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「
平
家
物
語
』
が
、
治
承
・
寿
永
の
変
革
期
を
見
事
に
文
学
的
に
定
着

さ
せ
た
こ
と
は
、
今
日
の
『
平
家
』
論
者
の
間
で
、
意
見
の
一
致
を
み
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
平
家
物
語
』
の
作
者
が
、
貴
族
の
側
に
属
し
な
が
ら
、
時
代
の
動
向

に
背
を
向
け
ず
歴
史
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
客
観
的
な
立
場
に
立
っ
て
、

た
じ
ろ
が
ず
に
凝
視
し
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
内
乱
を
、
‐
諸
事

件
・
諸
人
物
を
通
し
て
平
家
の
没
落
に
焦
点
を
お
き
つ
つ
、
歴
史
の
前
進

に
参
画
す
る
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
人
間
像
を
造
型
し
た
こ
と
も
異
論
の
な
い

と
こ
ろ
だ
。
「
平
家
』
の
作
者
が
、
・
古
代
貴
族
の
側
に
立
つ
人
間
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
平
氏
の
没
落
を
単
に
平
氏
の
没
落
と
み
ず
に
、
そ
の
没
落
を

自
分
を
も
含
め
て
の
、
古
代
貴
族
全
体
の
階
級
的
没
落
と
見
、
そ
こ
に
平

氏
の
没
落
を
通
じ
て
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
同
情
と
共
感
と
悲
哀
を
、
感
じ

註
①

た
て
あ
ろ
う
こ
と
は
、
「
平
家
』
の
作
者
が
信
濃
前
司
行
長
と
言
う
古
代
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貴
族
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
想
像
に
難
く
は
な
い
。
同
時
に
、
平
氏
を
滅

亡
に
追
い
や
っ
た
も
の
、
義
仲
や
義
経
な
ど
の
英
雄
と
そ
れ
を
取
り
ま
く

群
少
英
雄
の
東
国
武
士
団
に
対
し
て
は
、
平
氏
の
没
落
を
直
接
に
導
く
契

機
を
つ
く
り
そ
の
原
因
を
な
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
悪
人
だ
と

か
、
悪
行
だ
と
か
、
平
氏
に
敵
対
し
憎
む
べ
き
者
と
し
て
造
型
し
て
い
な

い
。
む
し
ろ
彼
等
の
平
氏
追
討
が
見
事
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
ま

さ
に
英
雄
的
な
行
為
に
恥
じ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
余
計
に
、
彼
等
の

行
動
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
、
よ
り
一
層
の
英
雄
像
を
造
型
さ
せ
て
ゆ
き
、

そ
れ
に
同
感
と
讃
嘆
の
気
持
を
倍
加
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
確
か
に
矛
盾
と
云
え
ば
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
様
な
態
度
に
つ
い
て
は
、

永
積
安
明
氏
が
既
に
問
題
に
さ
れ
、
そ
れ
を
論
究
さ
れ
て
い
る
。

平
家
作
者
は
、
あ
れ
ほ
ど
な
み
な
み
な
ら
ぬ
同
情
を
示
し
た
平
家
一
門

を
ほ
ろ
ぼ
す
敵
対
者
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
仲
の
進
軍
に
対
し

て
も
、
ま
た
き
わ
め
て
同
感
的
に
彼
に
よ
り
そ
っ
て
描
き
出
し
て
お
り
、

む
し
ろ
義
仲
が
平
家
を
撃
破
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
い
よ
い
よ
巨
大
な
英
雄

堀
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像
と
し
て
造
型
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
矛
盾
す
る
よ

註
②

う
な
造
型
あ
る
い
は
構
造
は
、
何
に
も
と
つ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
作
者
の
態
度
に
対
し
て
、
氏
は
次
の
よ
う
に
述
筆
へ

て
お
ら
れ
る
。

つ
ま
り
一
方
で
は
没
落
す
る
平
家
に
同
情
の
涙
を
そ
そ
ぎ
、
そ
の
悲

哀
を
内
面
的
か
つ
全
面
的
に
す
く
い
あ
げ
、
他
方
で
は
そ
の
よ
う
な
平

家
の
没
落
を
強
力
に
押
し
進
め
る
も
の
、
つ
ま
り
平
家
一
族
と
矛
盾
、

対
立
の
関
係
に
立
つ
義
仲
の
行
動
を
、
同
時
に
、
平
家
一
門
に
も
劣
ら

ぬ
同
感
を
も
っ
て
英
雄
的
巨
像
に
ま
で
完
成
し
え
た
の
は
、
原
説
話
や

、
、

原
語
り
の
担
い
手
の
相
違
に
も
と
づ
く
質
の
差
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
の
二
つ
の
も
の
を
同
時
に
展
望
し
う
る
眼
が
、
平
家
作
者
の

註
③

も
の
と
し
て
生
ま
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
の
平
家
作
者
の
眼
は
「
無
常
観
の
自
覚
を
と
お
し
て
、
否
定

的
契
機
の
確
認
に
媒
介
さ
れ
つ
つ
、
逆
に
積
極
的
な
現
実
へ
の
洞
察
・
接

近
を
可
能
に
し
た
」
眼
で
あ
り
、
そ
し
て
平
家
作
者
の
主
体
の
確
立
を
待

っ
て
、
始
め
て
可
能
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
言
葉
を

換
え
て
言
う
な
ら
、
平
家
作
者
は
、
中
世
の
変
革
期
の
歴
史
的
法
則
を
主

体
の
う
ち
に
体
現
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
「
平
家
物
語
』
は
、
単
純
に
無
常
観
の
文
学
だ
と
か
、
悲
哀
の

文
学
だ
と
か
、
歴
史
の
否
定
的
側
面
の
強
調
だ
け
に
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
も
の
で
は
な
く
、
積
極
的
な
中
世
の
変
革
期
の
歴
史
の
展
望
に
眼
を
向

け
た
こ
と
は
、
疑
い
な
い
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
れ
を
主
体
の
確
立
・
精
神

の
弁
証
法
と
名
づ
け
る
こ
と
も
異
論
は
な
い
と
思
う
が
、
こ
こ
に
ひ
と
つ

平
家
物
語
の
一
試
論

△

の
疑
問
が
あ
る
。
平
家
作
者
が
、
そ
の
よ
う
な
主
体
の
確
立
を
行
い
、
精

神
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
歴
史
の
必
然
性
を
法
則
的
認
識
に
ま
で
も
、
高
め

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
者
の
抽
象
的
・
観
念
的
次
元
に
お
け
る
認
識
は
、

な
ぜ
お
粗
末
な
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。

平
家
の
没
落
を
単
純
に
因
果
律
で
規
定
し
た
り
、
清
盛
の
悪
行
の
結
果

と
み
た
り
、
ま
た
そ
れ
は
俊
寛
や
成
親
、
そ
の
他
反
平
氏
運
動
に
立
ち
向

っ
た
死
者
の
怨
霊
と
き
め
つ
け
た
り
、
更
に
は
神
明
仏
陀
か
ら
見
離
さ
れ

た
り
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
作
者
の
認
識
は
、
上
の
変
革
期
の
歴

史
的
認
識
と
は
、
ほ
と
ん
ど
無
関
係
に
存
在
す
る
。
清
盛
の
悪
行
も
決
し

て
悪
の
た
め
に
悪
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
平
氏
政
権
と
言
う
社
会
的

歴
史
的
基
盤
よ
り
必
然
的
に
生
じ
た
悪
な
の
で
あ
り
、
平
氏
の
没
落
も
そ

れ
は
俊
寛
そ
の
他
の
怨
霊
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
古
代
末
期
の
貴
族
政
権

よ
り
中
世
の
領
主
政
権
に
移
る
過
渡
期
に
立
つ
六
波
羅
の
も
つ
政
治
体
制

の
弱
さ
の
、
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
変
革
期

の
歴
史
的
必
然
性
の
認
識
が
、
主
体
的
に
確
立
さ
れ
、
そ
れ
が
、
精
神
の

弁
証
法
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
て
い
た
も
の
な
ら
、
そ
れ
の
歴
史
的
必
然
性

に
対
す
る
客
観
化
（
具
象
化
）
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
於
て
も
、
作
品

に
そ
っ
て
過
不
足
な
く
表
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
平
氏
の

悪
行
や
、
怨
霊
や
、
神
明
仏
陀
の
背
離
と
言
う
平
家
作
者
の
抽
象
的
観
念

的
認
識
の
具
象
化
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
私
が
こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う

と
す
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
で
あ
り
重
盛
像
を
分
析
し
、
平
家
作
者

の
姿
勢
を
そ
れ
よ
り
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
の
も
、
実
は
そ
の
こ
と
に
外
な

ら
な
い
。
『
平
家
』
の
重
盛
像
の
形
象
化
が
恥
単
な
る
平
家
作
者
の
抽
象



重
盛
の
平
家
物
語
に
於
け
る
登
場
は
、
岩
波
本
で
は
具
体
的
に
「
清
水

寺
炎
上
」
か
ら
で
あ
る
。
重
盛
に
ふ
れ
た
最
初
は
、
「
吾
身
栄
花
」
の
冒
頭

に
「
吾
身
の
栄
花
を
極
る
の
み
な
ら
ず
、
一
門
共
に
繁
昌
し
て
嫡
子
重
盛
、

内
大
臣
の
左
大
将
」
云
々
と
、
平
氏
一
門
の
栄
花
の
様
を
事
務
的
に
列
挙

し
た
に
始
ま
る
が
、
こ
の
重
需
は
父
の
清
盛
と
は
対
蹄
的
に
聖
人
君
子
風

の
優
な
る
人
で
あ
っ
た
。
実
在
の
重
盛
が
ど
の
様
な
人
物
か
は
詳
し
く
は

わ
か
ら
な
い
が
、
「
愚
管
抄
』
に
は
、
重
盛
の
こ
と
を
「
イ
ミ
ジ
ク
心
ウ

註
④

ル
ハ
シ
ク
テ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
家
作
者
の
重
盛
像
の
造
型

は
根
も
葉
も
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
・
清
盛
の
平
氏

一
門
に
対
す
る
存
続
を
は
か
る
た
め
の
腐
心
と
実
行
と
が
、
次
燕
と
反
平

氏
運
動
を
呼
び
起
し
、
平
氏
一
門
を
さ
げ
す
む
者
が
、
出
て
来
る
が
平
重

盛
は
こ
の
蔑
視
は
ま
ぬ
が
れ
た
ら
し
い
。
反
平
氏
運
動
の
頂
点
に
位
置
す

る
法
皇
で
す
ら
、
「
今
に
始
ぬ
事
な
れ
共
、
内
府
が
心
の
中
こ
そ
槐
し
け

的
認
識
の
具
象
化
に
し
か
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
「
平
家
』
は
明
瞭
に
物
語
っ
て

い
る
。
『
平
家
』
の
作
者
が
、
中
世
の
必
然
性
の
法
則
的
認
識
に
ま
で
到

達
し
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
重
盛
の
形
象
は
文
学
的
に
不
毛
と
な
り
、
作
者

の
単
な
る
メ
ガ
ホ
ン
化
に
終
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
が

問
題
だ
。

し
か
し
現
在
の
私
の
力
で
は
、
右
の
疑
問
は
手
に
あ
ま
る
問
題
で
あ
り
、

私
は
重
盛
像
を
私
な
り
に
分
析
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
そ
の
分
析
を
通

じ
て
、
そ
の
疑
問
が
少
し
で
も
解
決
さ
れ
れ
ば
幸
い
だ
が
。

Ⅱ

ナ

れ
。
あ
た
を
ぱ
恩
を
以
て
報
ぜ
ら
れ
た
り
。
」
と
言
い
、
他
の
連
中
は
な

お
さ
ら
、
「
果
報
こ
そ
目
出
た
う
て
、
大
臣
の
大
将
に
こ
そ
至
ら
め
。
容

儀
帯
偶
人
に
勝
れ
、
才
智
才
学
さ
へ
超
た
る
べ
し
や
は
。
」
と
褒
め
る
の

も
無
理
な
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
際
、
重
盛
は
す
ぐ
れ
た
人
物
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
平
氏
一
門
の
中
で
な
ぜ
彼
だ
け
が
、
批
難
を
ま
ぬ
が

れ
、
上
も
下
も
ほ
め
ぬ
人
の
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
あ
た
り
に

実
は
『
平
家
』
の
作
者
の
意
図
が
う
か
が
え
そ
う
だ
。
以
下
物
語
に
そ
っ

て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

法
皇
の
側
近
で
日
頃
よ
り
寵
愛
を
う
け
て
い
た
新
大
納
言
成
親
は
、
折

か
ら
左
大
将
の
欠
官
を
幸
い
と
し
て
、
そ
の
地
位
を
望
む
。
こ
の
左
大
将

の
後
任
に
は
、
徳
大
寺
の
実
定
が
適
任
視
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
ほ
か
に

も
、
そ
の
地
位
を
望
ん
だ
人
は
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
成
親
の
さ
ま
ざ
ま
の
祈
願
空
し
く
、
左
大
将
は
重
盛
、
右

大
将
は
宗
盛
と
平
家
一
門
で
し
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
事
実
を
知
っ
た

成
親
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
徳
大
寺
、
花
山
院
に
越
え
ら
れ
た
ら
む

は
、
い
か
其
せ
ん
。
平
家
の
次
男
に
、
越
え
ら
る
入
こ
そ
安
か
ら
ね
。
．
：

Ｄ
：
」
Ｏこ

の
平
家
の
次
男
と
は
勿
論
重
盛
の
弟
宗
盛
で
あ
る
。
成
親
の
所
望
が

右
大
将
で
な
く
、
左
大
将
で
あ
っ
た
か
ら
口
惜
し
が
る
な
ら
、
そ
の
所
望

の
地
位
を
奪
っ
た
重
盛
に
そ
の
ほ
こ
先
を
向
け
れ
ば
よ
い
の
に
、
そ
れ
を

せ
ず
に
次
男
の
宗
盛
の
右
大
将
就
任
を
口
惜
し
が
っ
た
の
は
、
興
味
あ
る

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
成
親
の
妹
を
重
盛
が
要
り
、
ま
た
重
盛
の
嫡
子
維
盛
が
成
親
の



娘
を
要
っ
て
い
る
と
言
う
血
縁
関
係
か
ら
、
重
盛
攻
撃
を
さ
し
控
え
た
の

だ
と
解
釈
出
来
そ
う
だ
が
、
こ
の
真
相
は
、
重
盛
が
「
容
儀
帯
個
人
に
勝

れ
、
才
智
才
学
さ
へ
世
に
超
た
る
。
へ
し
や
は
。
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
人

物
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
成
親
の
批
難
は
当
ら
な
か
っ
た
と
す
る
方
が
、
・

穏
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
に
か
く
重
盛
は
犯
し
難
い
完
壁
な
人
物
で
あ

っ
た
。
反
平
氏
運
動
の
最
初
の
謀
反
で
あ
る
鹿
谷
事
件
は
、
院
の
側
近
の

間
で
計
画
さ
れ
実
行
に
う
つ
さ
れ
る
。
法
皇
も
こ
れ
に
参
画
す
る
が
、
謀

反
に
組
し
た
者
の
一
人
、
多
田
蔵
人
行
綱
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
、
発
覚
し

た
一
味
の
徹
底
的
な
処
罰
が
行
わ
れ
る
。
『
平
家
物
語
」
で
は
、
ほ
と
ん

ど
清
盛
一
人
が
、
敢
然
と
し
て
そ
の
謀
反
に
対
処
し
て
い
る
。
平
家
は
政

治
的
に
は
、
古
代
的
政
権
で
あ
っ
た
が
、
道
長
な
ど
の
そ
れ
と
は
異
り
、

軍
事
的
な
勢
力
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
清
盛
の
謀
反
人
処

罰
の
命
令
に
、
宗
盛
以
下
一
門
の
人
冬
そ
の
他
の
武
士
が
雲
霞
の
ご
と

く
に
集
っ
た
。
「
平
家
物
語
」
で
は
其
夜
の
う
ち
に
、
西
八
条
の
清
盛
の

邸
に
は
、
六
、
七
千
騎
の
兵
士
が
集
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
。
平
家
の
嫡

子
、
重
盛
は
事
件
が
一
段
落
し
て
か
ら
や
っ
て
来
た
。
そ
れ
も
重
盛
の
嫡

子
、
維
盛
、
衛
府
四
、
五
人
、
随
身
二
、
三
人
と
言
う
い
で
立
ち
で
あ
る
。

武
士
は
一
人
も
つ
れ
て
い
ず
「
殊
に
大
様
げ
」
で
あ
っ
た
。
貞
能
が
「
な

ど
是
程
の
御
大
事
に
、
軍
兵
を
ば
一
人
も
召
具
せ
ら
れ
候
は
ぬ
ぞ
・
」
と

言
う
と
、
「
大
事
と
は
天
下
の
大
事
を
こ
そ
い
へ
、
私
事
を
大
事
と
云
様

や
あ
る
。
」
と
い
ま
し
め
て
い
る
。

重
盛
の
大
事
は
、
平
氏
の
大
事
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
朝
家
の
大
事
を

さ
す
の
だ
。
自
分
が
平
氏
一
門
の
嫡
子
で
あ
り
な
が
ら
、
平
氏
の
危
機
に

平
家
物
語
の
一
試
論

対
し
て
感
ぜ
ず
、
大
様
に
振
舞
い
泰
然
自
若
と
し
て
い
る
の
は
、
よ
く
よ

く
車
盛
は
冷
静
で
朝
家
中
心
主
義
で
こ
り
固
ま
っ
た
人
物
に
相
違
な
い
。

こ
の
こ
と
は
後
に
ゆ
く
ほ
ど
明
僚
に
な
る
。
清
盛
の
前
で
言
う
彼
の
小
教

、
、

訓
も
、
教
訓
と
言
う
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
が
、
彼
の
思
想
的
立
場

が
ど
こ
に
あ
る
か
明
瞭
に
披
歴
さ
れ
て
い
る
。

刑
の
疑
し
き
を
ぱ
軽
ん
ぜ
よ
・
功
の
疑
し
き
を
ぱ
重
ん
ぜ
よ
・

世
の
為
君
の
為
、
家
の
為
の
事
を
以
て
申
候
。

積
善
家
必
餘
慶
あ
り
積
悪
門
に
は
必
餘
映
と
■
ま
る
と
こ
そ
承
れ
。

こ
の
右
に
あ
げ
た
言
葉
で
な
に
か
感
じ
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
清
盛
に

、
、
、
、
、

対
し
て
普
遍
的
一
般
的
原
理
を
以
て
対
決
し
よ
う
と
す
る
。
対
決
し
よ
う

と
す
る
と
言
う
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
重
盛
は
本
質
に
於
て
対
決
し
て
い

な
い
。
対
立
し
対
決
す
る
位
置
に
彼
等
は
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
普
遍
的

な
原
理
は
時
間
空
間
を
越
え
て
存
在
す
る
論
理
で
あ
り
、
中
世
変
革
期
の

清
盛
と
言
う
軍
事
的
独
裁
者
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
こ
の
平
氏
政
権
の
基
盤

の
上
に
見
合
っ
た
形
で
即
応
さ
れ
た
意
見
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
重
盛

の
言
葉
は
、
清
盛
の
急
を
つ
げ
る
危
機
に
対
処
す
る
に
、
な
に
も
有
効
に

作
用
し
て
い
な
い
・
重
盛
は
天
皇
や
法
皇
の
権
威
を
絶
対
化
し
て
い
る
た

め
、
非
の
す
、
へ
て
を
清
盛
に
お
し
つ
け
る
。

狼
し
く
法
皇
を
価
け
参
ら
せ
給
は
ん
事
、
天
照
大
神
、
正
八
幡
宮
の

神
慮
に
も
背
き
候
ひ
な
ん
ず
。

日
本
は
是
神
国
也
。
神
は
非
礼
を
受
給
は
ず
。

然
れ
ば
君
思
召
立
と
こ
ろ
、
道
理
半
無
に
非
ず
・
‐

人
倫
の
道
を
絶
対
化
し
よ
う
と
す
る
精
神
が
、
現
実
や
ま
た
清
盛
の
悪

一
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行
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
の
根
本
を
見
抜
く
目
を
く
も
ら
せ
る
人
間
重
盛

を
造
型
さ
せ
る
。
清
盛
と
重
盛
と
の
こ
の
関
係
は
、
こ
の
様
な
具
体
者
と

超
越
的
理
論
に
達
し
た
理
想
人
と
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
対
立
出
来
る
ま

で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
人
間
が
対
立
的
関
係
に
お
か
れ
る
場
合
、
相
手

が
相
互
に
価
値
に
於
て
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
神
仏
の
様

な
重
盛
（
こ
の
こ
と
は
あ
と
で
詳
し
く
ふ
れ
る
）
と
、
き
わ
め
て
我
執
の
強
い
、

一
門
の
繁
栄
を
極
端
に
願
う
清
權
で
は
、
真
の
意
味
で
の
対
立
に
な
ら
な

い
。
彼
等
の
存
在
す
る
次
元
が
違
う
か
ら
だ
。

清
盛
が
い
か
に
平
氏
一
門
の
繁
昌
と
栄
華
に
腐
心
し
努
力
し
た
か
は
、

『
平
家
物
語
』
で
は
ち
ょ
っ
と
注
意
し
て
読
め
ば
至
る
と
こ
ろ
に
看
取
さ

れ
る
。さ

き
の
多
田
蔵
人
行
綱
の
裏
切
り
行
為
の
告
白
に
、
「
入
道
大
に
驚
き

大
声
を
も
て
、
侍
共
よ
び
の
虫
し
り
給
ふ
事
聞
も
お
び
た
Ｎ
し
。
」
と
狼

狽
し
た
様
や
、
「
教
訓
状
」
で
「
太
政
入
道
は
、
か
様
に
人
を
数
多
縛
め

置
て
も
、
猶
心
行
ず
や
思
は
れ
け
ん
。
」
と
あ
っ
て
、
彼
が
武
装
す
る
の

も
、
反
平
氏
運
動
に
よ
る
平
氏
一
門
の
崩
壊
を
恐
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
、
重
盛
の
教
訓
の
後
で
清
盛
自
身
「
浄
海
年
關
て

餘
命
幾
な
し
、
唯
子
を
孫
点
末
の
代
ま
で
も
安
穏
に
や
と
存
ず
る
計
也
・
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
上
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
清

盛
が
自
己
の
一
門
の
繁
栄
と
栄
華
と
に
腐
心
し
努
力
す
る
こ
と
が
、
か
え

っ
て
反
平
氏
運
動
を
招
き
、
反
清
臘
反
平
氏
の
集
団
や
組
織
を
強
め
る
役

目
を
果
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
清
盛
の
悪
行
は
、
単
な
る
悪
か
ら
起
っ

た
の
で
は
な
い
。
平
氏
の
強
大
な
勢
力
も
本
質
的
に
は
、
古
代
的
組
織
に

〆
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の
り
か
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
頼
朝
な
ど
の
領
主
体
制
と
本
質
的
に
区
別

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
平
氏
の
政
権
は
京
都
に
存
し
た
た
め
に
、
な
お
の
こ

と
周
囲
の
外
的
な
権
威
と
圧
力
と
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も

院
や
天
皇
や
摂
政
と
言
う
伝
統
的
権
威
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
に
、
平
氏

は
そ
の
政
治
的
不
安
に
い
つ
も
雲
わ
れ
勝
ち
だ
っ
た
。
清
盛
は
こ
の
古
代

的
な
体
制
を
維
持
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
の
地
位
を
存
続

す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
、
清
盛
の
あ
く
ま
で
も
自
己
の
地
位
と
一
門
の

地
位
と
安
定
の
た
め
に
腐
心
し
た
こ
と
が
、
か
え
っ
て
多
く
の
反
平
氏
運

動
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
等
平
氏
の
存
続
と

維
持
の
た
め
に
は
、
平
氏
に
敵
対
す
る
者
に
は
徹
底
的
に
対
処
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
清
盛
の
横
紙
破
り
の
行
為
も
、
結
局
は
そ
の
社
会

的
歴
史
的
関
係
か
ら
必
然
的
に
起
っ
て
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
平
家
』

の
作
者
は
、
表
面
的
現
実
に
あ
ま
り
と
ら
わ
れ
た
た
め
に
、
彼
の
社
会
的

歴
史
的
な
立
場
か
ら
の
清
盛
の
行
為
に
は
気
付
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

抽
象
的
に
も
、
と
言
う
よ
り
観
念
的
に
も
気
付
い
て
い
る
と
は
思
え
ぬ
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
重
盛
を
史
実
を
ゆ
が
め
て
ま
で
も
、
作
者
の
観
念
に
従

っ
て
造
型
し
清
盛
と
比
較
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
清
盛
の
悪
人
振
り
を
暴

露
す
る
と
言
う
対
照
的
手
法
は
と
ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

さ
て
、
重
盛
の
勃
訓
で
一
応
新
大
納
言
成
親
の
死
罪
を
思
い
と
ど
ま
っ

た
も
の
の
、
ま
だ
不
安
は
消
え
ぬ
清
盛
は
、
法
皇
を
鳥
羽
に
御
幸
さ
せ
よ

う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
も
重
盛
は
知
る
こ
と
と
な
り
、
や
ば
り
前
と
同
様

に
烏
帽
子
、
直
衣
子
姿
で
来
る
。
こ
の
重
盛
は
内
に
は
「
五
戒
を
保
て
慈

悲
を
先
と
し
」
、
外
に
は
「
五
常
を
乱
ら
ず
、
礼
儀
を
正
し
う
し
給
ふ
人
」

’
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で
あ
る
か
ら
、
清
盛
も
さ
す
が
親
な
が
ら
も
恥
し
く
思
っ
て
い
る
。
こ
こ

で
の
教
訓
が
「
教
訓
状
」
で
あ
り
「
蜂
火
之
沙
汰
」
で
あ
る
・
清
盛
の
法

皇
御
幸
の
話
を
聞
い
た
時
、
重
盛
は
涙
な
が
ら
に
そ
の
非
を
説
き
、
平
家

の
運
も
末
に
な
っ
た
と
言
う
。
こ
の
世
の
中
で
朝
恩
の
一
番
か
た
じ
け
な

い
こ
と
、
日
本
は
神
国
だ
か
ら
神
は
非
礼
を
お
受
け
に
な
ら
ぬ
故
に
、
法

皇
の
言
わ
れ
る
こ
と
は
道
理
な
か
ば
な
い
こ
と
は
な
い
。
中
で
も
こ
の
一

門
は
四
海
の
逆
賊
を
鎮
圧
す
る
こ
と
は
、
無
墜
の
忠
で
あ
る
が
其
賞
に
誇

る
こ
と
は
傍
若
無
人
で
あ
る
こ
と
、
君
の
た
め
に
は
い
よ
い
よ
奉
公
を
つ

く
し
、
民
の
た
め
に
は
ま
す
ま
す
哀
憐
を
た
れ
よ
と
説
諭
す
る
。
君
と
臣

と
を
比
較
す
れ
ば
、
君
の
方
が
逆
理
で
あ
る
か
ら
、
法
皇
側
を
守
護
す
る

と
言
う
。
そ
こ
で
有
名
な
決
の
言
葉
と
な
る
。

悲
哉
、
君
の
御
為
に
奉
公
の
忠
を
致
ん
と
す
れ
ば
、
迷
盾
八
万
の
頂

よ
り
猶
高
き
父
の
恩
忽
に
忘
れ
ん
と
す
。
痛
哉
、
不
孝
の
罪
を
遁
れ
ん

と
す
れ
ば
、
君
の
御
為
に
巳
に
不
忠
の
逆
臣
と
成
ぬ
く
し
。
進
退
惟
谷

れ
り
。
是
非
い
か
に
も
弁
へ
難
し
。

重
盛
は
こ
こ
で
彼
自
身
の
内
的
矛
盾
を
告
白
す
る
。
忠
君
と
孝
行
の
い

ず
れ
の
道
に
つ
こ
う
か
と
言
う
悩
み
な
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
内
心
の
矛
盾

は
重
盛
が
、
熊
野
に
参
詣
し
自
分
の
運
命
を
占
っ
た
時
に
、
彼
が
「
葱
に

、
、
、
、
、
、

列
し
て
、
世
に
浮
沈
せ
ん
事
、
敢
て
良
臣
孝
子
の
法
に
非
ず
・
」
云
灸
と

祈
念
し
た
言
葉
と
同
一
の
趣
意
を
も
つ
。
彼
が
こ
の
「
良
臣
孝
子
の
法
」

に
迷
う
の
も
、
忠
君
と
孝
子
の
二
者
択
一
の
選
択
に
迫
ら
れ
て
嘆
く
の
も
、

結
局
は
清
盛
の
横
暴
と
言
う
現
実
的
基
盤
よ
り
発
し
て
い
る
も
の
だ
が
、

こ
の
重
盛
の
悩
み
、
す
な
わ
ち
悩
み
の
両
側
面
が
す
雲
へ
て
儒
教
的
モ
ラ
ル

平
家
物
語
の
一
試
論

て
あ
る
こ
と
な
の
だ
。
重
盛
は
悩
み
の
中
に
於
て
す
ら
こ
の
儒
教
的
モ
ラ

ル
を
忘
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

「
平
家
物
語
」
に
は
多
数
の
人
物
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
人
物
は
ほ
ぼ
、

二
つ
の
類
型
に
わ
け
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
義
経
や
義
仲
や
清
盛

な
ど
の
様
な
人
物
で
、
彼
等
は
歴
史
的
現
実
を
積
極
的
に
生
き
て
ゆ
く
人

．
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間
で
あ
る
。
彼
等
は
、
最
後
は
没
落
す
る
と
言
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
て

も
、
そ
の
運
命
の
悲
惨
さ
を
行
為
す
る
こ
と
で
の
り
越
え
よ
う
と
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
も
う
一
つ
の
人
物
像
は
前
者
と
対
照
的
に
自
己
の
運
命
の
末

を
自
覚
し
、
世
を
は
か
な
ん
で
出
家
す
る
か
、
ま
た
は
積
極
的
に
活
動
せ

ぬ
消
極
的
人
間
像
で
あ
る
。
こ
の
人
物
の
二
大
類
型
の
う
ち
後
者
に
は
、

こ
の
重
盛
や
維
盛
や
高
倉
天
皇
や
、
そ
の
他
の
女
性
群
像
が
あ
る
。
文
学

的
形
象
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
二
大
類
型
の
う
ち
、
前
者
の
方
が
よ
り
す

ぐ
れ
て
い
る
。
『
平
家
」
は
所
詮
、
行
動
の
文
学
で
あ
り
、
人
間
の
行
動

を
通
し
て
、
心
情
の
叙
述
を
行
い
、
諸
人
物
の
リ
ア
ル
な
映
像
を
展
開
し

て
ゆ
く
文
学
な
の
だ
。
そ
の
点
で
、
『
平
家
」
は
『
今
昔
物
語
集
』
以
来

の
行
動
を
め
ぐ
っ
て
の
野
性
の
生
食
し
さ
を
最
も
正
統
に
継
承
し
た
と
言

え
る
。と

こ
ろ
で
こ
の
後
者
の
面
、
す
な
わ
ち
消
極
的
人
間
像
に
於
て
は
、
積

極
的
人
間
像
と
比
較
し
て
、
文
学
的
形
象
の
面
で
乏
し
い
の
は
、
彼
等
消

極
的
人
間
像
が
、
萩
極
的
に
行
動
せ
ぬ
ば
か
り
で
な
い
。
例
え
ば
、
『
平

家
」
と
同
時
代
の
鵬
長
明
の
『
方
丈
記
』
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
『
方
丈

記
』
の
作
者
、
長
明
は
現
実
の
世
界
に
背
を
向
け
た
隠
遁
者
で
あ
っ
た
。

行
動
に
於
て
は
彼
等
は
重
盛
や
維
盛
以
下
で
あ
る
。
し
か
し
な
ぜ
行
動
文

三
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学
で
な
い
『
方
丈
記
』
が
わ
れ
わ
れ
に
深
く
訴
え
る
も
の
を
，
も
つ
の
だ
る

》
フ
か
。こ

れ
を
『
平
家
』
の
重
盛
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
み
る
と
、
そ
の
解
決

は
か
な
り
鮮
明
に
な
る
。

「
方
丈
記
』
の
作
者
は
、
周
知
の
ご
と
く
鴨
社
の
禰
宜
の
家
に
生
ま
れ
、

和
歌
と
管
絃
の
道
に
親
し
み
、
和
歌
所
の
寄
人
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
確

か
に
貴
族
の
文
化
圏
内
に
成
長
し
た
人
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
鴨
長
明
は
社

寺
の
地
位
を
望
ん
だ
が
、
そ
れ
が
か
な
わ
ず
に
出
家
し
て
し
ま
う
の
て
あ

る
。
こ
こ
で
始
め
て
彼
は
狭
い
貴
族
的
世
界
よ
り
自
己
の
厳
し
い
現
実
に

批
判
的
に
目
を
向
け
る
様
に
な
る
。
そ
れ
が
あ
の
自
己
追
及
の
論
理
を
展

開
さ
せ
て
い
っ
た
「
方
丈
記
」
を
生
む
契
機
を
形
作
っ
て
い
く
の
だ
が
、

『
方
丈
記
』
の
作
者
は
、
と
に
か
く
社
寺
の
地
位
を
所
望
す
る
と
言
う
現

実
的
世
俗
的
執
着
心
を
強
く
も
っ
て
い
た
。
き
わ
め
て
世
俗
的
な
欲
望
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
人
間
的
だ
っ
た
と
言
え
る
。
出
家
し
て
か
ら
の

彼
の
生
活
は
、
平
安
を
極
め
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
彼
は
性
格
的
に

註
⑥

は
確
執
の
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
こ
と
は
勿
論
出
家
し
た
か
ら
と
言

っ
て
な
お
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
一
旦
捨
て
た
は
ず
の
現
実
世
界

や
自
然
の
世
界
に
執
着
し
、
出
家
し
て
も
そ
の
貴
族
的
執
着
は
去
ら
ず
、

、
、
、
、
、
、

：
：
．
…
…
・
北
に
よ
せ
て
、
障
子
を
へ
だ
て
奥
阿
弥
陀
の
絵
像
を
安
置
し
、

そ
ば
に
普
賢
を
か
け
、
ま
へ
に
法
花
経
を
お
け
り
。
東
の
き
は
に
わ
ら

び
の
ほ
ど
ろ
を
し
き
て
、
よ
る
の
ゆ
か
と
す
。
西
南
に
竹
の
つ
り
た
な

、
、
、

を
か
ま
へ
て
、
く
ろ
き
か
は
ご
三
合
を
お
け
り
。
す
な
は
ち
和
歌
、
管

、
、
、
、
、

、
、
、

絃
、
往
生
要
集
ご
と
き
の
抄
物
を
い
れ
た
り
。
か
た
は
ら
に
琴
琵
琶
お

註
⑦

の
ｊ
、
一
張
を
た
つ
。

と
言
う
貴
族
的
生
活
圏
内
に
属
す
る
も
の
を
捨
て
切
れ
ず
に
い
る
。
こ
の

こ
と
は
自
然
世
界
に
対
し
て
も
、
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
確
執
の
長

明
が
仏
の
教
え
に
従
っ
て
「
事
に
ふ
れ
て
執
心
な
か
れ
」
を
実
行
し
よ
う

と
し
た
こ
と
が
、
彼
の
出
家
の
生
活
の
破
綻
を
来
た
す
こ
と
に
な
る
。
彼

は
現
実
と
し
て
の
醜
悪
な
る
自
己
と
、
理
想
と
し
て
の
仏
の
教
え
の
矛
盾

に
ゆ
き
悩
む
。
『
方
丈
記
」
が
、
「
現
下
の
自
己
を
「
汝
』
と
客
体
化
し

て
呼
ん
で
い
る
よ
う
な
次
元
の
深
い
も
う
ひ
と
つ
の
自
己
を
発
見
し
て
い

註
⑧る

・
」
と
言
わ
れ
る
の
も
、
つ
ま
り
は
こ
の
理
想
と
現
実
と
の
自
己
矛
盾

の
ゆ
き
つ
い
た
結
果
で
あ
っ
た
。
同
じ
矛
盾
に
煩
悶
す
る
場
合
で
も
、

「
方
丈
記
』
と
「
平
家
』
の
重
盛
の
場
合
と
の
煩
悶
は
、
次
元
が
異
る
の

だ
。
「
方
丈
記
』
の
作
者
は
理
想
の
一
方
に
現
実
の
人
間
的
な
自
己
ｌ

そ
れ
が
い
か
に
醜
悪
で
あ
り
、
執
着
心
の
深
く
強
い
も
の
で
あ
っ
て
も

ｌ
を
有
し
て
い
る
に
反
し
て
、
『
平
家
』
の
重
盛
は
現
実
の
醜
悪
さ
と

は
無
縁
な
と
こ
ろ
に
自
己
を
お
い
て
い
る
。
重
盛
は
神
仏
に
ま
で
高
め
ら

画

れ
た
存
在
ゆ
え
に
、
そ
の
人
間
的
苦
悩
は
結
局
儒
教
的
モ
ラ
ル
に
終
始
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
神
々
や
仏
達
の
苦
悩
は
所
詮
人
間
に
訴
え
る

力
を
も
た
ぬ
。
理
論
的
に
訴
え
て
も
、
生
命
に
生
々
し
く
訴
え
る
と
こ
ろ

が
な
い
。
文
学
的
形
象
の
ま
ず
さ
は
、
こ
こ
に
も
原
因
が
あ
る
。

更
に
こ
の
重
盛
の
超
越
的
性
格
は
、
彼
が
運
命
を
予
見
す
る
力
を
有
し

て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
倍
加
さ
れ
る
。
重
盛
の
教
訓
や
訴
え
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
清
盛
は
成
親
を
死
罪
に
処
し
、
成
親
の
子
息
丹
波
の
少
将
成
経
、

平
判
官
康
頼
、
俊
寛
僧
都
の
二
人
を
鬼
界
が
島
に
流
す
に
い
た
る
。
｝
」
の

一
二
一
、

一
二
ニ
ノ
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た
め
俊
寛
は
恨
み
を
の
ん
で
当
地
で
悶
死
す
る
。
治
承
三
年
五
月
十
二
日

午
刻
の
頃
、
京
中
に
辻
風
が
激
し
く
吹
い
て
人
家
が
多
く
顛
倒
し
た
。
宮

中
で
神
祇
官
を
召
し
て
占
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
「
今
百
日
の
中
に
、
禄
を
奉

ず
る
大
臣
の
慎
、
別
し
て
は
天
下
の
大
事
、
丼
に
仏
法
王
法
共
に
傾
き
て
、

兵
革
相
続
す
、
へ
し
。
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
平
家
の
運
命
の
末
を
深
く

懸
念
し
て
い
た
重
盛
は
、
熊
野
に
参
詣
す
る
。
平
家
の
運
命
の
末
を
占
っ

て
み
た
と
こ
ろ
、
栄
耀
栄
華
も
一
期
の
み
で
、
末
長
く
続
か
な
い
こ
と
が

顕
れ
た
。
祈
念
の
最
中
に
、
燈
籠
の
火
の
様
な
も
の
が
重
盛
の
身
体
か
ら

出
て
、
ぱ
っ
と
消
え
る
様
に
失
せ
た
の
も
、
子
息
の
浄
衣
の
衣
が
喪
服
の

様
に
見
た
の
も
、
そ
の
具
体
的
な
顕
れ
で
あ
っ
た
。
彼
は
ま
た
同
じ
頃
に

霊
夢
を
見
て
い
る
。
ど
こ
と
も
知
ら
ぬ
浜
路
を
歩
い
て
い
る
と
『
道
の
傍

に
鳥
居
が
あ
っ
た
。
そ
の
鳥
居
は
春
日
大
明
神
の
烏
居
で
、
人
多
く
群
集

く
び

し
て
い
る
中
に
法
師
が
い
て
、
一
人
の
男
の
頭
を
指
し
上
げ
て
い
た
。
そ

く
び

く
ぴ

の
頭
は
清
盛
の
頭
で
「
是
は
平
家
大
政
入
道
殿
の
御
頭
を
悪
行
超
過
し
給

へ
る
に
依
て
、
当
社
大
明
神
の
召
取
せ
給
て
候
・
」
と
言
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
て
重
盛
は
、
一
門
の
人
食
が
得
意
の
絶
頂
を
極
め
て
い
る
時
、

既
に
平
家
の
運
の
末
を
早
く
も
悟
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

天
性
不
思
議
な
神
秘
的
な
性
格
を
具
え
て
い
た
重
盛
に
於
て
の
み
可
能
で

あ
っ
た
。
『
平
家
物
語
」
も
こ
の
こ
と
に
ふ
れ
、
「
天
性
此
大
臣
は
、
不
思

〆

議
の
人
に
て
、
未
来
の
事
を
も
兼
て
悟
給
け
る
に
や
…
…
」
と
言
っ
て
お

り
、
重
盛
が
霊
夢
を
見
た
夜
に
自
分
と
同
じ
夢
を
見
た
瀬
尾
太
郎
兼
康
に

対
し
て
、
「
神
に
も
通
じ
た
る
者
に
て
あ
り
け
り
：
：
．
．
」
と
感
じ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
重
盛
自
身
は
一
種
の
霊
媒
的
性
格
を
有
し
て
い
た
。
そ
う

平
家
物
語
の
一
試
論

言
え
ば
こ
の
重
盛
の
し
げ
は
「
霊
告
・
啓
示
・
降
臨
・
顕
祀
と
観
念
が
つ

註
⑨
よ
り
ま
し
．
よ
り
び
と

な
が
」
っ
て
い
る
ら
し
く
、
重
盛
の
モ
ラ
リ
ズ
ム
自
身
が
、
神
話
解
説
者

註
⑩

の
立
場
か
ら
す
る
発
想
法
だ
と
言
う
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
今
後
の
私
の
課
題
と
し
て
ゆ
き
た
い
。
想
像
を
た
く
ま
し

ゅ
う
す
れ
ば
、
重
盛
の
熊
野
参
詣
の
話
も
、
更
に
は
春
日
大
明
神
に
よ
る

霊
夢
も
、
そ
れ
等
の
教
団
や
神
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
至
当
と
思
わ
れ
る
。
「
平
家
』
が
語
り
を
も
っ
て
い

た
こ
と
、
及
び
例
え
ば
俊
寛
の
説
話
が
有
王
と
言
う
高
野
聖
に
よ
っ
て
語

註
⑪

ら
れ
た
と
言
う
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
推
測
は
誤
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

重
盛
は
清
盛
の
悪
行
を
い
ま
し
め
た
が
、
無
論
そ
の
こ
と
は
平
家
の
子

孫
を
末
長
く
繁
昌
さ
せ
た
い
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
悪
行
が
結
果

と
し
て
、
災
い
を
も
た
ら
す
こ
と
も
承
知
し
て
い
た
。

御
栄
花
残
る
所
な
け
れ
ば
、
思
召
す
事
在
ま
じ
け
れ
共
、
子
を
孫
灸

迄
も
繁
昌
こ
そ
あ
ら
ま
ぼ
し
う
候
へ
・
父
祖
の
善
悪
は
、
必
子
孫
に
及

ぶ
と
見
え
て
候
。
積
善
家
必
余
慶
あ
り
積
悪
門
に
は
必
余
映
と
Ｎ
ま
る

と
こ
そ
承
れ
。

こ
こ
に
は
因
果
思
想
が
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
作
者
の
思
想

で
あ
る
こ
と
は
、
明
か
で
あ
る
が
『
平
家
』
で
は
こ
の
因
果
思
想
が
、
神

明
仏
陀
と
結
合
す
る
の
だ
。
重
盛
の
見
た
春
日
大
明
神
に
よ
る
霊
夢
も
、

清
盛
の
悪
行
超
過
が
原
因
し
て
首
を
取
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
因
果
思
想
と
神
明
仏
陀
の
信
仰
と
の
結
び
つ
き
は
「
平
家
」
で

は
、
い
く
ら
も
指
摘
で
き
る
ほ
ど
だ
。

修
理
畢
て
、
清
盛
厳
島
へ
参
り
、
通
夜
せ
ら
れ
た
り
け
る
夢
に
、
御

三
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宝
殿
の
内
よ
り
、
震
結
た
る
天
童
の
出
て
、
「
是
は
大
明
神
の
御
使
な

り
。
汝
此
剣
を
以
て
一
天
四
海
を
し
づ
め
、
朝
家
の
御
ま
も
り
た
る
琴
へ

し
。
」
と
て
、
銀
の
蛭
巻
し
た
る
小
長
刀
を
賜
る
と
云
夢
を
見
て
、
覚
て

、
、
、
、
、
、
、
、

後
見
給
へ
ぱ
、
現
に
枕
上
に
ぞ
立
た
り
け
る
。
大
明
神
御
託
宣
有
て
、

、
、
、
、
、

「
汝
知
れ
り
や
忘
れ
り
や
、
或
聖
を
以
て
言
せ
し
事
は
、
但
悪
行
有
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ぱ
、
子
孫
迄
は
叶
ふ
ま
じ
き
ぞ
。
（
大
塔
建
立
）

平
家
は
福
原
の
旧
都
に
著
て
、
大
臣
殿
然
る
べ
き
侍
共
老
少
数
百
人

、
、
、
、
、
、
、

召
て
仰
ら
れ
け
る
は
、
「
積
善
の
余
慶
家
に
尽
き
、
積
悪
の
余
映
身
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

及
ぶ
故
に
、
神
明
に
も
放
た
れ
奉
り
、
君
に
も
捨
ら
れ
参
ら
せ
て
…
…

（
福
原
落
）

と
こ
ろ
で
重
盛
は
熊
野
参
詣
を
し
て
、
日
頃
の
煩
悶
や
澳
悩
の
解
決
を

自
身
で
試
み
る
こ
と
を
放
棄
し
て
、
神
仏
に
身
を
ゆ
だ
ね
よ
う
と
す
る
。

こ
の
こ
と
は
彼
が
天
性
不
思
議
な
神
仏
に
通
ず
る
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
来
る
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
た
。

親
父
入
道
相
国
の
体
を
見
る
に
悪
逆
無
道
に
し
て
、
動
す
れ
ば
君
を

悩
し
奉
る
。
重
盛
長
子
と
し
て
、
頻
に
諫
を
い
た
す
と
云
へ
ど
も
、
身

不
肖
の
問
、
彼
以
て
服
腐
せ
ず
。
（
中
略
）
此
時
に
当
て
、
重
盛
荷
う

も
思
へ
り
心
惣
に
列
し
て
、
世
に
浮
沈
せ
ん
事
、
敢
て
良
臣
孝
子
の
法

に
非
ず
。
し
か
じ
名
を
遁
れ
身
を
退
て
、
今
生
の
名
望
を
投
捨
て
、
来

世
の
菩
提
を
求
ん
に
は
。
但
凡
夫
薄
地
、
是
非
に
惑
る
が
故
に
、
猶
志

を
窓
に
せ
ず
。
南
無
権
現
金
剛
童
子
、
願
く
は
子
孫
栄
絶
え
ず
し
て
、

仕
て
朝
廷
に
交
は
る
．
へ
く
ぱ
、
人
道
の
悪
心
を
和
て
、
天
下
の
安
全
を

得
し
め
給
へ
。
栄
耀
又
一
期
を
限
て
、
後
昆
恥
に
及
ぶ
べ
く
ば
、
重
盛

三
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が
運
命
を
っ
Ｎ
め
て
来
世
の
苦
輪
を
助
け
給
へ
。
両
箇
の
求
願
、
偏
に

冥
助
を
仰
ぐ
。

熊
野
権
現
示
現
以
後
の
彼
は
、
た
と
え
抽
象
的
に
も
、
清
盛
の
悪
行
を

お
し
と
ど
め
る
行
動
を
一
切
と
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
こ
の
神
仏
信
仰
が
、

彼
の
言
動
に
い
か
に
力
強
く
働
い
た
か
は
、
幾
日
も
経
ず
に
な
っ
た
病
を

語
る
「
医
師
問
答
」
で
明
か
だ
。
重
盛
は
自
分
の
病
気
を
権
現
納
受
の
顕

れ
と
思
っ
て
何
等
治
療
し
な
か
っ
た
。

権
現
既
に
御
納
受
あ
る
に
こ
そ
と
て
、
療
治
も
し
た
ま
は
ず
祈
祷
を

も
致
さ
れ
ず

清
盛
が
彼
の
病
を
心
配
し
て
、
宋
朝
よ
り
来
日
し
た
名
医
に
医
療
を
加

え
て
も
ら
う
様
に
と
伝
え
に
や
っ
た
が
、
言
下
に
そ
れ
を
し
り
ぞ
け
て
い

つ
（
》
○

彼
は
自
分
の
病
が
定
業
で
あ
り
、
権
現
の
納
受
に
よ
る
も
の
と
悟
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
ど
こ
ま
で
も
神
仏
に
忠
実
で
あ
る
。
人
間
一
生

の
最
大
の
問
題
、
死
と
言
う
事
実
に
直
面
し
て
す
ら
彼
は
た
じ
ろ
が
皿
。

ま
た
、
彼
自
身
の
モ
ラ
ル
を
ど
こ
ま
で
も
貫
徹
し
得
た
。

若
か
の
医
術
に
依
て
存
命
せ
ぱ
、
本
朝
の
医
道
無
に
似
た
り
。
医
術

効
験
な
く
ん
ぱ
、
面
謁
所
詮
な
し
。
就
中
本
朝
鼎
臣
の
外
相
を
以
て
、

異
朝
浄
遊
の
来
客
に
見
ん
事
、
且
は
国
の
恥
、
且
は
道
の
陵
遅
也
。
縦

重
盛
命
は
亡
ず
と
い
ふ
共
、
争
か
国
の
恥
を
思
ふ
心
を
存
ぜ
ざ
ら
ん
。

註
⑫

此
由
を
申
せ
。

『
方
丈
記
』
の
長
明
は
、
出
家
す
る
こ
と
で
自
己
の
周
囲
の
現
実
を
自

己
自
身
の
問
題
と
し
て
追
及
し
た
。
「
平
家
』
の
重
盛
は
神
仏
に
身
を
ゆ



だ
れ
る
こ
と
で
、
現
実
追
及
を
放
棄
し
た
。

神
仏
信
仰
に
関
す
る
説
話
は
、
中
世
で
は
数
多
く
み
ら
れ
そ
れ
が
ま
た
、

民
間
信
仰
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
だ
が
そ
の
数
多
く

の
信
仰
説
話
が
、
文
学
的
に
見
て
い
か
に
粗
雑
で
拙
劣
で
あ
る
か
は
、
世

の
『
お
伽
草
子
」
や
、
そ
の
他
の
説
話
類
に
み
ら
れ
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い
ほ
ど
だ
が
、
し
か
し
勿
論
、
中
に
は
そ
の
様
な
も
の
と
は
例
外
的
に
、

文
学
と
し
て
す
ぐ
れ
た
説
話
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
西
尾
光

一
氏
は
「
今
昔
物
語
集
」
の
文
学
性
に
つ
い
て
次
の
様
に
の
べ
て
お
ら
れ

づ
〈
》
Ｏ

「
今
昔
」
の
本
朝
部
を
展
望
し
て
、
そ
の
仏
教
説
話
に
文
学
化
を
も

た
ら
し
た
も
の
は
愛
欲
や
殺
生
の
よ
う
な
、
宗
教
に
対
す
る
矛
盾
的
契

機
を
ふ
く
む
人
間
性
の
断
面
の
描
写
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
で
は
仏
教
が
文
学
を
つ
ま
ら
な
く
し
て
し
ま
う
と
い
う

作
用
の
外
側
に
、
つ
ま
り
そ
れ
を
よ
け
た
と
こ
ろ
に
、
『
今
昔
』
仏
教

註
⑬

説
話
を
文
学
化
し
、
お
も
し
ろ
く
す
る
契
機
が
あ
る
・

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
「
平
家
」
の
重
盛
と
比
較
し
て
み
る
と
、
彼
に
は

こ
の
様
な
人
間
的
現
世
的
欲
望
に
端
を
発
し
た
相
剋
は
、
見
ら
れ
な
い
ば

か
り
か
一
切
無
縁
で
あ
る
。
彼
が
出
家
し
た
動
機
が
既
に
超
越
的
儒
教
的

モ
ラ
ル
の
相
剋
に
あ
っ
た
こ
と
は
さ
き
に
も
の
べ
た
。

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
重
盛
の
話
し
と
、
民
間
信
仰
的
な
要
素
が
安
易
に

無
批
判
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
力
で
現
実
を
具
体
的
に
追

及
し
て
ゆ
く
可
能
性
が
、
う
し
な
わ
れ
人
間
の
努
力
と
営
為
を
神
仏
が
解

体
さ
せ
て
し
ま
う
結
果
を
招
来
し
た
こ
と
を
み
て
来
た
。
神
仏
と
人
間
を

平
家
物
語
の
一
試
論

’

対
置
さ
せ
、
そ
の
宗
教
的
課
題
を
鋭
く
追
及
す
る
か
わ
り
に
、
人
間
的
苦

悩
を
神
仏
の
加
護
や
保
護
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
し
鬘
っ
た
た
め
に
、
人
間
の

努
力
と
営
為
は
問
題
視
さ
れ
な
く
な
り
、
日
常
的
人
間
の
具
体
的
活
動
が
、

否
定
さ
れ
て
ゆ
く
の
を
み
て
来
た
。

こ
の
こ
と
は
、
人
間
性
の
否
定
や
拒
否
に
結
び
つ
く
も
の
だ
。
重
盛
の

文
学
的
不
毛
は
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
「
平
家
」
で
は
、
滅
び
て

ゆ
く
者
に
対
す
る
宗
教
的
救
済
が
、
作
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
こ
の

こ
と
は
言
わ
れ
る
ご
と
く
作
者
の
平
家
没
落
者
に
対
す
る
同
情
の
現
わ
れ

と
見
倣
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
を
い
か
に
生
く
べ
き
か
と
言

う
問
題
の
追
及
と
、
明
日
へ
の
考
察
が
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
な

ら
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
改
め
て
考
え
直
す
今
へ
き
だ
ろ
う
。

重
盛
の
文
学
性
の
不
毛
さ
は
、
上
の
分
析
よ
り
苦
労
な
く
ひ
き
出
せ
る

は
ず
で
あ
る
。

㈲
、
重
盛
自
身
の
超
越
的
性
格
。

㈲
、
彼
の
苦
悩
が
儒
教
的
モ
ラ
ル
の
相
剋
と
言
う
現
実
を
飛
躍
し
た

理
論
的
苦
悩
で
あ
り
、
人
間
的
我
執
に
端
を
発
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
こ
と
。

㈲
、
上
の
超
越
的
性
格
と
関
連
し
て
神
秘
的
な
性
格
。
こ
の
こ
と
は

民
間
信
仰
の
安
易
な
取
り
入
れ
に
よ
る
。

㈲
、
作
者
の
理
想
と
す
る
王
法
仏
法
の
体
現
者
と
し
て
の
人
物
像
の

素
像
に
め
ぐ
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
。

右
の
目
、
㈲
は
作
者
の
儒
教
的
人
倫
思
想
に
よ
る
も
の
だ
し
、
国
は
さ

き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
民
間
信
仰
の
安
易
な
摂
取
に
よ
る
。
㈲
に
つ
い

三
九



て
は
、
谷
宏
氏
の
指
摘
に
よ
る
。

作
者
が
理
想
と
し
て
抱
い
て
い
る
よ
き
天
皇
の
政
治
を
ま
も
る
よ
き

貴
族
は
、
か
れ
の
体
験
が
及
び
う
る
十
二
世
紀
末
の
貴
族
社
会
に
も
は

や
完
全
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
王
法
仏
法
の
体
現
者
と
し

て
の
重
盛
を
具
体
的
な
形
象
と
し
て
創
り
だ
す
尋
へ
き
現
実
の
手
が
か
り

を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
、
直
接
の
結
果
で
あ
る
と
思
わ

註
⑭

れ
る
。

重
盛
の
文
学
的
形
象
の
不
毛
化
の
原
因
は
、
以
上
に
指
摘
し
て
来
た
と

お
り
だ
。
ひ
と
口
に
言
う
と
、
重
盛
の
形
象
の
失
敗
は
『
平
家
』
の
作
者

が
、
重
盛
を
単
純
に
抽
象
化
し
て
し
ま
い
、
具
体
的
な
歴
史
的
な
現
実
に

充
分
に
対
置
せ
し
め
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
重
盛
の
形
象
の
不
毛
化
を
以
て
、
、
平
家
全
体
を
論
ず
る

こ
と
は
非
常
な
誤
り
で
あ
り
、
平
家
の
あ
る
が
ま
ま
の
高
さ
と
美
し
さ
と

豊
富
さ
と
を
充
分
に
み
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
最
後
に
鹿
谷
事
件
を

更
に
詳
し
く
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
平
家
』
の
作
者
の
思
想
や
、
神
仏
信

仰
そ
の
他
の
観
念
的
な
意
識
形
態
を
裏
切
っ
て
「
平
家
』
が
、
い
か
に
文

学
的
形
象
の
す
ぐ
れ
た
達
成
に
ま
で
高
ま
っ
て
い
っ
た
か
を
問
題
に
し
た

い
。
平
家
作
者
は
、
他
の
説
話
の
作
者
が
よ
く
や
る
様
に
、
説
話
の
終
り

に
ひ
と
つ
の
確
認
を
す
る
。
つ
ま
り
評
語
で
あ
る
が
、
こ
の
評
語
が
、
実

は
『
平
家
』
の
場
合
『
平
家
』
の
構
成
や
造
型
と
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ

い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
鹿
谷
事
件
で
発
覚
し
た
成
上
り

Ⅲ

・
四
○

者
の
院
の
近
臣
西
光
は
、
そ
の
弟
や
郎
等
と
共
に
清
盛
に
よ
っ
て
首
を
は

ね
ら
れ
る
が
、
平
家
作
者
は
そ
の
こ
と
を
の
ゞ
へ
た
後
で
、
次
の
評
語
で
結

ん
で
い
る
。

是
等
は
云
甲
斐
な
き
者
の
秀
て
、
い
ろ
ふ
ま
じ
き
事
に
綺
ひ
、
あ
や

ま
た
ぬ
天
台
座
主
流
罪
に
申
行
ひ
、
果
報
や
尽
に
け
ん
。
山
王
・
大
師

の
神
罰
冥
罰
を
立
処
に
蒙
て
、
斯
る
目
に
逢
へ
り
け
り
。
（
西
光
被
斬
）

こ
の
こ
と
は
西
光
の
悪
人
と
し
て
悪
行
振
り
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
果

報
が
つ
き
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
神
罰
冥
罰
に
よ
る
も

の
と
す
る
。
こ
の
因
果
応
報
の
思
想
と
、
神
明
仏
陀
の
背
離
に
よ
る
人
間

の
運
命
の
没
落
は
『
平
家
』
の
思
想
的
骨
格
だ
と
言
う
こ
と
は
、
さ
き
に

も
論
じ
た
が
こ
の
作
者
の
思
想
的
確
認
が
、
鹿
谷
事
件
に
関
係
し
た
西
光

や
成
親
に
は
、
一
向
に
通
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
『
平
家
』
の
文
学
と
し
て

の
面
白
さ
が
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て
言
う
な
ら
西
光
や
成
親
は
、
作
者
の

抽
象
的
認
識
の
具
体
的
実
践
者
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
そ
れ
は
成
親
の

行
動
を
み
て
み
る
と
面
白
い
。
成
規
は
左
大
将
の
任
官
を
望
ん
で
、
い
ろ

い
ろ
と
祈
祷
を
始
め
た
頃
、
男
山
の
方
か
ら
山
鳩
が
三
羽
食
い
合
っ
て
死

ん
だ
。
こ
れ
を
占
な
っ
た
と
こ
ろ
、
「
臣
下
の
つ
つ
し
み
」
と
出
た
。
こ

れ
は
明
か
に
成
親
の
謹
慎
せ
ん
こ
と
を
悟
す
神
の
お
告
げ
で
あ
っ
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
「
新
大
納
言
是
に
恐
れ
を
も
致
さ
れ
ず
、
昼
は
人
目
の
滋

け
れ
ば
、
夜
な
ｊ
、
歩
行
に
て
」
賀
茂
の
上
の
社
へ
七
夜
か
よ
っ
た
。
七

夜
た
っ
た
あ
る
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
宿
所
に
下
向
し
て
、
苦
し
さ
に
、

う
ち
ふ
し
、
ち
と
目
睡
給
へ
る
夢
に
、
賀
茂
の
上
へ
参
り
た
る
と
思
し
く

て
、
御
宝
殿
の
御
戸
推
開
き
、
ゆ
ゆ
し
く
け
だ
か
げ
な
る
御
声
に
て
、



桜
花
賀
茂
の
川
か
ぜ
う
ら
む
な
よ
、
散
る
を
ぱ
え
こ
そ
と
Ｎ
め
ざ
り

け
れ
。
」

と
示
現
が
あ
っ
た
。
成
親
は
こ
れ
に
も
恐
れ
ず
依
然
と
し
て
祈
聴
を
さ
せ

る
。
一
体
こ
の
神
の
お
告
げ
や
霊
夢
や
、
山
鳩
が
食
い
合
っ
た
り
す
る
こ

と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

そ
れ
は
成
執
の
将
来
に
対
す
る
不
吉
な
予
告
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
明
か
に
作
者
の
虚
構
で
あ
る
。
作
者
の
考
え
は
こ

う
だ
。

父
の
卿
は
中
納
言
ま
で
こ
そ
至
ら
れ
し
か
。
そ
の
末
子
に
て
、
位
正

二
位
、
官
大
納
言
に
あ
が
り
、
大
国
あ
ま
た
給
は
て
、
子
息
所
従
朝
恩

に
誇
れ
り
。
何
の
不
足
に
、
か
坐
る
心
つ
か
れ
け
ん
。
是
偏
に
天
魔
の

所
為
と
ぞ
見
え
し
。
（
鹿
谷
）

中
川
穏
健
な
考
え
に
立
つ
作
者
に
と
っ
て
こ
の
成
親
の
態
度
は
正
気
の

沙
汰
で
は
な
く
、
狂
気
の
沙
汰
で
そ
れ
は
天
魔
の
所
為
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
成
親
の
過
分
の
振
舞
い
と
天
魔
に
み
い
ら
れ
た
行
為
は
当
然
作
者
の

因
果
思
想
か
ら
滅
び
を
、
予
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
神
の
告
示
に

よ
っ
て
、
成
親
が
そ
の
過
分
な
行
為
を
や
め
れ
ば
、
そ
れ
は
重
盛
と
同
じ

コ
ー
ス
を
歩
む
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
成
親
は
重
盛
に
比
較
し
て
あ
ま
り

に
、
我
執
が
強
く
現
世
的
な
欲
望
が
強
か
っ
た
。
た
め
に
彼
は
「
外
人
も

な
き
所
に
兵
具
を
と
坐
の
へ
、
軍
兵
を
語
ら
ひ
お
き
、
其
営
み
の
外
は
他

事
な
し
・
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
不
吉
な
運
命
の
予
感
を
知
っ

て
か
知
ら
ず
か
、
成
親
は
と
に
か
く
自
己
の
欲
望
を
あ
く
ま
で
貫
徹
し
よ

う
と
す
る
。
鹿
谷
の
謀
反
発
覚
後
、
成
親
は
当
然
所
罰
さ
れ
る
が
、
こ
の

平
家
物
語
の
一
試
論

’

成
親
は
我
執
の
強
い
人
間
の
癖
に
、
小
心
な
臆
病
者
で
死
罪
を
免
れ
る
た

め
に
、
清
盛
や
重
盛
の
前
で
自
分
の
無
罪
を
弁
護
す
る
。
清
盛
の
追
及
に

対
し
て
「
全
く
さ
る
こ
と
候
は
ず
。
人
の
識
言
に
て
ぞ
候
ら
む
。
能
を
御

尋
候
へ
。
」
と
言
い
、
重
盛
の
前
で
も
、
「
何
事
に
て
候
や
ら
ん
。
か
ふ
る

目
に
あ
ひ
候
・
」
と
言
っ
て
、
謀
反
の
自
分
に
責
任
の
な
い
こ
と
を
ご
ま

か
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
明
か
に
成
親
の
不
当
な
そ
ら
と
ぼ
け

と
自
分
の
罪
を
押
し
隠
そ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
る
こ
と
は
、
「
平
家
」
を

読
め
ば
明
瞭
だ
。
清
盛
に
捕
縛
さ
れ
て
一
間
に
押
し
龍
め
ら
れ
た
時
、
彼

自
身
謀
反
に
つ
い
て
述
懐
し
て
い
る
。

新
大
納
言
は
一
間
な
る
所
に
押
籠
ら
れ
、
汗
水
に
成
り
っ
ｋ
あ
は
れ

是
は
日
比
の
有
ま
し
事
の
洩
聞
え
け
る
に
こ
そ
。
誰
漏
し
つ
ら
ん
。

（
小
教
に
）

成
親
は
院
の
寵
愛
に
よ
っ
て
権
勢
を
ふ
る
い
、
脚
光
を
あ
び
て
い
た
当

時
の
成
り
上
り
者
で
あ
っ
た
。

成
り
上
り
者
と
言
う
点
で
は
、
西
光
な
ぞ
と
軌
を
一
に
す
る
。
し
か

し
西
光
の
清
盛
の
前
で
堂
食
と
自
分
の
謀
反
に
組
し
て
い
た
こ
と
を
論
ず

る
に
対
し
て
、
謀
反
の
証
拠
が
上
が
っ
て
い
る
の
に
、
自
分
の
罪
を
ひ
た

隠
し
に
し
て
命
乞
い
を
し
、
あ
さ
ま
し
く
も
生
き
よ
う
と
す
る
。
権
勢
の、

あ
る
時
は
、
お
ご
り
高
ぶ
り
一
旦
、
権
勢
が
地
に
落
ち
る
と
哀
れ
に
も
わ

、ら
に
で
も
す
が
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
姿
は
、
西
光
と
は
対
照
的
に
、
当

時
の
成
上
り
貴
族
の
一
典
型
を
意
味
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
欲
の
強
い
、

自
己
の
社
会
的
地
位
獲
得
の
た
め
に
は
、
神
仏
に
も
無
関
心
な
男
が
、
自

分
よ
り
も
強
力
な
圧
倒
的
な
立
場
に
い
る
人
間
の
い
る
こ
と
を
知
る
と
、

四
一



何
と
哀
れ
な
ぶ
ざ
ま
な
ず
る
い
臆
病
者
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

ろ
う
か
。
『
平
家
』
は
こ
う
言
っ
た
成
親
の
有
様
を
苛
責
な
き
ま
で
に
追

及
し
て
い
る
。
こ
う
言
っ
た
成
親
の
登
場
し
活
動
す
る
世
界
は
、
因
果
思

想
も
儒
教
倫
理
も
諸
行
無
常
等
一
切
の
、
抽
象
世
界
は
影
を
ひ
そ
め
る
。

我
執
に
端
を
発
し
た
人
間
の
根
源
的
欲
望
に
基
く
彼
の
行
為
は
、
醜
い
ま

ま
に
「
平
家
』
の
作
者
の
狭
い
意
識
的
世
界
観
を
の
り
越
え
て
、
広
々
と
し

た
人
間
の
行
動
圏
内
に
ま
で
参
入
す
る
だ
け
の
力
を
も
っ
て
、
迫
っ
て
来

る
。
こ
の
様
な
世
界
こ
そ
「
平
家
物
語
』
の
す
ぐ
れ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
を
形

成
し
「
平
家
』
を
し
て
、
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
も

の
な
の
だ
。
「
平
家
物
語
』
の
文
学
的
優
秀
さ
は
、
こ
の
よ
う
に
作
者
の
意

識
的
抽
象
的
世
界
を
つ
き
破
っ
て
行
動
す
る
人
間
の
根
原
的
な
行
動
（
勿

論
そ
れ
は
社
会
的
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
る
）
に
あ
る
。
「
平
家
』
で
は
理
論
や

抽
象
的
認
識
よ
り
も
、
具
体
的
現
実
的
行
動
が
よ
り
優
位
な
文
学
性
を
獲

得
す
る
。
こ
れ
は
鹿
谷
事
件
の
成
親
や
西
光
な
ど
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な

い
。
義
仲
や
清
盛
ま
た
、
源
氏
と
平
氏
の
合
戦
部
分
の
描
写
な
ど
は
、
す

、
へ
て
そ
の
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。

以
上
、
わ
た
く
し
は
重
盛
や
鹿
谷
事
件
を
中
心
に
、
『
平
家
物
語
』
を

み
て
来
た
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
平
家
の
全
貌
が
明
か
に
な
っ
た
と
は

思
っ
て
い
な
い
し
、
ま
た
（
１
）
に
の
、
へ
た
問
題
の
解
決
に
も
な
っ
て
い
な

い
と
思
う
。
し
か
し
一
」
れ
を
機
会
に
『
平
家
物
語
』
を
更
に
深
く
掘
り
下

げ
る
つ
も
り
で
い
る
。

註
①
こ
の
こ
と
は
、
勿
論
『
徒
然
草
』
二
百
二
十
六
段
の
記
述
に
よ
る
。
『
平
家
』

の
作
者
を
め
ぐ
っ
て
の
考
究
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、

四
二

原
平
家
の
作
者
が
行
長
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
今
日
で
は
定
説
化
し
て
い
る
。

②
。
③
と
と
も
に
、
『
文
学
』
（
一
九
六
二
年
八
月
号
）
に
よ
る
。

④
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
。

⑤
清
盛
は
積
極
的
人
間
だ
が
、
没
落
は
し
な
い
。
平
家
の
運
命
が
没
落
す
る
の

は
、
渭
盛
の
死
後
で
あ
る
。
こ
の
点
、
義
経
・
義
仲
な
ど
に
く
ら
琴
へ
て
例
外
で

坐
の
ス
》
。

⑥
永
積
安
明
氏
「
方
丈
記
序
論
」
（
「
中
世
文
学
論
」
所
収
）

⑦
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
。

⑧
西
尾
実
氏
「
作
品
と
し
て
の
方
丈
記
研
究
」
（
「
中
世
的
な
も
の
と
そ
の
展

開
」
所
収
）

⑨
⑩
と
と
も
に
、
中
塩
清
臣
氏
司
平
家
物
語
』
の
伝
承
構
造
」
（
「
中
世
文
学

と
民
俗
」
弘
文
堂
、
所
収
）

⑪
柳
田
国
男
氏
「
有
王
と
俊
寛
僧
都
」

⑫
こ
の
重
盛
の
こ
と
ば
に
く
ら
べ
て
、
清
盛
の
遺
言
は
な
ん
と
文
学
に
価
す
る

か
。

わ
れ
保
元
平
治
よ
り
以
来
、
度
狗
の
朝
敵
を
平
げ
、
勧
賞
身
に
余
り
、
恭

く
も
帝
祖
太
政
大
臣
に
至
り
、
栄
花
子
孫
に
及
ぶ
。
今
生
の
望
、
一
事
も
残

る
所
な
し
。
但
し
思
置
く
事
と
て
は
、
伊
豆
国
の
流
人
前
右
兵
衛
佐
頼
朝
が

頸
を
見
ざ
り
つ
る
こ
そ
安
か
ら
ね
。
我
如
何
に
も
成
な
ん
後
は
堂
塔
を
も
立

て
孝
養
を
も
す
べ
か
ら
ず
、
や
が
て
討
手
を
遺
し
、
頼
朝
が
頭
を
刎
て
、
我

墓
の
前
に
か
く
．
へ
し
。
其
で
孝
養
に
て
有
ん
ず
る
。
（
入
道
死
去
）

⑬
西
尾
光
一
氏
「
『
今
昔
物
語
集
』
本
朝
仏
法
部
に
お
け
る
文
学
の
あ
り
方
」

（
「
中
世
説
話
文
学
論
」
所
収
）

⑭
谷
宏
氏
「
平
家
物
語
」
（
三
一
書
房
）


