
い
て
は
神
明
の
罰
に
よ
っ
て

滅
ぶ
と
も
阿
弥
陀
に
よ
る
来
世
で
の
救
済
を
願
う
、
と
の
こ
と
ば
が
続
き
う
る
の
で
あ
る
。
自
ら
の
一
門
の
「
朝
敵
と
し
て
の
滅
亡
」

を
肯
定
す
る
こ
と
ば
を
時
子
に
語
ら
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
延
慶
本
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
了
解
で
き
）
9
（

る
。
お
そ
ら
く
、
覚
一
本
編
者
に

は
こ
の
延
慶
本
の
主
張
は
受
け
入
れ
難
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
覚
一
本
は
全
く
異
な
る
方
向
へ
延
慶
本
本
文
を
改
編
し
た
の
で
あ
る
。

屋
代
本
の
あ
っ
け
な
い
叙
述
も
、
延
慶
本
の
こ
の
叙
述
を
受
け
入
れ
難
か
っ
た
ゆ
え
の
極
端
な
本
文
カ
ッ
ト
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

時
子
の
発
言
の
最
後
⃞ｉ
も
、
覚
一
本
と
は
異
な
る
全
く
の
時
子
の
感
慨
で
あ
る
。
延
慶
本
で
は
、
時
子
は
安
徳
天
皇
を
お
ぶ
っ
て
は

い
て
も
、
あ
の
幼
い
問
い
以
降
は
そ
の
存
在
が
時
子
の
被
く
鈍
色
の
衣
に
隠
さ
れ
た
か
の
如
く
、
ひ
た
す
ら
時
子
の
姿
が
前
面
に
押
し

出
さ
れ
て
お
り
、「
二
位
殿
入
水
」
の
一
幕
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
延
慶
本
が
安
徳
天
皇
を
「
先
帝
」
と
記
し
続
け
る

の
も
故
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
覚
一
本
灌
頂
巻
に
あ
る
建
礼
門
院
の
六
道
譚
「
地
獄
」
を
語
る
な
か
で
繰
り
返
さ
れ
た
安
徳
天
皇
入
水
場
面
は
、
延
慶
本
で

は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
延
慶
本
の
大
原
御
幸
（
第
六
末　

法
皇
小
原
へ
御
幸
成
る
事
）
で
は
、
女
院
の
六
道
譚
中
の

地
獄
で
は
安
徳
天
皇
入
水
を
記
さ
ず
、
六
道
譚
終
了
後
に
回
さ
れ
て
い
る
。
壇
浦
合
戦
で
の
叙
述
と
は
か
な
り
異
同
が
み
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
安
徳
天
皇
の
問
い
以
降
に
限
定
し
て
取
り
上
げ
る
。

「
い
づ
く
へ
行
く
べ
き
ぞ
」
と
先
帝
仰
せ
ら
れ
し
か
ば
、「
浄
土
へ
具
し
進
ら
す
べ
し
」
と
て
、
先
ず
伊
勢
大
神
宮
の
方
を
伏
し
拝

み
奉
り
給
ひ
て
、
西
に
向
て
、「
流
転
三
界
中
、
恩
愛
不
能
断
、
奇
恩
入
無
為
、
真
実
報
恩
者
、
南
無
西
方
極
楽
教
主
阿
弥
陀
仏
」

と
十
念
高
声
に
唱
給
ひ
て
、「
設
我
得
仏
、
十
方
衆
生
、
至
心
信
楽
、
欲
生
我
国
、
乃
至
十
念
、
若
不
生
者
、
不
取
正
覚
、
光
明
遍
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照
十
方
世
界
、
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
の
御
誓
ひ
た
が
へ
給
わ
ず
、
必
ず
引
摂
を
垂
給
へ
」
と
唱
も
あ
へ
給
は
ず
、
海
に
飛
び
入
り

給
ひ
し
音
計
り
ぞ
か
くマ
ヽ

か
に
船
底
に
聞
へ
し
か
ど
も
、
消
え
は
て
絶
入
り
に
し
心
の
内
な
れ
ば
、
夢
に
夢
見
る
心
地
し
て
、
貞さ
だ
かに

も
覚
へ
侍
ら
ざ
り
き
。

　

壇
浦
合
戦
で
の
時
子
の
こ
と
ば
と
は
随
分
異
な
っ
て
い
る
。
か
つ
そ
こ
に
は
な
か
っ
た
「
伊
勢
大
神
宮
」
の
方
を
礼
拝
す
る
と
い
う

行
為
が
加
わ
っ
て
い
る
。
建
礼
門
院
の
語
り
の
中
と
い
う
設
定
で
あ
る
か
ら
、
建
礼
門
院
に
聞
こ
え
た
こ
と
の
み
と
い
う
限
定
が
加
わ

る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
建
礼
門
院
と
し
て
は
、
時
子
が
平
家
を
朝
敵
と
認
め
る
発
言
を
し
た
こ
と
を
、
法
皇
に
は
伝
え
た
く
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
壇
浦
で
「
今
ぞ
知
る
」
歌
に
続
き
「
最
後
の
十
念
唱
つ
つ
」
と
の

み
書
か
れ
た
最
後
の
十
念
が
こ
こ
で
は
「
流
転
三
界
中
」
以
下
詳
細
に
記
さ
れ
、
さ
ら
に
阿
弥
陀
の
四
十
八
願
中
の
第
十
八
願
が
加
え

ら
れ
る
な
ど
徹
底
し
た
浄
土
思
想
が
語
ら
れ
て
い
て
、
延
慶
本
に
多
く
見
ら
れ
る
唱
導
色
そ
の
ま
ま
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
安
徳
天
皇
ど
こ
ろ
か
、
時
子
の
姿
す
ら
お
ぼ
ろ
げ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

壇
浦
で
の
時
子
の
言
葉
は
、
時
子
の
入
水
を
語
る
建
礼
門
院
の
発
言
の
少
し
後
に
、
女
院
自
身
の
こ
と
ば
と
し
て
見
え
る
。

誠
に
振
旦
高
麗
に
は
賢
を
え
ら
び
智
を
尊
び
て
、
其
氏
な
ら
ね
ど
も
天
子
の
位
を
践
む
と
か
や
。
我
朝
に
は
御
裳
濯
川
の
御
流
の

外
は
、
此
国
を
治
め
給
わ
ず
。
然
に
先
帝
は
神
武
八
十
代
の
正
流
を
受
て
、
十
善
万
機
の
位
を
践
給
な
が
ら
、
齢
未
だ
幼
少
に
ま

し
ま
し
し
か
ば
、
天
下
を
自
ら
治
る
事
も
な
し
。
何
の
罪
に
依
て
か
、
忽
ち
に
百
王
鎮
護
の
御
誓
に
漏
れ
給
ぬ
る
に
や
。
是
即
我

等
が
一
門
、
只
官
位
俸
禄
身
に
余
り
、
国
家
を
煩
は
す
の
み
に
あ
ら
ず
、
天
子
を
蔑
如
し
奉
り
、
神
明
仏
陀
を
滅
し
、
悪
業
所
感

の
故
也
。

延
慶
本
は
、
壇
浦
で
は
時
子
に
、
大
原
御
幸
で
は
建
礼
門
院
に
、
平
家
一
門
を
朝
敵
と
認
め
る
発
言
を
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
建
礼
門
院

の
法
皇
に
対
す
る
語
り
の
中
で
の
時
子
の
発
言
を
変
更
し
た
の
は
、
建
礼
門
院
に
こ
れ
を
認
め
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
読
め
る
。
こ
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れ
も
延
慶
本
編
者
が
主
張
し
た
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
覚
一
本
が
壇
浦
で
の
入
水
場
面
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
を
繰
り
返
す
の
は
、

明
確
な
延
慶
本
の
方
法
へ
の
拒
否
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
延
慶
本
は
な
ぜ
こ
こ
に
突
然
「
先
ず
伊
勢
大
神
宮
の
方
を
伏
し
拝
み
奉
り
給
ひ
て
」
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
壇
浦

で
は
伊
勢
大
神
宮
に
「
聞
し
召
せ
」
と
は
い
い
な
が
ら
時
子
が
向
か
っ
て
い
た
の
は
「
王
城
の
か
た
」
で
あ
っ
た
。
延
慶
本
の
引
用
部

分
の
直
前
に
は
、
壇
浦
合
戦
で
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
建
礼
門
院
と
時
子
の
問
答
が
あ
り
、
時
子
が
生
き
残
っ
て
後
の
世
を
弔
え
と
遺
言

す
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
遺
言
は
お
そ
ら
く
『
閑
居
友
』
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
）
10
（
る
。

女
人
を
ば
昔
よ
り
殺
す
事
な
し
。
構
え
て
残
り
留
ま
り
て
、
い
か
な
る
さ
ま
に
て
も
後
の
世
を
弔
ひ
給
ふ
べ
し
。
親
子
の
す
る
弔

ひ
は
、
必
ず
叶
ふ
事
也
。
誰
か
は
今
上
の
後
世
を
も
、
我
が
後
世
を
も
弔
は
ん
。

 

（
下
巻
第
八
話　

建
礼
門
女
院
の
御
庵
に
、
忍
び
の
御
幸
の
事
）

延
慶
本
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
、
小
異
は
あ
る
が
覚
一
本
灌
頂
巻
六
道
譚
に
も
こ
れ
は
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
建
礼
門
院
の
後
白
河
法
皇

に
対
面
し
て
の
語
り
に
延
慶
本
は
こ
の
説
話
を
採
用
し
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
。『
閑
居
友
』
の
こ
の
直
前
に
「
ま
づ
は
伊
勢
大
神
宮
を

拝
ま
せ
参
ら
せ
、
次
に
西
方
を
拝
み
て
入
ら
せ
給
ひ
し
に
」
と
あ
る
、
こ
の
文
言
を
延
慶
本
は
順
序
を
逆
転
さ
せ
て
遺
言
の
後
に
取
り

込
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
原
御
幸
で
の
法
皇
と
の
問
答
に
『
閑
居
友
』
の
説
話
を
素
材
と
し
て
利
用
し
た
が
、
そ
れ
を
遡
っ
て
壇
浦

に
ま
で
は
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
延
慶
本
で
は
壇
浦
と
大
原
御
幸
と
で
非
常
に
異
な
る
時
子
の
発
言
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
壇
浦
で
は
延
慶
本
は
時
子
に
「
朝
敵
と
し
て
滅
ぶ
平
家
」
を
認
め
る
発
言
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
重

き
を
お
い
て
い
て
、
大
原
御
幸
で
建
礼
門
院
が
法
皇
に
語
る
こ
と
ば
と
の
整
合
性
を
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
方
が
、
よ
り
正
確

か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
覚
一
本
は
壇
浦
と
六
道
譚
に
整
合
性
を
持
た
せ
る
こ
と
を
重
視
し
た
。
し
か
し
、
時
子
の
遺
言
は
六
道
譚
に
必
要
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で
あ
っ
）
11
（
た
。
そ
の
際
覚
一
本
は
延
慶
本
本
文
の
み
を
素
材
と
し
た
の
で
は
な
く
、『
閑
居
友
』
を
再
び
参
看
し
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
。「
伊
勢
大
神
宮
を
拝
み
参
ら
せ
」
と
い
う
一
句
が
覚
一
本
の
壇
浦
で
の
時
子
の
発
言
を
引
き
出
す
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
察
す
る
。

　

も
う
一
方
で
屋
代
本
は
、
延
慶
本
の
本
文
を
と
ら
ず
、
か
つ
覚
一
本
の
よ
う
な
改
変
を
行
う
こ
と
も
な
く
、
壇
浦
・
六
道
譚
の
両
方

を
非
常
に
簡
略
に
す
る
こ
と
で
自
ら
の
道
を
選
び
、「
六
代
被
斬
」
で
全
巻
を
完
結
さ
せ
る
も
う
一
つ
の
『
平
家
物
語
』
の
全
体
構
想
を

完
成
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

延
慶
本
・
覚
一
本
・
屋
代
本
が
三
者
三
様
に
『
平
家
物
語
』
を
作
り
上
げ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
が
、
壇
浦
合
戦
安
徳
天

皇
入
水
場
面
の
本
文
異
同
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

註（１
）
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
論
は
、
簡
単
に
整
理
し
て
記
す
に
は
複
雑
多
岐
に
及
ん
で
い
る
が
、
あ
え
て
山
下
宏
明
氏
・
千
明
守
氏
ら
の
こ
れ
ま
で

の
立
論
に
従
う
立
場
で
大
き
な
道
筋
の
み
を
記
し
た
。
近
年
櫻
井
陽
子
氏
に
よ
っ
て
現
存
延
慶
本
に
後
の
改
変
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
す
べ
て
の
本
文
に
つ
い
て
の
検
証
は
現
段
階
で
は
困
難
な
こ
と
も
あ
り
、
現
状
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
形
で
の
考
察
に
な
っ
た
こ
と

を
、
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。
な
お
時
子
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
「
二
位
尼
時
子
」
と
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
武
久
堅
氏

の
「
二
位
尼
」
は
通
称
で
あ
り
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
地
の
文
で
の
使
用
例
は
な
く
、「
二
位
殿
時
子
」
が
本
文
に
忠
実
な
呼
称
で
あ
る
と
の
指

摘
（
関
西
軍
記
物
語
研
究
会
第
八
十
五
回
例
会
（
二
〇
一
五
年
一
二
月　

大
阪
工
業
大
学
）
研
究
発
表
「「
外
祖
母
・
二
位
殿
」
の
底
意
地—

琵
琶

法
師
覚
一
検
校
の
力
点
」）
に
よ
り
、「
二
位
殿
時
子
」
と
し
、
論
中
で
は
「
時
子
」
と
し
た
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
２
）
安
徳
天
皇
が
背
負
わ
れ
て
い
る
か
、
抱
か
れ
て
い
る
か
、
帯
で
結
い
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
後
の
安
徳
天
皇
自
身
の
行
動
を
記
す
か
ど

う
か
と
関
わ
っ
て
壇
浦
合
戦
入
水
場
面
叙
述
の
重
要
な
要
素
と
な
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
安
徳
天
皇
に
関
し
て
、
特
に
覚
一
本
の
叙
述
を

通
し
て
考
え
る
時
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
別
稿
で
論
ず
る
心
づ
も
り
で
あ
る
。

（
３
）
富
倉
徳
次
郎
氏
『
平
家
物
語
全
注
釈
』
を
受
け
る
形
で
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
諸
注
に
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
平
家
物
語
』・『
新
定
源
平
盛
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衰
記
』（
水
原
一
氏
）、
三
弥
井
古
典
文
庫
『
平
家
物
語
』（
佐
伯
真
一
氏
）、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』（
山
下
宏
明
・
梶
原
正
昭
氏
）

な
ど
が
あ
る
。

（
４
）
覚
一
本
の
巻
七
「
維
盛
都
落
」
は
、
延
慶
本
で
は
本
文
が
異
な
り
、「
見
る
」「
御
覧
ず
」
を
使
用
し
な
い
。
巻
十
「
横
笛
」
は
本
文
が
相
当
異

な
る
も
の
の
「
相
見
る
」
の
使
用
が
一
例
あ
る
。
ま
た
巻
十
「
首
渡
」「
高
野
巻
」「
維
盛
出
家
」
に
も
覚
一
本
で
は
同
様
の
表
現
が
あ
り
、
延
慶

本
は
「
恋
し
き
ひ
と
を
も
今
一
度
見
ん
」「
北
方
に
替
ら
ぬ
形
を
今
一
度
見
へ
奉
て
」
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
替
ら
ぬ
形
」
と
限
定
さ
れ
る
場

合
は
単
に
視
覚
表
現
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
こ
こ
で
引
用
し
た
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
テ
キ
ス
ト
に
依
っ
た
。

『
竹
取
物
語
』　　
　

新
日
本
古
典
文
学
大
系　
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語
』　

岩
波
書
店

『
枕
草
子
』　　
　
　

新
日
本
古
典
文
学
大
系　
『
枕
草
子
』　　
　
　
　
　
　

岩
波
書
店

『
源
氏
物
語
』　　
　

新
潮
日
本
古
典
集
成　
　
『
源
氏
物
語
』　　
　
　
　
　

新
潮
社

『
徒
然
草
』　　
　
　

新
日
本
古
典
文
学
大
系　
『
方
丈
記　

徒
然
草
』　　
　

岩
波
書
店

な
お
、『
伊
勢
物
語
』
六
二
段
の
女
が
昔
の
夫
に
給
仕
す
る
場
面
で
、「
も
と
見
し
人
の
前
に
出
で
来
て
も
の
く
は
せ
な
ど
し
け
り
」
が
、
辞
書
の

見
出
し
語
「
み
る
」
の
用
例
に
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
女
が
男
を
「
見
る
」
と
の
例
と
し
て
、「
み
し
」
と
読
む
べ
き
か
、
本
文
で
述
べ
た

と
お
り
女
が
男
に
「
み
え
し
」
と
読
む
べ
き
か
、
問
題
が
あ
ろ
う
。

（
６
）
『
平
治
物
語
』
に
は
常
磐
が
六
波
羅
で
糾
問
さ
れ
る
場
面
が
あ
り
、『
閑
居
友
』
に
は
建
礼
門
院
が
後
白
河
法
皇
に
語
っ
た
と
し
て
、
時
子
の
入

水
後
「
残
れ
る
者
ど
も
、
目
の
前
に
命
を
失
ひ
、
あ
る
は
、
縄
に
て
さ
ま
ざ
ま
に
し
た
た
め
、
い
ま
し
む
。
少
し
も
情
け
お
残
す
事
な
し
」
と
の

叙
述
が
あ
る
。
女
性
の
み
に
関
す
る
描
写
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
建
礼
門
院
の
乗
っ
て
い
た
舟
で
あ
る
か
ら
縄
で
縛
ら
れ
た
な
か
に
は
女
性
も

い
た
で
あ
ろ
う
。

（
７
）
拙
稿
「
平
家
物
語
八
坂
流
本
に
お
け
る
巻
十
二
」（『
軍
記
と
語
り
物
』
第
22
号
一
九
八
六
年
三
月
、『
軍
記
と
室
町
物
語
』
二
〇
〇
一
年
に
所

収
）
に
お
い
て
、
巻
十
二
「
六
代
被
斬
」
で
物
語
を
終
結
す
る
諸
本
の
終
わ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
８
）
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
関
西
軍
記
物
語
研
究
会
第
八
十
四
回
例
会
（
二
〇
一
五
年
七
月
二
六
日
龍
谷
大
学
）
で
「
安
徳
帝
入
水
叙
述
の
解
釈

—

『
平
家
物
語
』
異
本
本
文
比
較
の
意
味—

」
と
題
し
て
研
究
発
表
を
行
っ
た
。
本
稿
注
（
２
）
に
記
し
た
こ
と
も
同
様
で
あ
り
、
別
稿
で
論
ず

る
予
定
で
あ
る
。

（
９
）
「
我
等
が
累
葉
一
門
、
万
人
を
軽
し
め
朝
家
を
忽
緒
し
奉
り
、
雅
意
に
任
せ
て
自
ら
昇
進
に
驕
り
し
」
は
、
覚
一
本
の
構
成
に
よ
っ
て
指
摘
す
れ

ば
、
巻
五
ま
で
に
叙
述
さ
れ
る
清
盛
の
王
法
破
滅
の
悪
行
そ
の
も
の
と
い
え
る
。
忠
盛
が
得
た
殿
上
人
の
地
位
を
引
き
継
い
で
、
そ
の
後
清
盛
を
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棟
梁
と
す
る
一
門
が
中
央
政
界
に
華
々
し
く
参
入
し
栄
達
を
極
め
る
さ
ま
は
、
清
盛
の
太
政
大
臣
着
任
、
清
盛
子
弟
の
官
位
昇
進
、
娘
徳
子
の
高

倉
天
皇
入
内
、
安
徳
天
皇
の
誕
生
と
幼
く
し
て
の
即
位
と
次
々
に
達
成
さ
れ
、
そ
れ
と
並
行
す
る
よ
う
に
、「
殿
下
乗
合
」
以
降
福
原
遷
都
に
い
た

る
ま
で
の
「
平
家
の
悪
行
」
が
巻
五
ま
で
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
王
法
破
滅
の
悪
行
と
し
て
い
ず
れ
朝
敵
と
し
て
滅
ぶ
こ
と
も
予
言
的
に

記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
時
子
の
口
を
通
じ
て
語
ら
せ
る
こ
と
は
、
清
盛
亡
き
後
の
平
家
一
門
を
代
表
す
る
者
と
し
て
、
延
慶
本
は
時
子
を

想
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

（
10
） 

『
閑
居
友
』
の
こ
の
説
話
の
末
尾
に
は
、「
こ
れ
は
、
か
の
院
の
御
あ
た
り
の
事
を
記
せ
る
文
に
侍
り
き
。
何
と
な
く
見
過
ぐ
し
が
た
く
て
、
書

き
載
せ
侍
る
な
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
、
後
白
河
法
皇
周
辺
に
大
原
御
幸
の
際
の
建
礼
門
院
と
の
対
話
を
記
録
し
た
文
章
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
す
る
。『
平
家
物
語
』
が
取
り
入
れ
た
の
が
『
閑
居
友
』
か
ら
で
あ
る
の
か
、
別
の
資
料
で
あ
る
の
か
は
決
定
し
が
た
い
が
、
新
日
本
古

典
文
学
大
系
所
収
の
『
閑
居
友
』
脚
注
に
、「
平
家
物
語
に
お
け
る
中
心
的
主
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
六
道
輪
廻
の
事
が
閑
居
友
に
は
ほ
と
ん
ど
記

さ
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
説
得
力
に
や
や
乏
し
い
」
と
し
て
『
平
家
物
語
』
の
直
接
の
典
拠
と
考
え
る
こ
と
に
否
定
的
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
典
拠
と
な
る
も
の
に
六
道
輪
廻
の
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、『
平
家
物
語
』
に
六
道
輪
廻
の
事
が
書
か
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
は
ず
で
、
典
拠
と
な
る
も
の
が
い
か
な
る
思
想
で
叙
述
し
て
い
て
も
、『
平
家
物
語
』
が
六
道
輪
廻
に
建
礼
門
院
の
半
生
を
な
ぞ
ら

え
る
と
い
う
発
想
を
も
つ
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
『
平
家
物
語
』
が
自
ら
の
思
想
と
し
て
六
道
輪
廻
を
据
え
て
そ
の
上
に
『
閑
居
友
』

の
叙
述
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
、
本
稿
で
は
「『
閑
居
友
』
に
基
づ
く
」
と

記
し
た
。

（
11
） 

覚
一
本
に
お
け
る
時
子
の
遺
言
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
覚
一
本
の
選
択—

二
位
尼
と
二
つ
の
遺
言—

」（『
軍
記
と
室
町
物
語
』
二
〇
〇

一
年
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

＊ 

本
稿
は
、
大
谷
学
会
研
究
発
表
会
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
九
日　

大
谷
大
学
）
に
お
い
て
、「『
平
家
物
語
』
先
帝
入
水
叙
述
の
検
討—

二
位
尼
時

子
の
言
動
の
文
脈—

」
と
題
し
て
行
っ
た
研
究
発
表
を
も
と
に
再
検
討
し
、
か
な
り
の
増
補
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
大
谷
大
学
教
授　

国
文
学
）
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