
小
督
物
語i

i

平
家
物
語
』
諸
本
間
に
お
け
る
主
題
の
変
容
を
め
ぐ
っ
て

i
|

李

鮮

瑛

第
一
節

考
察
の
自
的
と
先
行
研
究
に
基
づ
く
本
研
究
の
位
置
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こ
こ
で
考
察
す
る
「
小
督
」
は
、
題
名
は
覚
一
本
の
章
段
名
を
も
ち
い
、
前
半
部
は
冷
泉
隆
一
房
と
の
悲
恋
物
語
、
後
半
部
は
高
倉
天
皇
と
の

哀
話
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

小
督
と
い
う
女
人
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
権
中
納
言
正
二
位
に
至
っ
た
藤
原
成
範
の
娘
で
あ
っ
た
。
成
範
は
、
後
白
河
法
皇
の
乳
母
で

あ
っ
た
従
二
位
朝
子
、
通
称
紀
伊
二
位
と
、
そ
の
夫
た
る
に
よ
っ
て
「
天
下
の
大
小
事
を
執
伝
」
っ
た
信
西
(
俗
名
、
藤
原
通
憲
)
入
道
の
怠

子
で
、
小
督
は
そ
の
娘
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
出
自
が
清
華
家
と
い
っ
た
貴
顕
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
次
ぐ
公
郷
の
家
柄
と
し
て
、
宮
中
に
出

仕
が
許
さ
れ
、
つ
い
に
は
帝
王
(
高
倉
天
皇
)
に
愛
さ
れ
る
女
人
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
恋
の
物
語
は
、
院
政
期
宮
入
社

会
に
お
い
て
侍
層
と
下
仕
え
の
女
人
の
悲
恋
を
描
い
た
横
笛
説
話
、
あ
る
い
は
関
じ
く
侍
層
と
そ
の
上
の
大
夫
層
の
娘
の
、
悲
惨
な
破
局
を
描

い
た
文
覚
発
心
説
話
な
ど
と
は
異
な
っ
て
、
外
形
的
に
は
王
朝
の
恋
物
語
を
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
外
形
が
か
も
し
出
す
王
朝
物
語
的
な
雰

盟
気
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
造
型
さ
れ
る
小
督
と
い
う
女
人
に
は
、
宮
廷
政
治
と
深
く
結
び
つ
く
後
宮
の
問
問
題
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
ど

の
活
妃
か
ら
皇
子
、
す
な
わ
ち
次
代
の
天
皇
が
生
ま
れ
る
か
と
い
っ
た
〈
産
む
性
〉
と
し
て
の
女
人
観
と
、
帝
王
と
の
愛
を
つ
ら
ぬ
こ
う
と
す

る
〈
貞
女
〉
と
し
て
の
女
人
観
が
明
ら
か
に
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
女
人
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
そ
の
も
の
が
物
語
の
主
題
に
浮
上

し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
院
政
期
煩
か
ら
中
央
進
出
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
武
家
社
会
に
お
け
る
女
人
の
役
割
に
つ
ら
な
る
造
型
性
を
見

せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
新
た
な
中
世
的
な
女
人
造
型
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
「
小
督
」
を
対
象
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と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
女
人
の
姿
を
、
物
語
の
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
交
渉
を
過
し
て
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
設
定
か
ら
、
「
小
督
」
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
の
動
向
を
と
ら
え
て
み
る
と
、
史
実
性
の
検
証
と
説
話
形
成

論
の
視
座
か
ら
す
る
物
語
と
し
て
の
変
容
の
問
題
、
こ
の
二
つ
の
方
向
に
集
中
し
て
き
で
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
史
実
性
の
検
証
を
追
求
す
る
先
行
研
究
を
紹
介
す
る
と
、
「
小
督
」
の
前
半
部
を
占
め
る
冷
泉
隆
一
房
と
の
悲
恋
物
語
が
対
象

と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
隆
傍
自
身
の
手
に
な
る
吋
艶
詞
」
か
ら
の
影
響
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
隆
一
房
が
宮

中
に
仕
え
る
一
人
の
女
人
に
抱
い
た
思
慕
と
苦
悩
が
連
作
の
歌
詠
群
と
長
い
詞
欝
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
隆
一
房
の
恋
の
相
手
と
さ
れ

る
女
人
が
小
督
、
だ
と
は
諮
問
か
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
名
を
明
記
す
る
こ
と
が
は
ば
か
れ
る
高
貴
な
女
人
で
あ
っ
た
と
患
わ
れ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
女
人
に
対
し
て
激
し
い
恋
の
麗
と
な
っ
た
男
の
心
憶
が
綿
々
と
綴
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
歌
詠
と
詞
書
に
対
し
て
先
行
研
究

は
隆
房
と
小
督
の
虚
構
と
史
実
を
指
擁
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
尊
卑
分
脈
い
に
藤
原
成
範
の
子
女
と
し
て
、
女
子
小
督
の
こ
と
が
「
高
倉
院
小

督
局
、
名
人
也
、
隆
茂
(
義
)
郷
恋
尽
(
書
)
主
也
」
と
あ
り
、
円
平
家
物
語
い
の
諾
本
に
は
、
そ
の
恋
の
相
手
を
隆
一
廓
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

彼
ら
二
人
を
結
び
つ
け
て
史
実
と
認
め
た
い
の
で
あ
る
が
、
断
言
は
し
が
た
い
。
佐
々
木
八
部
氏
は
「
平
家
物
語
の
研
究
」
で
、
そ
の
史
実
性

を
否
定
し
て
、
「
む
し
ろ
一
人
の
男
性
が
藤
藤
氏
に
つ
な
が
り
宮
中
に
仕
え
て
い
る
一
人
の
女
性
を
思
慕
し
た
恋
情
を
、
隆
一
房
が
わ
が
身
に
仮

托
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
し
、
「
平
家
物
語
」
の
編
著
者
が
隆
房
と
小
督
の
恋
愛
沙
汰
と
し
て
物
語
化
し
た
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
桑
原
博
史
氏
は
、
経
一
成
の
生
涯
と
作
品
を
め
ぐ
る
詳
細
な
検
討
の
過
程
で
、
降
湧
の
官
位
の
停
滞
の
原
因
を
、
小
督
事
件
に
あ

る
と
結
論
し
、
吋
齢
別
認
」
と
「
小
督
」
の
関
連
性
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
氏
は
い
ず
れ
も
史
実
に
も
と
づ
く
と
判
訴
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る。
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
見
解
を
紹
介
し
た
が
、
稿
者
は
史
実
と
し
て
捉
え
て
も
お
か
し
く
な
い
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
「
平
家
物

]
の
「
小
督
」
に
克
ら
れ
る
こ
首
の
歌
が
隆
房
の
歌
で
あ
り
、
主
な
プ
ロ
ッ
ト
は
高
倉
院
と
小
督
の
恋
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
小
督
物
語

に
「
平
家
物
語
」
の
編
著
者
が
経
携
と
小
督
の
恋
愛
沙
汰
を
恋
意
的
に
組
み
込
む
必
然
性
が
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
史
料
に
確
か
め
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
の
、
高
倉
院
が
愛
し
た
小
督
と
い
う
女
人
に
は
帝
の
寵
を
受
け
る
以
前
か
ら
何
ら
か
の
恋
愛
沙
汰
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
隆
一
廓
の
「
艶
認
』
で
手
掛
か
り
を
得
て
物
語
に
入
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
記
事
全
体
を
史
実
と
し
て
も
矛
盾
す
る
こ
と

は
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
む
し
ろ
「
平
家
物
語
」
研
究
者
の
間
で
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
作
り
物
語
の
趣
向
性
を
分
析
す
る
方
向
の
論
考
が

相
次
い
で
公
表
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
長
野
嘗
一
氏
は
「
平
家
物
語
の
味
わ
い
方
」
で
、
小
督
が
宮
中
か
ら
嵯
峨
に
身
を
隠
し
た
部
分
ま
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で
の
物
語
は
吋
駒
山
詞
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
「
小
督
」
の
章
句
に
お
い
て
隆
虜
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
二
首
の
和
歌
に
関
し
て

は
、
「
艶
認
」
で
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
別
々
の
機
会
と
場
に
お
い
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
平
家
物
語
」
の
虚
構
性
を
指
撤
し
た
。

尾
崎
勇
氏
は
、
こ
の
「
平
家
物
語
」
の
虚
構
性
を
さ
ら
に
プ
レ
テ
キ
ス
ト
の
レ
ベ
ル
で
考
証
し
て
い
る
。
氏
は
そ
こ
で
「
源
氏
物
語
」
の
「
栂

壷
」
の
巻
、
「
夕
顔
」
の
巻
、
「
長
恨
歌
』
、
「
長
恨
歌
伝
」
、
『
宇
津
保
物
語
」
の
「
桜
の
上
」
の
巻
な
ど
の
先
行
文
学
が
「
小
督
」
に
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
氏
は
、
先
行
文
学
と
の
関
連
が
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ
た
、
小
督
を
強
引
に
尼
に
し
た
清
盛
の

行
動
を
、
吋
栄
花
物
語
」
巻
十
一
(
「
つ
ぼ
み
花
」
)
か
ら
の
流
れ
で
あ
る
こ
と
を
見
つ
け
出
し
、
「
小
督
」
の
物
語
と
し
て
の
完
成
を
明
ら
か
に

し
た
。
こ
れ
は
、
町
小
右
記
目
録
』
で
は
自
発
的
出
家
と
さ
れ
る
藤
原
一
冗
子
の
こ
と
が
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
強
制
出
家
に
変
改
さ
れ
て
い
る
事

実
に
も
と
づ
く
推
理
で
あ
る
。
史
料
に
は
「
有
子
細
鰍
不
知
其
由
」
と
原
因
の
不
明
に
な
っ
て
い
る
小
督
の
出
家
を
、
藤
原
元
子
を
モ
デ
ル
に

し
た
物
語
構
成
に
着
眼
し
て
い
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
古
典
文
学
に
お
け
る
先
行
文
学
の
典
拠
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
確
証
と
な
る
よ
う
な
手

掛
か
り
が
な
い
限
り
、
恋
意
的
独
断
的
な
継
ぎ
合
わ
せ
に
陥
る
と
い
う
危
険
性
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、
氏
の
見
解
に
は
首

肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

次
に
形
成
論
の
規
座
か
ら
す
る
先
行
研
究
は
「
平
家
物
語
」
発
生
以
来
、
現
在
に
流
布
す
る
「
平
家
物
語
」
が
成
立
す
る
ま
で
、
様
々
に
被

雑
な
変
化
や
増
補
な
ど
の
形
成
過
程
が
あ
っ
た
と
す
る
の
だ
が
、
古
態
性
本
文
を
多
く
と
ど
め
る
諸
本
に
遡
る
ほ
ど
事
件
的
・
年
代
記
的
性
格

が
強
い
と
い
う
事
実
も
注
呂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
形
成
論
に
根
拠
を
求
め
て
中
西
美
智
子
氏
は
、
次
の
よ
う
な
考

察
を
通
じ
て
、
屋
代
本
が
古
態
性
本
文
を
と
ど
め
て
い
る
と
推
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
氏
に
よ
れ
ば
、

(
二
時
間
的
に
み
て
、
屋
代
本
「
小
督
」
の
位
置
は
史
料
か
ら
推
測
さ
れ
る
小
督
の
生
年
の
時
期
と
一
致
す
る
こ
と
。
つ
ま
り
年
代
記
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
。

(
二
)
物
語
の
発
端
の
文
か
ら
の
考
察
l

そ
れ
ま
で
の
物
語
本
文
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て

ー
葵
の
前
の
死
と
結
び
つ
け
た
多
く
の
諮
り
系
諸
本
の
巻
六
の
「
小
督
」
の
発
端
の
文
は
、
物
語
の
内
容
そ
の
も
の
と
も
、
平
家
物
語

の
内
容
と
も
、
そ
し
て
ま
た
吋
一
千
家
物
語
』
作
者
の
意
図
と
も
結
び
つ
か
ぬ
不
自
然
な
も
の
で
あ
る
が
、
屋
代
本
の
場
合
は
作
者
の

意
図
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
よ
く
照
応
し
て
い
る
。
乙
の
こ
と
は
本
来
的
に
「
小
督
」
が
巻
三
に
配
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
。

長
門
本
や
盛
衰
記
の
発
端
の
文
と
位
置
と
が
矛
盾
す
る
こ
と
。
そ
の
矛
扇
は
、
諮
り
系
諸
本
の
巻
六
に
収
め
ら
れ
る
「
小
督
」
の
不

2 
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調
和
な
位
置
と
一
致
す
る
。

「
小
督
」
を
考
察
す
る
際
、
他
諸
本
と
収
載
位
置
に
差
輿
を
見
せ
る
屋
代
本
が
古
態
性
本
文
を
と
ど
め
て
い
る
と
判
定
す
る
理
由
と
し
て
、

右
の
中
西
氏
の
見
解
は
形
成
論
が
指
摘
す
る
年
代
記
的
性
格
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
き
中
西
氏
の
立
論
を
受
け
て
、
あ
ら
た
め
て
「
小
督
」
の
叙
戦
位
置
を
諮
本
で
比
較
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
前
掲
の
屋
代
本
で
は
、

「
小
督
」
は
巻
一
二
、
雷
一
盛
の
死
去
を
伝
え
る
「
間
内
府
病
悩
事
問
死
去
事
」
の
次
に
あ
り
、
そ
の
末
尾
に
あ
る

小
松
殿
薬
ゼ
ラ
レ
テ
後
ハ
、
様
々

(
ニ
)
人
ノ
心
モ
替
リ
、
不
思
議
ノ
事
共
多
カ
リ
ケ
リ

と
い
う
文
に
続
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
長
門
本
は
、
巻
十
二
新
院
崩
御
事
の
次
に
置
い
て
い
る
。
屋
代
本
以
外
の
諸
本
は
長
門
本
の
構
成

と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
屋
代
本
が
巻
土
石
重
盛
嘉
去
記
事
の
協
系
説
話
の
位
置
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
長
門
本
な
ど
の
読
み
本
系
諸
本
お
よ

び
問
団
代
本
以
外
の
語
り
系
諮
本
で
は
高
倉
院
追
悼
説
話
群
の
一
つ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
長
門
本
の
回
目
頭
の
文
は
屋
代
本
と
間
同
じ
で

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
比
較
的
古
い
本
文
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
証
一
慶
本
と
語
り
系
の
覚
一
本
は
同
じ
く
高
倉
続

追
悼
説
話
群
の
中
の
「
葵
品
世
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
党
一
本
に
よ
れ
ば
、
「
小
督
」
を
収
載
す
る
巻
六
は
、
治
承
五
年
(
養
和
元

年
)
の
正
月
一
自
(
「
新
院
崩
御
」
)
か
ら
翌
々
寿
永
二
年
二
月
廿
二
日
の
宗
盛
の
従
一
位
に
叙
せ
ら
れ
た
こ
と
(
「
横
田
、
河
原
合
戦
」
)
ま
で
を

記
し
て
お
り
、
そ
の
主
要
な
内
容
は
、
新
院
、
即
ち
高
倉
院
の
死
と
、
清
盛
の
死
で
あ
り
、
そ
の
関
に
、
木
曾
義
仲
挙
丘
ハ
の
発
端
を
な
す
記
録

が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
屋
代
本
以
外
の
諸
本
で
は
、
「
小
督
」
は
「
新
院
崩
御
」
を
追
悼
す
る
説
話
・
物
語
の
一
つ
と
し
て
「
紅
葉
」
「
葵
の
前
」
と

共
に
高
倉
続
を
中
心
人
物
に
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
屋
代
本
巻
三
の
重
盛
の
死
(
「
医
師
関
答
」
)
に
続
く
「
小
督
」
で
は
果

た
し
て
物
語
の
主
題
が
何
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
西
美
智
子
氏
の
よ
う
に
形
成
論
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
物
語
論
と
し
て

考
え
る
場
合
、
そ
の
こ
と
が
ま
ず
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

物
語
論
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
と
き
、
ま
ず
は
「
平
家
物
語
」
の
中
で
こ
の
物
語
(
「
小
督
」
)
の
占
め
る
位
置
が
主
題
の
変
容
を
も
た
ら
し

て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
屋
代
本
の
巻
三
は
、
物
語
の
構
想
か
ら
い
え
ば
、
「
様
々
二
人
ノ
心
モ
替
リ
、
不
思
議
ノ
事
共
多
カ
リ

ケ
リ
」
と
受
け
て
時
代
の
権
勢
者
平
清
盛
の
「
不
思
議
」
の
事
件
群
が
配
列
さ
れ
て
い
る
錦
所
で
あ
る
。
郎
ち
、
王
権
(
院
政
政
権
)
を
も
の
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と
も
し
な
い
彼
の
横
暴
ぶ
り
が
次
々
と
増
長
し
て
ゆ
く
と
い
う
モ
チ
i
フ
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
物
語
の
構
想
の
内

部
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
小
督
」
と
し
て
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
物
語
の
中
心
人
物
は
い
う
ま
で
も
な
く
時
枠
内
の
権
勢
者
平
清
盛
と
認
め
て
よ
か

ろ
う
。
そ
し
て
物
語
の
展
開
を
支
え
る
プ
ロ
ッ
ト
で
い
え
ば
、
清
盛
の
「
不
思
議
」
な
政
治
力
が
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
以
上
、
物
語
の
前
半
部
で

は
清
盛
と
小
督
の
葛
藤
、
そ
し
て
後
半
部
で
は
清
盛
と
高
倉
院
の
対
立
が
主
題
と
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。

以
上
の
よ
う
に
物
語
の
モ
チ
ー
フ
と
主
題
を
枠
取
る
の
が
「
平
家
物
語
」
の
年
代
記
的
構
成
で
あ
る
。
国
ち
、
こ
の
物
語
を
時
系
列
に
沿
っ

て
並
べ
直
し
て
み
る
と
、
史
実
と
し
て
の
小
督
の
出
家
の
時
期
(
次
の
第
二
部
を
参
照
の
こ
と
)
が
こ
の
窪
代
本
の
「
小
督
」
の
位
置
と
一
致

す
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
巻
三
に
布
置
さ
れ
た
「
小
督
」
の
時
系
列
的
な
背
景
は
、
清
盛
の
娘
中
宮
徳
子
に
ま
だ
皇
子
の
誕
生

を
み
な
い
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
枠
組
み
が
「
小
督
」
の
主
題
分
析
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
る
か
は
次
節
以
下
で

検
討
す
る
。

次
に
屋
代
本
以
外
の
巻
六
(
読
み
本
系
諸
本
の
場
合
も
巻
六
椙
当
の
章
段
に
収
め
ら
れ
て
い
る
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
ど
う
か
。
す

で
に
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
巻
六
の
「
小
督
」
は
高
倉
院
追
悼
説
話
群
に
配
置
さ
れ
、
高
倉
院
の
生
前
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
採
録
さ
れ
て

い
る
。
と
す
れ
ば
当
然
、
高
倉
院
が
こ
の
物
語
の
中
心
で
あ
っ
て
、
潟
市
の
純
愛
を
伝
え
る
恋
の
物
語
と
し
て
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

そ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
高
倉
院
と
小
督
の
恋
愛
と
、
そ
の
恋
愛
が
悲
麟
に
お
わ
る
結
末
に
あ
る
。
屋
代
本
巻
三
で
は
時
代
の
権
勢
者
で
あ
っ
た
平

清
盛
は
、
こ
の
巻
六
で
は
む
し
ろ
椙
対
的
に
物
語
の
後
景
に
退
く
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
清
盛
が
こ
の
物
語
の
外
部
か
ら
、
帝
と

愛
妃
の
恋
を
破
滅
へ
と
追
い
込
む
存
在
と
い
う
造
型
へ
と
変
容
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
位
置
は
、
か
つ
て
水
原
一
氏
が
「
平
家
物

語
」
後
半
部
の
構
想
を
物
語
の
外
部
か
ら
動
か
す
存
在
で
あ
る
源
頼
朝
を
「
魔
王
」
と
規
定
し
が
}
例
に
な
ら
っ
て
、
仏
法
世
界
に
あ
っ
て
仏
法

の
流
通
を
障
碍
す
る
「
魔
縁
」
に
な
ぞ
ら
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
魔
縁
的
存
在
が
か
え
っ
て
小
督
を
出
家
に
追
い
込
む
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
本
稿
の
課
題
は
、
清
盛
の
造
型
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
追
い
込
ま
れ
た
小
督
の
出
家
が
こ
の
物
語
に
と
っ
て
い
か
な

る
意
味
を
も
つ
か
に
あ
る
。

以
上
本
稿
は
、
中
西
美
智
子
氏
が
論
じ
ら
れ
た
、
「
小
皆
」
が
諸
本
の
成
長
変
化
の
過
程
で
、
屋
代
本
の
よ
う
な
巻
三
に
収
載
さ
れ
た
形
態

か
ら
、
長
門
本
、
延
慶
本
、
党
一
本
の
巻
六
の
位
置
へ
と
移
さ
れ
た
と
い
う
説
に
立
ち
、
そ
の
移
動
に
伴
ラ
主
題
の
変
容
の
考
察
を
課
題
と
す

司令。
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第
二
節

「
小
督
」
を
め
ぐ
る
史
実

承
安
凶
年
三
月
七
日
、
高
倉
天
皇
は
方
違
え
の
た
め
法
住
寺
に
行
幸
し
、
十
日
に
還
御
し
た
。
そ
の
方
違
え
の
行
幸
の
時
、
建
春
門
践
に
仕

え
て
い
た
健
寿
御
前
は
、
女
一
関
た
ち
の
な
か
に
ひ
と
き
わ
す
ぐ
れ
て
美
し
い
女
房
を
見
て
、
そ
れ
が
小
督
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

山
吹
の
に
ほ
ひ
、
青
き
ひ
と
へ
、
え
び
そ
め
の
藤
衣
、
白
践
の
裳
着
た
り
若
き
ひ
と
の
、
ふ
た
ひ
の
か
か
り
、
す
が
た
、

(
日
)

ひ
と
よ
り
は
こ
と
に
、
は
な
は
な
と
見
え
し
を
、
い
ま
だ
見
じ
と
て
、
人
に
と
ひ
し
か
ば
、
小
督
の
殿
と
ぞ
開
き
し

よ
そ
ひ
な
ど
、

桑
原
博
史
氏
の
説
に
よ
っ
て
小
督
の
宮
中
へ
の
出
仕
を
承
安
三
年
頃
と
す
る
と
、
時
に
小
替
の
年
齢
は
一
八
才
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
れ
は

小
督
が
宮
中
に
出
仕
し
た
翌
年
の
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
健
寿
御
前
は
こ
の
行
幸
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
小
督
と
口
を
き
く
よ
う
に
な
り
、

宮
中
か
ら
退
出
す
る
時
も
、
一
緒
に
連
れ
だ
っ
て
行
動
を
と
も
に
し
た
が
、
や
が
て
「
そ
の
後
ゆ
く
へ
も
し
ら
で
、
二
十
余
年
の
後
、
嵯
峨
に

て
行
き
あ
た
り
し
こ
そ
、
あ
は
れ
な
り
し
か
」
と
記
す
よ
う
に
な
る
。
小
督
が
出
家
し
て
嵯
峨
に
隠
棲
し
て
い
た
時
に
、
健
寿
御
前
が
再
び
出

会
っ
た
時
の
感
懐
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
健
寿
御
前
の
兄
弟
に
当
た
る
藤
原
定
家
の
吋
明
月
記
」
(
元
久
二
年
間
七
月
)
を

見
る
と
、
定
家
も
嵯
峨
に
住
む
小
督
を
訪
れ
て
い
る
。
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廿廿
一
日 日

早
日
一
行
嵯
峨

昏
黒
行
高
倉
院
督
殿
宿
所
(
皇
后
宮
御
母
儀
)

逢
、
郎
板
宿
所

日
来
病
悩
被
侍
時
之
由
関
之
、
年
来
於
此
辺
関
馴
之
人
也
、
偽
訪
之
、
女
房
出

承
安
三
年
に
宮
中
に
出
仕
し
た
小
替
が
高
倉
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
る
に
い
た
っ
た
時
期
は
、
富
倉
徳
次
郎
氏
に
よ
っ
て
、
隆
一
房
の
「
艶
詞
」

の
歌
お
よ
び
詞
書
が
、
安
元
二
年
の
夏
頃
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
彼
女
が
治
承
元
年
十
一
月
六
日
に
高
倉
続
の
皇
女
を
出
産
す
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
前
年
の
安
元
二
年
夏
頃
と
み
な
し
て
も
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
小
督
の
出
産
に
つ
い
て
、
兼
実
は
「
玉
葉
」
に
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。



或
人
云
、
成
範
卿
女
(
祇
候
内
裏
、
年
来
通
御
云
々
)
比
一
両
自
之
問
、
有
産
事
、
皇
子
皇
女
之
問
、
其
説
縦
横
、
後
間
皇
女
云
々

小
督
が
皇
子
で
な
く
皇
女
を
産
ん
だ
こ
と
は
、
あ
る
い
は
彼
女
に
と
っ
て
幸
い
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
未
だ
高

倉
院
は
中
宮
徳
子
と
の
関
に
一
子
も
も
う
け
て
い
な
か
っ
た
時
期
で
あ
る
。
中
宮
の
父
親
清
盛
が
皇
子
誕
生
を
焦
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い

こ
と
で
、
そ
の
こ
と
は
、
富
管
仰
い
巻
五
、
平
清
盛
の
娘
徳
子
の
立
后
記
事
に
付
載
さ
れ
る
、
清
盛
に
よ
る
皇
子
祈
り
出
し
の
伝
承
記
事
に

も
う
か
が
え
る
。

承
安
元
年
十
二
月
十
四
日
、
コ
ノ
平
大
相
国
人
道
ガ
ム
ス
メ
ヲ
入
内
セ
サ
セ
テ
、
ヤ
ガ
テ
間
二
年
二
月
十
日
立
后
、
中
宮
ト
テ
ア
ル
ニ
、

皇
子
ヲ
生
セ
マ
イ
ラ
セ
テ
、
イ
ヨ
イ
ヨ
帝
ノ
外
祖
ニ
テ
註
ヲ
皆
思
フ
サ
マ
ニ
ト
リ
テ
、
ト
思
ヒ
ケ
ル
ニ
ヤ
、
様
々
ノ
折
、
ド
モ
シ
テ
ア
リ
ケ

ル
ニ
、
先
ハ
母
ノ
二
位
日
吉
ニ
百
日
折
ケ
レ
ド
シ
ル
シ
モ
ナ
カ
リ
ケ
レ
パ
、
入
道
云
ヤ
ウ
、
「
ワ
レ
ガ
折
ル
シ
ル
シ
ナ
シ
。
今
見
給
へ
祈

出
テ
ン
」
と
一
五
テ
、
安
芸
冨
厳
島
ヲ
コ
ト
ニ
信
仰
シ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
ハ
ヤ
船
ツ
ク
リ
テ
月
マ
ウ
デ
ヲ
福
原
ヨ
リ
ハ
ジ
メ
テ
祈
リ
ケ
ル
。
六

十
日
パ
カ
リ
ノ
後
御
懐
妊
ト
キ
コ
エ
テ
、
治
承
二
年
十
一
月
十
一
日
六
波
羅
ニ
テ
皇
子
誕
生
思
ヒ
如
ク
ア
リ
テ
、
思
サ
マ
ニ
入
選
、
帝
ノ

外
担
ニ
ナ
リ
ニ
ケ
リ
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歴
史
叙
述
の
作
品
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
承
記
事
が
採
録
さ
れ
る
の
は
珍
し
い
の
だ
が
、
こ
の
伝
承
は
、
清
盛
死
去
後
ま
も
な
く
、
宮
廷
社

会
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
清
盛
の
「
不
可
思
議
」
な
力
へ
の
驚
異
の
記
鰭
が
産
み
出
し
た
伝
承
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
一

二
二

O
年
成
立
の
「
愚
管
抄
」
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
清
盛
に
と
っ
て
娘
か
ら
の
皇
子
誕
生
の
願
望
は
織
烈
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
帝
と
小
督
の
関
係
に
平
静
な
気
持
ち
で
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

治
承
四
年
四
月
十
二
日
の
士
山
椀
記
」
の
記
事
は
、
小
督
の
出
家
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
真
相
は
そ
の
頃
に
は
す
で
に
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
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今
日
初
斎
続
(
御
年
四
蔵
、
新
院
第
一
御
女
内
親
王
也
、
母
権
中
納
言
成
範
郷
女
、
号
小
督
殿
、
却
新
続
女
房
也
、
生
此
宮
之
後
不
参
、
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去
年
冬
為
尼
、
生
年
廿
三
也
、
有
子
細
鰍
、
不
知
其
由
)

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
小
督
は
皇
女
出
産
の
後
、
そ
の
ま
ま
宮
中
に
参
内
せ
ず
、
姿
を
く
ら
ま
し
、
治
承
三
年
の
冬
に
出
家
し
て
尼
に
な
っ

た
と
い
う
。
円
山
椀
記
」
の
筆
者
中
山
忠
親
も
理
由
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
。
「
平
家
物
語
」
で
は
、
高
倉
院
の
御
子
を
産
ん
だ
こ
と
で
帝
の
寵

愛
が
ま
す
ま
す
小
督
に
傾
き
、
中
宮
徳
子
へ
の
寵
愛
が
薄
れ
る
こ
と
を
危
制
限
す
る
清
盛
を
恐
れ
て
、
小
督
が
姿
を
消
し
た
と
な
っ
て
い
る
(
巻

三
、
巻
六
に
共
通
す
る
プ
ロ
ッ
ト
)
が
、
事
実
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
稿
者
は
、
吋
平
家
物
語
」
の
プ
ロ
ッ
ト
の
背
景
に
清
盛
の
後
宮
政

策
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
次
節
以
下
の
「
小
督
」
の
分
析
で
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。(

お
}

小
督
の
産
ん
だ
範
子
内
親
王
が
賀
茂
斎
院
と
な
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
が
、
治
承
二
年
六
月
七
日
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
頃
に
は
す
で
に
中

宮
徳
子
は
範
子
内
親
王
を
猶
子
と
し
て
い
た
。
中
宮
が
範
子
を
猶
子
に
し
た
り
、
宗
盛
の
養
女
瑞
子
が
範
子
の
世
話
を
し
た
り
し
て
い
る
事
実

を
も
っ
て
、
清
盛
が
小
督
に
そ
れ
ほ
ど
つ
ら
く
当
た
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
証
拠
と
み
る
上
横
手
雅
敬
氏
の
意
見
も
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
清
盛
を
始
め
と
す
る
平
家
一
門
に
よ
る
後
宮
対
策
で
あ
り
、
他
家
の
妃
が
産
ん
だ
皇
女
を
自
家
の
支
配
下
に
置
く
と

い
う
こ
と
で
、
そ
の
背
後
に
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
高
倉
院
車
統
(
筋
)
の
独
占
の
意
志
で
あ
ろ
う
。
郎
ち
、
皇
女
を
産
ん
だ
小
督
に
は
皇
子

を
も
産
む
可
能
性
が
あ
る
。
中
宮
徳
子
に
皇
子
誕
生
が
な
か
っ
た
時
点
で
、
小
督
の
存
在
は
平
家
一
門
、
と
り
わ
け
清
盛
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
っ

た
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
清
盛
に
と
っ
て
は
、
ど
う
し
て
も
小
督
の
〈
産
む
性
〉
を
封
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

先
の
範
子
内
親
王
を
賀
茂
斎
院
に
決
定
し
た
直
後
の
「
山
椀
記
い
の
六
月
廿
七
日
条
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。
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近
年
依
無
其
入
、
無
斎
宮
斎
院
、
為
未
曾
有
例
、
雨
皇
女
連
々
誕
生
、
共
為
斎
王
、
有
神
感
鰍

つ
ま
り
、
高
倉
続
に
は
斎
宮
斎
院
に
な
る
皇
女
が
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
に
な
っ
て
、
皇
女
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
誕
生
し
、
と
も
に
斎
王

と
な
っ
た
。
神
の
加
護
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
皇
女
連
々
誕
生
」
と
は
、
範
子
内
親
王
以
外
に
藤
原
公
霊
の
娘
帥
間
の
産
ん
だ

功
子
の
こ
と
で
、
そ
の
誕
生
は
安
元
二
年
春
の
こ
と
で
あ
る
。
高
倉
院
は
中
宮
以
外
の
妃
に
御
子
を
産
ま
せ
る
能
力
の
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て

み
せ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
清
盛
に
と
っ
て
、
小
督
に
皇
子
を
産
む
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
恐
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

(
幻
)

と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
公
重
の
娘
で
は
な
く
、
小
督
が
清
盛
の
脅
威
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
吋
皇
帝
紀
抄
」
巻
七
、
高
倉
続
の
条
に
よ
る



と
、
功
子
内
親
王
の
母
に
関
し
て
「
母
前
少
将
公
重
朝
臣
女
」
と
あ
る
。
四
位
ク
ラ
ス
の
公
重
は
、
清
盛
に
と
っ
て
身
分
的
に
問
題
と
な
ら
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
の
娘
が
徳
子
よ
り
も
先
に
皇
子
を
産
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
嫡
系
に
は
な
れ
る
は
ず
も
・
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
比
べ
る

と
、
小
督
の
父
権
中
納
言
成
範
は
清
盛
に
と
っ
て
は
あ
な
ど
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
の
身
分
と
い
う
よ
り
も
、
彼
の
母
が
後
白
河
院

の
御
乳
母
従
二
位
朝
子
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
そ
の
孫
娘
(
小
督
)
に
徳
子
よ
り
も
先
に
皇
子
が
生
ま
れ
た
な
ら
ば
、
高
倉
院
の
い
第
一
皇
子
と
し
て
嫡
系
の
血
統
を
継

承
す
る
と
い
う
危
険
が
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
清
盛
に
と
っ
て
の
危
険
な
存
在
、
小
督
の
〈
産
む
性
…
〉
を
高
倉
抗
か
ら
引
き
離
さ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
清
盛
の
後
宮
対
策
は
、
前
掲
し
た
小
督
が
「
生
此
宮
之
後
復
不
参
」
と
い
う
記
門
事
の
背
景
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
類
推
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
幸
運
は
清
盛
の
ほ
う
に
あ
っ
て
、
斎
宮
斎
院
と
な
る
皇
女
が
い
な
か
っ
た
て
二
年
の
隠
に
、
二
人
の
皇
女
を
み
た
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
清
盛
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
幸
い
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
中
宮
よ
り
さ
き
に
皇
子
を
産
む
か
も
し
れ
な
い
小
督
が
姿
を
消
し

た
こ
と
も
清
盛
の
願
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
想
像
に
よ
る
し
か
な
い
が
、
小
督
が
宮
中
か
ら
姿

を
消
し
た
の
は
、
前
述
し
て
き
た
清
接
の
後
宮
対
策
を
意
識
し
て
、
小
督
が
自
己
の
存
在
に
よ
っ
て
高
倉
…
院
と
時
の
権
勢
者
の
関
に
対
立
が
生

じ
、
一
品
倉
院
の
地
位
に
不
利
な
状
況
が
起
こ
る
こ
と
を
案
じ
た
結
果
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

物
語
に
よ
れ
ば
、
宮
中
か
ら
姿
を
消
し
た
後
、
高
倉
院
は
仲
留
に
小
督
の
行
方
を
探
さ
せ
、
宮
中
に
連
れ
戻
さ
せ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
治
承
元
年
十
一
月
四
日
条
の
『
玉
葉
」
に
「
此
一
両
日
之
問
、
有
産
事
」
と
あ
る
記
事

か
ら
小
督
が
宮
中
に
い
た
こ
と
、
ま
た
出
産
の
前
に
は
必
ず
宮
中
を
退
出
す
る
こ
と
か
ら
小
督
の
退
出
、
が
、
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ

の
頃
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
さ
き
の
「
山
機
記
」
の
治
承
四
年
四
月
十
二
日
の
「
去
一
年
冬
為
尼
、
生
年
廿
三
也
」
と
い
う

記
事
に
よ
る
と
、
出
家
が
治
承
三
年
の
冬
に
な
る
の
で
、
こ
の
再
記
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
吉
中
退
出
一
か
ら
出
家
ま
で
一
年
以
上
の
縞
た
り

が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
こ
の
間
の
こ
と
と
し
て
作
為
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
史
実
で
は

v

小
督
は
皇
女
を
出
産
し
た
後
に
、
宮

中
か
ら
退
出
し
、
行
方
を
く
ら
ま
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
は
宮
中
に
再
び
出
仕
す
る
こ
と
な
く
、
出
…
家
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
「
月
詰
和
歌
集
い
に
実
習
の
歌
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

27 

高
倉
続
女
房
さ
ま
か
へ
て
の
ち
い
く
ほ
ど
も
な
く
て
院
も
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
い
ひ
っ
か
は
し
け
る

大
納
言
実
国
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て
る
月
を
見
捨
て
出
し
こ
と
わ
り
は
空
か
く
れ
ぬ
る
今
こ
そ
は
し
れ

(
泌
)

こ
の
詩
書
に
い
う
「
女
傍
」
が
誰
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
高
倉
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
小
督
と
解
釈
し
て
よ
か
ろ
う
。
高
倉
院

崩
御
の
時
、
院
に
仕
え
て
い
た
女
房
の
多
く
が
様
を
変
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
歌
集
に
載
る
通
親
の
散
の
詞
書
(
巻
第
十
十
月
間
哀
傷
)

一
品
倉
続
認
さ
せ
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
普
知
識
に
て
長
楽
寺
ひ
し
り
ま
ゐ
り
て
侍
り
け
る
か
、

さ
ふ
ら
ひ
け
る
を
、
戒
婦
に
て
近
く
め
し
っ
か
ひ
け
る
女
廃
あ
ま
た
さ
ま
か
へ
侍
り
け
る
に

を
は
ら
せ
お
は
し
け
れ
と
も
、
猶
し
は
し

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
え
る
が
、
実
留
の
歌
に
毘
え
る
女
房
の
出
家
が
高
倉
院
生
前
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
詞
書
や
歌
で
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
れ
に
「
て
る
丹
を
克
捨
て
出
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
て
る
月
」
に
擬
せ
ら
れ
る
高
倉
院
を
見
捨
て
て
出
家
し
た
女
房
で
、
さ

ら
に
こ
の
女
房
が
、
高
倉
院
の
死
と
直
接
に
関
係
が
あ
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
実
国
は
小
督
の
こ
と
を
歌
に
し

た
と
推
測
さ
れ
る
。
天
下
を
御
治
政
な
さ
っ
て
い
た
高
倉
天
皇
の
寵
愛
を
見
捨
て
て
、
あ
な
た
が
宮
中
を
退
出
な
さ
れ
(
出
家
し
)
た
理
由
を
、

天
皇
の
お
か
く
れ
に
な
っ
た
今
に
な
っ
て
分
か
り
ま
し
た
、
と
詠
ん
だ
実
国
の
分
か
っ
た
「
こ
と
わ
り
」
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
非
情
な
「
こ
と
わ
り
」
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
小
督
が
宮
中
を
退
出
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
と
、
清
盛
の
後
宮
対

策
、
す
な
わ
ち
、
娘
徳
子
に
皇
子
を
生
ま
せ
、
次
代
の
天
皇
と
し
て
皇
統
を
継
が
せ
る
と
い
う
政
略
と
が
結
び
つ
く
と
す
れ
ば
、
そ
の
対
策
が

現
実
化
し
た
後
は
、
高
倉
院
が
崩
御
さ
れ
な
け
れ
ば
清
盛
の
企
図
は
完
成
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
院
が
生
き
て
い
て
、
さ
ら
に
次
々
と

後
宮
の
妃
た
ち
に
皇
子
を
産
ま
せ
た
ら
、
外
戚
と
し
て
の
身
分
の
関
係
か
ら
し
て
、
ま
た
は
高
倉
院
の
意
志
で
徳
子
の
産
ん
だ
安
認
帝
の
後
継

ぎ
に
そ
れ
ら
異
母
弟
の
皇
子
を
皇
位
に
就
け
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
憂
慮
さ
れ
る
の
は
、
清
盛
の
権
威
を
し
の
ぐ
摂
関
家
の
姫
君
の

中
に
、
適
齢
期
に
達
す
る
者
が
出
て
き
て
、
入
内
し
天
皇
と
の
簡
に
皇
子
が
生
れ
た
ら
、
皇
統
(
嫡
系
)
を
奪
わ
れ
る
可
能
性
が
大
い
に
あ
っ

た
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
高
倉
院
の
崩
御
は
そ
の
可
能
性
が
閉
じ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

実
思
は
、
天
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
清
盛
の
政
略
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
悟
っ
た
。
そ
の
時
に
な
っ
て
始
め
て
、

小
督
が
高
倉
院
の
許
を
去
っ
た
、
あ
る
い
は
去
ら
さ
れ
た
理
由
(
「
こ
と
は
り
」
)
が
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
督
の
内
裏
退
出



(
あ
る
い
は
追
放
)
は
清
盛
に
よ
る
次
代
の
皇
統
問
題
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
、
実
国
は
悟
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
国
は
小
督
の

運
命
に
皇
統
問
問
題
と
い
う
大
き
な
政
治
性
が
覆
っ
て
い
た
こ
と
に
同
情
し
て
、
共
感
の
歌
を
詠
ん
で
贈
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
史
実
は

き
わ
め
て
残
酷
で
、
清
盛
と
い
う
権
勢
者
が
固
執
し
た
皇
統
は
彼
の
死
後
あ
っ
け
な
く
瓦
解
し
、
結
局
は
清
盛
も
小
督
も
歴
史
と
個
人
の
葛
藤

の
裏
に
奔
弄
さ
れ
た
人
々
に
な
っ
た
。

第
三
節

小
督
物
語
に
お
け
る
主
題
、
そ
の
変
容
(
其
の
ご

i
i
内
裏
出
奔
に
至
る
経
過

i
l

高
倉
院
の
逝
去
と
清
盛
の
死
が
語
ら
れ
、
平
家
一
円
の
権
力
・
権
威
の
動
揺
が
顕
在
化
し
は
じ
め
る
巻
六
に
お
い
て
、
小
督
物
語
は
何
を
語

ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
主
題
を
捉
え
る
た
め
に
は
物
語
の
モ
チ
ー
フ
に
な
る
清
盛
と
小
督
、
清
擦
と
高
倉
院
の
二
つ
の
人
間
関

係
の
矛
震
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
間
に
微
妙
な
一
縞
差
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
た
め

そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
の
ず
れ
が
晃
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
流
動
す
る
「
小
督
」
の
主
題
を
考
察
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
小
督
の
内
一
畏

出
奔
に
至
る
経
過
を
諸
本
で
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
の
考
察
に
入
る
前
に
「
小
督
」
の
前
半
の
梗
概
を
屋
代
本
・
党
一
本
を
中
心
に
記
述
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

高
倉
院
の
中
宮
建
礼
門
院
に
仕
え
る
小
督
と
い
う
女
房
は
、
冷
泉
隆
房
の
熱
い
恋
情
を
受
け
、
つ
い
に
な
び
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ま
も
な
く

小
督
は
高
倉
院
に
召
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
物
語
は
、
そ
れ
ま
で
相
愛
の
伸
で
あ
っ
た
小
督
と
隆
一
房
が
「
あ
か
ぬ
別
」
を
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
経
緯
を
語
る
。
し
か
し
隆
房
は
、
小
督
が
帝
に
召
さ
れ
た
後
も
恋
慕
の
思
い
を
断
ち
切
れ
ず
、
未
練
の
ゆ
え
、
「
し
(
死
)
な
ん
と
の

み
」
願
う
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
小
督
の
ほ
う
は
、
「
つ
て
の
な
さ
け
」
さ
え
も
か
け
ず
、
非
情
さ
を
み
せ
る
。
そ
の
該
当
場
面
を
見
て
み

よ
う
。

29 

「
我
巴
ニ
君
ニ
召
レ
進
ル
上
ハ
、
詞
カ
ハ
シ
、
文
ヲ
モ
見
ベ
キ
ナ
ラ
ス
」
ト
テ
、
ツ
テ
ノ
情
ヲ
ダ
ニ
モ
不
被
懸
、
小
将
寅
テ
ノ
思
ノ
余
リ

ニ
(
中
略
)
女
房
機
返
事
セ
パ
ヤ
ト
思
ハ
レ
ケ
ル
ガ
、
君
ノ
御
タ
メ
御
背
メ
タ
サ
ニ
、
手
ニ
ダ
ニ
取
テ
見
給
ハ
ズ
。
上
童
ニ
取
セ
テ
壷
ノ

内
へ
ゾ
投
出
シ
ケ
ル
(
屋
代
本
)

加
様
ニ
有
ケ
レ
ド
モ
、
小
督
局
、
「
五
口
内
裏
ニ
被
召
テ
参
ナ
ム
後
、
争
御
後
グ
ラ
ク
、
ヵ
、
ラ
今
シ
ヲ
見
ル
ベ
キ
」
ト
、
心
ヅ
ヨ
ク
思

-230-
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ナ
シ
テ
、
急
取
、
ツ
ボ
ノ
内
へ
ゾ
投
出
シ
給
ケ
ル

(
延
鹿
本
)

注
目
す
べ
き
は
、
御
簾
の
う
ち
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
陸
間
の
歌
さ
え
も
子
に
ふ
れ
ず
に
、
殿
上
童
に
捨
て
さ
せ
る
と
い
っ
た
あ
か
ら
さ
ま
な

態
度
で
あ
る
。
公
開
の
場
で
経
腐
の
求
愛
の
拒
否
を
、
棋
を
こ
ら
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
女
関
た
ち
を
証
人
に
仕
立
て
て
い
る
よ
う
に
晃
い
え
る
。

こ
れ
を
通
盛
と
小
宰
相
の
恋
物
語
で
、
通
盛
に
ま
る
め
込
ま
れ
た
小
宰
椙
の
青
侍
が
通
盛
の
恋
文
を
、
上
西
門
院
の
御
所
に
急
ぐ
小
宰
棺
の
車

の
中
に
投
げ
込
ん
だ
際
の
彼
女
の
態
度
と
比
較
で
き
る
(
引
用
は
詳
し
い
延
燈
本
に
よ
る
)
。

小
宰
紹
殿
、
「
是
ハ
イ
カ
ナ
ル
人
ノ
ツ
テ
ゾ
ヤ
」
ト
テ
、
車
ノ
内
ニ
テ
忍
サ
ワ
ギ
給
へ
ド
モ
、
御
共
ノ
者
共
モ
「
シ
ラ
ズ
」
ト
申
ケ
レ
パ
、

大
路
ニ
ス
テ
ム
モ
サ
ス
ガ
ナ
リ
、
車
ニ
ヲ
カ
ム
モ
ッ
、
マ
シ
ク
テ
思
煩
ケ
ル
ホ
ド
ニ
、
御
所
モ
チ
カ
ク
成
ニ
ケ
レ
パ
、
イ
カ
ニ
ス
ベ
キ
様

モ
ナ
ク
テ
、
祷
ノ
腰
ニ
ハ
サ
ミ
テ
(
第
五
本
「
通
盛
北
方
ニ
合
初
ル
事
付
向
北
方
ノ
身
投
給
事
」
)

通
盛
か
ら
求
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
ハ
ヅ
カ
シ
」
と
感
じ
、
そ
れ
を
隠
そ
う
と
す
る
小
宰
相
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
典
型
的
と
思
わ
れ
て
き

た
控
え
め
な
宮
中
女
人
の
造
型
と
い
え
よ
う
が
、
小
督
は
一
切
鴎
踏
も
な
し
に
権
関
の
求
愛
の
事
実
を
人
目
に
さ
ら
し
、
拒
否
の
姿
勢
を
あ
か

ら
さ
ま
に
し
た
。
こ
れ
は
小
宰
相
の
み
な
ら
ず
、
私
的
な
事
柄
が
漏
れ
る
の
を
、
極
度
に
「
ハ
ヅ
カ
シ
」
く
感
じ
る
王
朝
期
の
女
人
と
は
ま
る

で
異
な
る
造
型
を
露
呈
し
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
小
督
が
そ
の
よ
う
な
異
常
な
行
動
に
出
た
か
、
そ
の
背
景
を
さ
ぐ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の

小
督
の
冷
淡
な
行
為
の
背
後
に
は
、
帝
へ
の
一
途
な
恋
情
よ
り
は
「
吾
内
裏
ニ
被
召
テ
参
ナ
ム
後
、
争
御
後
グ
ラ
ク
、
ヵ
、
ラ
今
シ
ヲ
見
ル

ベ
キ
」
と
案
じ
た
賢
明
な
身
の
振
り
方
で
、
冷
徹
な
院
政
期
以
降
の
後
宮
の
現
実
を
反
映
す
る
と
思
う
。
そ
の
態
度
か
ら
逆
に
入
内
し
た
女
人

(
娘
)
た
ち
の
皇
統
に
か
け
る
情
熱
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
さ
ら
に
背
後
に
は
娘
が
出
た
家
筋
の
願
望
が
あ

り
、
彼
女
ら
は
そ
の
期
待
を
十
分
に
自
覚
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
小
督
ご
と
き
納
言
ク
ラ
ス
の
出
自
の
妃
が
皇
統
に
望
み
を
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
王
朝
期
の
後
宮
で
は
考
え
ら
れ
な
い
事
態
で

あ
っ
た
。
そ
の
政
治
的
背
景
と
し
て
は
、
第
一
に
続
政
と
い
う
政
治
形
態
の
出
現
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
過
程
で
、
院
政
を
補
佐
し
た
院
近
臣

が
台
頭
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
従
来
の
摂
関
家
の
地
位
が
相
対
的
に
下
降
し
、
院
の
後
立
て
で
院
近
臣
ら
に
そ
の
娘
を
入
内
さ
せ
る
チ
ャ
ン
ス
が

め
ぐ
っ
て
き
た
。
そ
し
て
第
二
の
背
景
と
し
て
は
、
摂
関
家
の
姫
君
で
入
内
し
た
者
に
長
ら
く
皇
子
誕
生
を
み
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
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う
。
そ
れ
は
摂
関
家
の
一
員
で
あ
っ
た
慈
円
の
宮
川
管
抄
」
巻
五
に
も
う
か
が
え
る
。
院
政
期
の
天
皇
の
生
母
の
叙
述
を
み
る
と
、
崇
徳
続
の

場
合
、

サ
テ
白
河
続
ハ
カ
ノ
公
費
ノ
ム
ス
メ
ヲ
ト
リ
テ
御
子
ニ
シ
テ
モ
タ
セ
給
リ
ケ
ル
ヲ
、
鳥
羽
院
ニ
入
内
立
后
シ
テ
ヲ
ハ
シ
マ
ス
。
待
腎
(
関
川
院

ト
申
コ
レ
ナ
リ
。
ソ
ノ
御
腹
ニ
王
子
イ
ク
ラ
ト
モ
ナ
シ
。
ハ
ジ
メ
ハ
崇
徳
院
、
次
二
人
ハ
ナ
ヱ
ミ
ヤ
、
自
ミ
ヤ
ト
テ
、
ヲ
ヒ
モ
夕
、
デ
ウ

セ
サ
セ
給
ヌ

と
公
賓
の
娘
、
待
賢
門
続
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
し
、
保
元
三
年
か
ら
永
万
元
年
ま
で
在
世
し
た
二
条
慌
の
場
合
も
、
や
は
り
、
母
は
大
納
言

藤
原
経
実
の
女
贈
皇
太
后
太
后
蕗
子
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
院
近
臣
の
娘
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
慮
す
る
と
、
高
倉
院
の
寵
愛
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
小
督
に
も
皇
統
に
つ
ら
な
る
皇
子
を
生
め
る
チ
ャ
ン
ス
が
め

ぐ
っ
て
き
た
。
そ
こ
に
中
納
言
藤
涼
成
範
の
家
の
願
望
が
重
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
小
督
に
し
て
み
れ
は
、
将
来
生
む
か
も
し
れ
な
い
皇
子

の
出
生
(
血
筋
)
に
関
し
て
一
点
の
疑
念
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
将
来
の
草
子
に
か
け
る
願
望
が
院
へ
の
情
愛

と
結
び
つ
い
て
、
隆
一
焼
か
ら
の
求
愛
の
恋
歌
を
、
あ
の
よ
う
に
激
し
く
拒
絶
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
皇
統
と
結
び
つ
く
か
も
し
れ
な
い
皇
子
出
生
と
い
う
将
来
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
小
督
の
態
度
は
高
倉
読
と
い

う
個
人
の
み
な
ら
ず
、
皇
統
、
つ
ま
り
天
皇
家
の
継
嗣
に
か
か
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
女
の
態
度
は
い
わ
ば
〈
家
〉
へ
の
由
ノ
節

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
〈
家
〉
の
論
理
に
み
や
す
か
ら
を
賭
け
る
、
あ
る
い
は
束
縛
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
中
世
的
女
人
造
型
を
、
こ
の
小
督
の

振
舞
い
・
態
度
に
す
で
に
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
諸
本
の
検
討
に
よ
っ
て
、
清
盛
の
激
し
い
l

若
い
女
を
「
な
き
も
の
に
す
る
」
く
ら
い
の
l
怒
り
が
何
に
起
因
し
て
い
る
か
と

い
う
従
来
か
ら
の
疑
問
に
も
一
定
の
解
釈
の
方
向
性
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
方
向
性
を
、
清
盛
と
小
督
、
清
盛
と
高
倉
院
の
対
立
・
葛
藤
の
構

図
を
諾
本
で
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
し
て
み
る
。
ま
ず
、
小
督
に
向
か
う
清
盛
の
激
し
い
怒
り
は
、
「
小
督
」
の
構
成
に
お
け
る
清
盛

対
高
倉
院
の
宮
廷
政
治
の
葛
藤
構
造
の
現
わ
れ
と
し
て
読
み
取
る
べ
き
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
屋
代
本
・
長
門
本
・
党
一
本
に
お
い
て
清
盛
の
怒
り
を
児
て
み
る
と
、

31 
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中
宮
と
申
す
は
御
娘
、
少
将
は
智
也
二
人
の
饗
を
小
督
殿
に
と
ら
れ
給
ひ
、

が
あ
ら
ん
限
は
此
世
の
中
よ
か
る
べ
し
共
党
え
ず

太
政
人
道
安
か
ら
ず
股
を
立
給
ひ
、

い
や
い
や
北
事
、
小
督

と
い
う
と
こ
ろ
に
表
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
清
盛
の
怒
り
は
、
高
倉
院
と
経
腐
と
い
う
二
人
の
婿
の
心
を
捕
え
た
小
督
が
生
き
て
い
る
限
り

は
、
娘
た
ち
の
夫
婦
仲
が
う
ま
く
行
き
そ
う
に
な
い
と
い
う
こ
と
に
由
来
し
て
い
て
、
そ
の
怒
り
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
小
督
に
向
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
清
盛
の
怒
り
を
規
定
し
て
い
る
枠
組
み
と
い
え
ば
、
後
宮
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
凡
下
の
貴
族
の
夫
婦
生
活
に

波
紋
を
及
ぼ
す
愛
人
問
題
と
い
う
レ
ベ
ル
の
浮
気
沙
汰
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
延
慶
本
の
対
応
儲
所
の
清
盛
の
言
葉
は
明
ら
か
に
先
の
三
本
と
相
違
し
て
い
る
。

サ
テ
主
上
ハ
小
督
局
ノ
御
志
深
カ
リ
ケ
レ
パ
、
中
宮
ヲ
パ
ス
サ
メ
マ
ヒ
ラ
セ
テ
、
被
召
事
マ
レ
ナ
リ
ケ
レ
パ
、
入
道
大
桓
国
大
ニ
怒
給
テ

「
浄
海
ガ
娘
ナ
ム
ド
ヲ
加
様
ニ
ス
サ
メ
サ
セ
給
ベ
キ
事
ヤ
ア
ル
。
メ
サ
ズ
ト
モ
只
マ
ヒ
ラ
セ
ヨ
」
ト
テ
、
押
テ
ハ
進
セ
ナ
ム
ド
セ
ラ
レ
ケ

リ
。
是
ヲ
ゾ
主
上
御
心
ヨ
カ
ラ
ヌ
事
ニ
被
思
食
ケ
ル
。
カ
ク
テ
禰
小
督
局
ハ
御
寵
愛
イ
ヤ
メ
ヅ
ラ
ニ
シ
テ
、
惣
テ
中
宮
ヲ
被
思
召
事
ナ
カ

リ
ケ
レ
パ
、
人
道
弾
不
安
思
テ
、
怒
ヲ
ナ
シ
テ
、
ア
オ
ヰ
死
ナ
パ
サ
テ
モ
ナ
ク
テ
、
小
督
ト
カ
ヤ
云
者
ヲ
被
召
ナ
ル
ゾ
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他
諸
本
の
「
小
督
が
あ
ら
ん
限
は
此
世
の
中
よ
か
る
べ
し
共
覚
え
ず
」
と
い
う
清
盛
の
懸
念
の
か
わ
り
に
、
「
メ
サ
ズ
ト
モ
只
マ
ヒ
ラ
セ
ヨ

ト
テ
、
押
テ
ハ
進
セ
ナ
ム
ド
セ
ラ
レ
ケ
リ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
開
明
ら
か
に
延
慶
本
の
清
盛
の
怒
り
が
小
督
で
は
な
く
高
倉
院
に
向
か
っ
て

い
る
こ
と
と
読
み
取
れ
る
。
清
盛
の
怒
り
は
、
帝
と
小
督
の
恋
愛
関
係
!
と
い
う
よ
り
も
、
寵
愛
・
被
寵
愛
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
;
の
背
後

に
、
「
中
富
ヲ
被
思
召
事
ナ
カ
リ
ケ
レ
パ
、
入
選
調
不
安
思
テ
、
怒
ヲ
ナ
シ
テ
」
と
あ
る
皇
子
の
誕
生
問
題
が
か
ら
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
も

し
も
屋
代
本
の
ご
と
く
巻
三
に
配
列
さ
れ
た
位
震
で
こ
の
物
語
を
読
む
と
す
れ
ば
、
年
代
記
的
背
景
は
ま
さ
に
ま
だ
中
宮
徳
子
に
皇
子
の
誕
生

を
見
な
い
時
期
で
、
そ
の
よ
う
な
史
実
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
清
盛
の
切
実
さ
が
伝
わ
っ
て
こ
よ
う
。
清
接
か
ら
す
れ
ば
、
愛
情
の
如
何
に
か

か
わ
ら
ず
、
高
倉
院
が
中
宮
を
寝
所
に
召
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
い
ま
だ
皇
子
の
い
な
い
天
皇
に
と
っ
て
は
偲
人
の
レ
ベ

ル
を
越
え
て
、
中
宮
と
の
間
に
皇
子
の
誕
生
を
も
た
ら
す
皇
統
(
王
権
)
の
行
方
に
か
か
わ
る
緊
要
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

延
慶
本
に
お
い
て
清
盛
の
怒
り
は
二
人
の
婿
の
心
を
奪
っ
た
小
督
の
存
在
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
前
章
段
で
高
倉
院
の
心
を
惑
わ
し
た
「
ア



オ
ヰ
」
が
世
を
去
っ
て
ま
も
な
く
、
今
度
は
小
督
に
惹
か
れ
て
し
ま
う
高
倉
院
の
態
度
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
す
で
に
指
織
し
た
よ
う
に
、
一
品

倉
続
が
「
小
督
問
ノ
御
志
深
」
く
な
る
に
つ
れ
て
、
娘
の
中
宮
徳
子
を
「
被
召
事
マ
レ
ナ
」
る
行
動
そ
の
も
の
に
怒
り
を
感
じ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
メ
サ
ズ
ト
モ
只
マ
ヒ
ラ
セ
ヨ
」
と
い
う
よ
う
な
、
帝
の
意
志
に
も
か
ま
わ
ず
、
強
引
に
中
宮
を
夜
の
寝
殿
に
参
ら
せ
る

と
い
っ
た
横
暴
を
見
せ
る
。
そ
れ
は
露
骨
に
い
え
ば
、
皇
子
を
な
す
た
め
な
ら
、
娘
が
単
な
る
性
欲
の
対
象
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
そ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
皇
子
の
誕
生
、
皇
統
継
嗣
の
問
題
が
清
盛
を
苛
立
た
せ
て
い
た
こ
と
を
代
弁
す
る
。

小
松
殿
が
死
に
、
清
盛
の
横
開
設
が
極
ま
り
は
じ
め
る
屋
代
本
巻
三
を
「
平
家
物
語
」
の
全
体
の
時
系
列
で
考
え
る
と
、
清
盛
は
熱
烈
に
皇
子

誕
生
を
待
ち
望
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
延
慶
本
の
編
者
が
「
メ
サ
ズ
ト
モ
只
マ
ヒ
ラ
セ
」
る
ほ
ど
の
清
盛
の
横
暴
ぶ
り
を
描
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
清
盛
対
高
倉
院
と
い
う
宮
廷
の
緊
張
感
を
反
映
さ
せ
た
小
督
物
語
に
仕
立
て
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
督
物
語
の
従
来
の
疑
問
に
対

し
て
稿
者
の
解
釈
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
延
慶
本
の
「
小
督
」
は
や
は
り
、
本
来
語
り
系
十
二
巻
本
の
巻
三
担
当
の
章
段
の
小
松
殿
死
去
記
事

に
接
続
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
現
在
の
高
倉
院
追
悼
説
話
群
の
位
置
で
あ
れ
ば
、
中
宮
徳
子
所
生
の

ヰ
一
一
口
仁
親
王
(
後
の
安
徳
天
皇
)
の
即
位
は
す
で
に
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
前
掲
の
ご
と
き
清
盛
の
怒
り
と
、
そ
れ
に
伴
う

小
督
の
内
裏
追
放
は
些
か
物
語
の
構
想
か
ら
浮
き
あ
が
っ
た
感
じ
が
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
高
倉
院
追
悼
説
話
群
に
移
さ
れ
た
と
き
、

こ
の
物
語
は
高
倉
院
と
清
盛
の
宮
廷
対
立
の
モ
チ

i
ブ
か
ら
、
清
盛
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
高
倉
院
と
小
督
の
悲
恋
へ
と
主
題

を
移
行
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
延
慶
本
が
前
掲
の
高
倉
院
と
清
盛
の
葛
藤
を
物
語
の
全
篇
に
残
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
清
盛
と
小
督
の
対

立
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
う
か
が
わ
せ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
清
盛
の
魔
縁
と
し
て
の
造
型
へ
の
接
近
で
あ
り
、
こ
の
物
語
の
過
渡
的
形
態
を
見

せ
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
延
慶
本
の
先
の
箇
所
で
清
盛
の
行
動
に
対
し
て
「
是
ヲ
ゾ
主
上
御
心
ヨ
カ
ラ
ヌ
事
ニ
被
思
食
ケ
ル
」
と
描
写
し
て
い
る
と
こ
ろ

は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
を
、
次
の
小
督
の
内
裏
出
奔
の
後
の
高
倉
院
の
行
動
と
関
連
づ
け
て
考
え
て
み
よ
う
。
党
一
本
の
本
文
を
取
り
上
げ
る

が
、
こ
れ
は
延
慶
本
、
盛
衰
記
も
ほ
ぼ
伺
文
で
あ
る
。
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主
上
銅
歎
な
の
め
な
ら
ず
。
ひ
る
は
よ
る
の
お
と
ど
に
い
ら
せ
給
ひ
て
、
御
涙
に
の
み
む
せ
び
、
夜
は
南
殿
に
出
御
な
て
、
丹
の
光
を
御

覧
じ
て
ぞ
な
ぐ
さ
ま
せ
給
ひ
け
る
。
入
選
相
国
是
を
き
へ
「
君
は
小
督
ゆ
へ
に
お
ぼ
し
め
し
し
づ
ま
せ
給
ひ
た
ん
な
り
。
さ
ら
ん
に
と
っ
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て
は
」
と
て
、
御
か
い
し
ゃ
く
の
女
房
を
も
ま
い
ら
せ
ず
、
参
内
し
給
ふ
臣
下
を
も
そ
ね
み
給
へ
ば
、
入
道
の
権
威
に
は
ヌ
か
つ
て
、
か

よ
ふ
人
も
な
し
。
禁
中
い
ま
い
ま
し
う
ぞ
見
え
け
る
。

「
ひ
る
は
よ
る
の
お
と
ど
」
に
、
「
』
夜
は
南
殿
に
出
御
な
」
る
高
倉
院
の
行
動
は
、
「
主
上
御
心
ヨ
カ
ラ
ヌ
事
ニ
被
思
食
ケ
ル
」
と
い
う
こ
と

の
、
清
盛
に
対
す
る
帝
の
精
一
杯
の
抵
抗
の
姿
勢
で
あ
る
。
「
ひ
る
は
よ
る
の
お
と
ど
」
、
「
夜
は
南
般
に
」
と
い
う
の
は
中
宮
徳
子
を
始
め
と

す
る
活
妃
と
の
同
会
を
拒
否
す
る
と
い
う
抵
抗
の
表
現
で
、
た
ん
に
侍
臣
た
ち
の
眼
を
避
け
て
の
悲
し
み
の
表
出
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
。
と
り
わ
け
中
宮
徳
子
と
の
同
会
の
花
否
は
、
そ
の
ま
ま
中
宮
の
〈
産
む
性
〉
を
帝
自
身
が
封
印
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
腹
か
ら

の
皇
子
誕
生
の
拒
否
に
つ
な
が
る
。

た
だ
、
巻
六
に
位
濯
す
る
諸
本
に
お
い
て
、
前
の
章
段
「
葵
前
」
に
も
「
さ
れ
ば
御
な
が
め
が
ち
に
て
、
よ
る
の
お
と
涯
に
の
み
ぞ
い
ら
せ

給
ふ
」
と
い
う
、
「
小
督
」
と
同
文
照
応
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
愛
す
る
者
の
死
を
悼
む
高
倉
続
の
心
情
を
う
か
が
わ
せ
る
行
動
と
し
て
解

釈
さ
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
「
小
醤
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
高
倉
院
の
行
動
に
、
「
御
か
い
し
ゃ
く
の
女
房
を
も
ま
い
ら
せ
ず
、
参

内
し
給
ふ
臣
下
を
も
そ
ね
」
む
と
い
う
清
盛
の
横
暴
が
報
復
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
の
結
果
「
禁
中
い
ま
い
ま
し
う
ぞ
見
え
」
た
と
描

写
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
個
所
に
お
い
て
「
平
家
物
語
」
は
清
盛
の
横
暴
を
触
発
さ
せ
る
も
の
と
し
て
高
倉
院
の
行
動
を
捉
え
て
い
る
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
清
盛
の
政
略
へ
の
対
抗
・
抵
抗
と
読
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
艇
は
小
督
が

帝
の
御
子
を
身
ご
も
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
も
、
清
盛
は
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小
督
ハ
失
タ
リ
ト
関
タ
レ
パ
、
其
儀
ハ
無
テ
、
深
ク
偲
即
位
レ
タ
リ
ケ
リ

小
督
失
た
り
と
は
君
の
御
虚
言
に
て
あ
り
け
る
ぞ
、
未
内
裏
に
候
な
り

(
延
慶
本
)

(
接
表
記
)

と
、
高
倉
院
の
一
行
動
を
自
分
に
逆
ら
う
菰
抗
と
断
じ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
「
小
督
」
の
構
想
に
高
倉
院
と
の
対
立
関
係
を
主
題
と
す
る
意

図
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

へ
お
)

も
ち
ろ
ん
、
史
料
に
よ
っ
て
高
倉
天
皇
を
み
る
と
、
仁
安
三
年
(
口

g)
八
才
で
即
位
し
た
が
、
「
此
君
は
無
下
に
幼
主
の
時
よ
り
性
を
柔
和

に
受
け
さ
せ
給
へ
り
」
(
「
紅
葉
」
)
と
覚
一
本
に
も
あ
る
よ
う
に
、
父
後
白
河
院
の
権
力
と
母
建
春
門
院
の
華
や
か
さ
の
蔭
に
か
く
れ
た
存
在



で
、
詩
歌
管
絃
を
唯
一
の
慰
み
と
し
て
過
ご
し
た
穏
や
か
な
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
清
盛
と
の
対
立
を
思
わ
せ
る
こ
と
は
史
実
上
に
は
認

め
が
た
い
と
し
て
も
、
「
平
家
物
語
」
が
、
こ
こ
に
お
い
て
ひ
そ
や
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
清
盛
と
の
緊
張
感
を
に
お
わ
せ
た
の
は
、
皇
統
を

も
侵
犯
す
る
ほ
ど
に
悪
行
を
重
ね
る
清
盛
の
横
暴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
西
節

む
す
び
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本
稿
で
は
、
諸
本
間
の
微
妙
な
偏
差
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
の
ず
れ
が
見
ら
れ
る
「
平
家
物
語
」
の
「
小
督
」
が
、
高
倉
院
の
逝
去
と

清
惑
の
死
が
語
ら
れ
、
平
家
一
門
の
権
力
・
権
威
の
動
揺
が
顕
在
化
し
は
じ
め
る
巻
六
に
お
い
て
目
指
す
も
の
と
、
巻
三
の
重
盛
の
死
に
続
く

時
系
列
的
な
位
置
に
配
遣
す
る
諸
本
の
意
味
を
捉
え
る
た
め
に
、
物
語
の
モ
チ
ー
フ
に
な
る
清
盛
と
小
昔
、
清
盛
と
高
倉
院
と
い
う
人
間
関
係

の
矛
震
を
考
え
て
み
た
。

そ
の
人
間
関
係
を
察
し
た
結
果
、
巻
六
の
高
倉
競
説
話
群
に
位
置
す
る
党
一
本
の
場
合
、
清
盛
の
怒
り
は
二
人
の
婿
の
心
を
捕
え
、
娘
た
ち

の
夫
婦
仲
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
追
い
込
ん
だ
小
替
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
比
し
て
延
慶
本
は
同
じ
く
巻
六
相
当
に
位
置
し
な
が
ら
も
、

清
盛
の
怒
り
が
帝
と
小
督
の
関
係
の
背
後
に
あ
る
皇
子
誕
生
問
題
が
か
ら
ん
で
い
て
、
そ
れ
が
強
引
に
娘
の
中
宮
を
夜
の
寝
殿
に
参
ら
せ
る
横

暴
に
拡
大
し
て
清
盛
対
高
倉
帝
の
宮
廷
の
緊
張
感
を
反
映
さ
せ
る
と
い
っ
た
相
違
を
見
せ
て
い
た
。

こ
こ
に
第
一
節
で
触
れ
た
形
成
論
的
な
観
点
か
ら
延
慶
本
を
再
考
す
る
と
、
も
し
も
延
慶
本
の
こ
の
物
語
が
巻
三
に
配
列
さ
れ
て
い
た
な
ら

ば
、
中
{
呂
徳
子
に
皇
子
の
誕
生
を
克
な
い
時
期
と
い
う
年
代
記
的
な
背
景
が
裏
打
ち
さ
れ
て
、
ま
さ
に
史
実
に
基
づ
く
皇
統
継
嗣
に
か
ら
ん
だ

清
盛
の
切
実
さ
が
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
延
慶
本
が
清
盛
と
小
督
の
対
立
を
モ
チ
ー
フ
と
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
高
倉
院
と
清

盛
の
葛
藤
を
物
語
の
全
篇
に
残
し
て
い
る
の
が
、
延
慶
本
に
お
け
る
こ
の
物
語
の
過
渡
的
形
態
を
表
す
こ
と
と
推
論
さ
れ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
こ
の
よ
う
な
延
慶
本
の
物
語
性
は
、
逆
に
、
物
語
を
形
成
し
た
史
実
性
の
検
討
で
考
察
し
た
高
倉
院
崩
御
に
際
す
る
歌
詠
と

さ
れ
る
実
患
の
「
こ
と
わ
り
」
が
示
唆
す
る
非
情
な
現
実
を
さ
ぐ
る
こ
と
も
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
史
実
と
延
慶
本
を
主
と
し
た
物
語
性
の
考
察
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
吋
平
家
物
語
」
は
「
小
督
」
を
還
し
て
当
時
の
平

家
一
門
の
後
宮
対
策
を
明
か
そ
う
と
し
た
と
読
み
取
れ
る
し
、
延
慶
本
は
さ
ら
に
そ
の
清
盛
対
高
倉
院
、
清
盛
対
小
督
の
関
係
を
克
明
に
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
小
管
と
い
う
女
人
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
あ
て
て
考
え
れ
ば
、
皇
統
と
結
び
つ
く
か
も
し
れ
な
い
皇
子
出
生
と
い
う
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将
来
の
可
能
性
が
こ
の
女
人
に
し
て
、
「
五
口
内
裏
ニ
被
召
テ
参
ナ
ム
後
、
争
御
後
グ
ラ
ク
、
ヵ
、
ラ
今
シ
ヲ
見
ル
ベ
キ
」
と
い
っ
て
恋
文
を

投
げ
捨
て
さ
せ
、
冷
徹
な
院
政
期
以
降
の
後
宮
の
現
実
を
身
で
示
し
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
皇
統
に
か
け
る
情
熱
は
一
見
、
王
朝
期

の
摂
関
家
の
入
内
し
た
女
人
の
そ
れ
と
比
類
し
な
が
ら
も
、
武
家
台
頭
の
時
代
的
背
景
と
突
き
放
せ
な
い
〈
家
〉
へ
の
貞
節
と
い
う
論
理
で
彼

女
に
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
王
朝
期
の
女
人
造
型
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
自
己
意
志
の
貫
徹
を
見
せ
な
が
ら
〈
家
〉
の
論
理
に
み
ず
か
ら

賭
け
る
、
あ
る
い
は
束
縛
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
中
世
的
女
人
造
型
を
、
こ
の
小
督
の
振
舞
い
・
態
度
に
認
め
ら
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

念
4

(
l
)
登
場
人
物
の
名
で
あ
り
な
が
ら
、
率
段
名
で
も
あ
る
た
め
、
率
段
名
と
し
て
い
う
と
き
は
「
小
督
」
と
表
す

(2)
日
本
古
典
文
学
大
系
「
平
治
物
語
」
上
、
告
頼
・
慢
函
不
快
の
事

(3)
「
私
家
集
大
成
中
世
I
」
「
艶
詞
」
明
治
議
院
、
一
九
八
四

(
4
)
佐
々
木
八
郎
氏
、
「
平
家
物
語
の
研
究
]

(5)
桑
原
博
史
氏
、
「
平
安
末
期
の
一
食
族
藤
原
陸
携
の
生
涯
と
そ
の
作
品
」
吋
中
世
物
語
の
基
礎
的
研
究
資
料
と
史
的
考
察
い
第
一
章
所
収

(6)
長
野
謹
一
氏
、
吋
平
家
物
語
の
昧
わ
い
方
」
一

O
一一一
i
一
三
七
頁
、
一
九
七
三

(7)
尾
崎
勇
氏
、
「
「
小
督
」
の
一
考
察
「
平
家
物
語
」
の
虚
構
性
に
つ
い
て
」
「
防
衛
大
学
紀
嬰
」
所
収
、
一
九
八
三

(8)
日
本
古
典
文
学
大
系
「
栄
花
物
語
」
巻
十
一
「
つ
ぼ
み
花
」

(9)
「
大
日
本
史
料
三
条
天
皇
小
右
記
自
録
』
五
六
六
頁

(
叩
)
「
山
椀
記
」
治
承
匝
年
四
月
十
二
百
条
、
史
料
大
成
所
収

(
日
)
中
西
美
智
子
氏
、
「
平
家
物
語
成
長
変
化
の
一
断
面
屋
代
本
「
小
督
」
と
他
本
と
の
関
係
」
「
文
学
語
学
」
、
一
九
五
八
、
六

(
ロ
)
水
原
一
氏
、
「
「
平
家
物
語
」
巻
十
二
の
諮
問
題
i
i
l
「
断
絶
平
家
」
そ
の
他
を
め
ぐ
っ
て
l
i
i
」
「
駒
沢
田
文
円
一
九
八
三
、
二

(
日
)
日
本
古
典
全
集
『
健
寿
御
前
日
記
]
一
六

0
1
二
ハ
一
一
良

(H)
前
掲
論
文

(
出
)
吋
明
月
記
」
元
久
二
年
七
月
条

(
日
)
富
倉
龍
次
郎
氏
、
「
一
半
家
物
語
全
注
釈

(
げ
)
「
玉
葉
」
治
承
元
年
十
一
月
四
日
の
条

(
時
)
「
態
管
抄
」
巻
五
、
二
回
三
頁
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中
巻
」

一
八
一

i
二
真
、
角
川
書
庖



(
日
)
「
山
腕
記
」
前
掲
個
所

(
却
)
「
山
椀
記
」
治
承
二
年
六
月
七
日
条

(
訂
)
上
横
手
雅
敬
氏
、
「
l
ひ
と
き
わ
華
胞
な
美
女
」
『
平
家
物
語
の
虚
構
と
真
実
』
講
談
社
、
一
九
七
三

(
泣
)
「
山
擁
記
」
の
治
承
二
年
六
月
サ
七
日
条

(
お
)
「
皇
帝
紀
抄
」
巻
七
、
高
倉
院
の
条

(
討
)
紀
伊
二
位
朝
子
の
出
自
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
吋
尊
卑
分
脈
い
〈
貞
問
削
郷
諒
〉
に
「
女
子
(
従
二
。
朝
子
。
紀
伊
二
杭
。
小
納
言
入
道
信
西
室
。
民
部
卿
成
範
卿

母
。
後
白
河
院
御
乳
母
。
号
ア
マ
セ
是
也
こ
と
あ
る
の
が
有
力
。
彼
女
へ
の
後
白
河
説
の
信
頼
は
「
今
鏡
」
「
す
べ
ら
ぎ
の
下
第
三
」
に
小
納
言
通
態
の
と
こ
ろ
に

詳
し
く
て
、
八
十
島
の
使
い
を
果
た
さ
れ
て
詠
ん
だ
「
す
べ
ら
、
ぎ
の
千
代
の
伽
御
影
に
か
く
れ
ず
は
今
日
住
吉
の
松
を
見
主
し
や
」
の
歌
に
確
か
め
ら
れ
る

(
お
)
「
月
詣
和
歌
集
」
巻
十
、
十
月
付
哀
府
間

(
部
)
前
掲
論
文

(
幻
)
河
野
泰
男
氏
、
「
今
鏡
全
釈
上
」
一
二
六
三
真
、
福
武
撤
回
自

(
訪
)
「
愚
管
抄
」
巻
目
、
崇
徳
院
の
条
、
二

O
八
頁

(
却
)
日
本
古
典
全
集
「
健
寿
御
前
日
記
」
二
ハ

O
i
二
ハ
一
真
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