
佐藤 －ユー   

『
保
元
物
語
』
本
文
形
成
考
 
 

－
 
源
為
朝
と
鬼
の
末
裔
と
の
避
退
場
面
を
め
ぐ
つ
て
 
ー
 
 佐

藤
 
智
広
 
 

は
じ
め
に
 
 

F
保
元
物
語
』
は
、
平
安
時
代
末
期
の
保
元
の
乱
と
そ
の
前
後
と
を
題
材
と
し
て
、
 
 

作
品
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
保
元
物
語
』
諸
伝
本
に
、
様
々
な
書
写
態
度
の
 
 

痕
跡
が
窺
え
る
。
し
か
も
、
あ
る
伝
本
を
規
準
と
し
て
、
諸
伝
本
を
比
較
し
た
場
合
、
 
 

僅
か
な
記
載
内
容
の
異
な
り
の
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
可
能
な
 
 

限
り
忠
実
に
書
写
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
、
誤
写
・
誤
脱
・
桁
・
若
干
の
意
改
な
ど
 
 

は
起
こ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
差
異
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
が
、
諸
伝
本
 
 

に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
書
承
段
階
の
『
保
元
物
語
』
に
お
い
て
、
改
作
者
 
 

の
介
在
が
あ
っ
た
た
め
、
系
統
の
異
な
る
伝
本
 
（
群
）
が
成
立
し
、
そ
の
後
、
併
存
し
 
 

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
『
保
元
物
語
』
は
、
巻
末
に
源
為
朝
の
最
期
を
載
せ
る
も
の
が
多
く
伝
わ
っ
て
 
 

い
る
。
保
元
の
乱
の
敗
者
中
で
、
最
も
際
立
っ
た
剛
の
者
と
し
て
描
か
れ
る
為
朝
の
最
 
 

期
が
、
巻
末
に
載
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
研
究
の
様
々
な
点
で
考
察
さ
れ
る
 
 

と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
 

為
朝
は
速
読
に
処
せ
ら
九
た
後
、
鬼
島
に
渡
り
、
そ
こ
町
住
民
と
器
返
す
る
。
為
朝
 
 

の
鬼
島
渡
り
の
話
を
載
せ
る
諸
伝
本
は
、
若
干
、
解
釈
の
揺
れ
の
あ
る
も
の
も
含
め
て
、
 
 

鬼
島
の
住
民
を
鬼
の
末
裔
と
す
る
点
で
ほ
ぼ
共
通
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
避
道
場
面
の
 
 

本
文
を
比
較
す
る
と
、
諸
伝
本
に
差
異
が
見
ら
れ
、
改
作
の
痕
跡
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
 
 

本
稿
で
は
、
系
統
の
異
な
る
伝
本
に
お
い
て
、
為
朝
と
鬼
の
末
裔
と
の
選
遁
場
面
の
本
 
 

文
を
比
較
検
討
し
、
各
系
統
本
文
の
振
れ
幅
、
す
な
わ
ち
、
書
承
段
階
で
の
本
文
形
成
 
 

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

な
お
、
こ
う
し
た
考
察
は
、
可
能
な
限
り
の
伝
本
を
精
査
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
 
 

－
－
）
 
 

こ
れ
ま
で
の
先
学
諸
氏
の
御
研
究
を
勘
案
し
、
私
の
調
査
で
き
た
五
系
統
の
本
文
に
つ
 
 

い
て
考
察
す
る
。
 
 

第
一
節
 
 

『
保
元
物
語
』
に
お
い
て
、
源
為
朝
の
鬼
島
津
り
の
話
が
載
せ
ら
れ
る
か
否
か
、
ま
 
 

た
、
崇
徳
院
崩
御
の
話
を
含
め
て
、
巻
末
部
分
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
か
、
と
い
 
 

う
点
で
、
各
系
統
に
は
異
な
り
が
あ
る
。
 
 
 

為
朝
の
、
鬼
の
末
裔
と
の
遥
遠
場
面
の
み
な
ら
ず
、
鬼
島
津
り
の
話
そ
の
も
の
が
な
 
 

い
の
は
、
宝
植
木
系
統
で
あ
る
。
宝
徳
本
系
統
伝
本
に
は
、
鬼
島
渡
り
の
章
段
を
、
別
 
 

系
統
の
伝
本
に
よ
っ
て
増
補
し
た
も
の
が
複
数
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
伝
本
は
、
 
 

す
べ
て
、
根
津
本
系
統
の
何
ら
か
の
伝
本
か
ら
、
こ
の
章
段
を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
 
 

て
土
 
 

る
こ
と
が
、
大
井
善
存
氏
に
よ
り
論
証
さ
れ
て
い
る
。
大
井
氏
御
自
身
が
 
∧
『
保
元
物
 
 

語
』
と
し
て
は
、
結
果
的
に
見
て
、
性
格
が
全
く
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。
）
 
と
述
べ
て
 
 

お
ら
れ
る
よ
う
に
、
巻
末
に
至
っ
て
、
そ
の
性
格
が
異
な
る
も
の
を
同
一
系
統
と
見
撤
 
 

す
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
後
の
増
補
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
増
補
 
 

に
用
い
た
伝
本
の
系
統
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
以
上
、
宝
徳
本
系
統
諸
本
は
、
為
朝
 
 

遠
流
の
顛
末
を
詳
細
に
記
そ
う
と
い
う
意
識
の
な
い
伝
本
か
ら
派
生
し
た
も
の
、
と
言
 
 

え
る
。
 
 
 

宝
徳
本
系
統
を
除
く
四
系
統
は
、
す
べ
て
物
語
の
最
終
尾
近
く
に
、
各
系
統
そ
れ
ぞ
 
 

れ
の
分
量
・
進
度
で
、
為
朝
鬼
島
津
り
の
話
を
載
せ
る
。
半
井
本
系
統
を
例
に
挙
げ
る
 
 

と
、
以
下
の
よ
う
に
詣
が
展
開
す
る
。
 
 
 

東
国
に
流
さ
れ
た
為
朝
は
、
伊
豆
沖
の
諸
島
を
所
領
す
る
が
、
あ
る
日
、
鳥
の
飛
ぶ
 
 

の
を
見
て
、
そ
の
行
く
手
に
未
知
の
島
が
あ
る
と
推
測
、
領
土
拡
大
の
た
め
船
を
漕
ぎ
 
 
 



『保元物語』本文形成考  － ヨ ー  

出
す
。
案
の
定
、
島
は
存
在
し
、
為
朝
は
上
陸
す
る
。
そ
こ
で
為
朝
は
、
今
ま
で
見
た
 
 

こ
と
の
な
い
 
 

其
島
ノ
人
ノ
形
チ
、
長
ケ
一
丈
余
ナ
ル
ガ
、
皆
大
童
也
。
刀
ヲ
パ
右
ノ
脇
二
ゾ
指
 
 

T
こ
 
 

タ
リ
ケ
ル
。
 
 

と
い
う
着
た
ち
と
出
会
う
。
 
 

「
我
二
不
′
随
ハ
、
皆
射
殺
シ
テ
ム
」
ト
云
ケ
レ
バ
、
「
皆
随
候
ぺ
キ
」
由
申
ス
。
 
 

衣
裳
ハ
網
ノ
様
ナ
ル
太
キ
絹
也
。
カ
ー
ル
絹
ヲ
多
ク
取
出
シ
テ
、
為
朝
ガ
前
二
積
 
 

置
タ
り
㌔
 
「
比
島
二
名
ハ
無
力
」
 
ト
云
ヘ
バ
、
「
鬼
島
」
ト
云
。
「
汝
等
ハ
鬼
l
〓
丁
 
 

有
力
」
 
ト
云
ヘ
バ
、
「
昔
ハ
鬼
也
シ
カ
、
今
ハ
末
二
成
テ
、
鬼
持
ナ
ル
隠
蓑
、
陣
 
 

笠
．
ウ
チ
デ
ノ
履
、
シ
ヅ
ム
屠
卜
云
物
井
モ
、
今
ハ
無
ケ
レ
バ
、
他
国
へ
渡
ル
事
 
 

モ
セ
ズ
。
其
二
随
テ
武
キ
心
モ
鋲
ご
 
ト
申
ス
。
 
 
 

為
朝
と
島
の
住
民
と
の
会
話
は
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ご
〕
の
部
分
に
つ
い
て
、
 
 

他
の
系
統
の
本
文
を
見
て
み
た
い
。
 
 

＊
康
豊
本
系
統
 
 

「
我
に
随
ず
は
、
か
様
に
射
吉
打
害
す
べ
し
ご
 
と
て
、
弓
を
引
。
差
当
た
り
け
 
 

れ
ば
、
お
ぢ
わ
な
～
き
て
▼
 
「
順
む
ご
と
申
。
則
、
網
の
様
な
る
絹
を
多
取
出
し
 
 

て
其
前
に
積
を
き
け
り
。
「
そ
も
、
比
嶋
に
名
は
な
き
か
。
」
と
間
ば
、
「
鬼
嶋
。
」
 
 

と
申
。
「
さ
て
は
鬼
の
有
や
ご
 
と
問
ば
、
「
昔
は
鬼
に
て
有
け
れ
共
、
今
は
末
に
 
 

て
エ
 
 

成
て
、
武
き
心
も
な
し
。
」
 
と
申
。
 
 

＊
版
行
本
系
統
 
 

「
練
ら
も
わ
れ
に
し
た
が
は
す
は
、
か
く
の
ご
と
く
射
こ
ろ
す
べ
し
。
一
と
の
た
 
 

ま
へ
ば
、
み
な
平
伏
し
て
騒
が
ひ
け
り
。
身
に
き
る
物
は
、
あ
み
の
こ
と
く
な
る
 
 

太
布
也
。
比
布
を
面
々
の
家
々
よ
り
お
ほ
く
も
ち
出
て
前
に
つ
み
を
き
け
り
。
嶋
 
 

の
名
を
と
ひ
給
へ
ば
、
鬼
が
嶋
と
申
。
「
し
か
れ
ば
、
な
ん
ぢ
ら
は
鬼
の
子
孫
辣
。
J
 
 

「
さ
ん
候
。
」
 
「
さ
て
は
き
こ
ゆ
る
た
か
ら
あ
ら
ば
、
と
り
い
だ
せ
よ
。
見
ん
。
」
 
 

と
の
た
ま
へ
ば
、
「
昔
ま
さ
し
く
鬼
神
な
り
し
時
は
、
か
く
れ
み
の
■
か
く
れ
が
 
 

さ
‥
つ
か
ぴ
ぐ
つ
・
し
づ
み
ぐ
つ
・
剣
な
ど
い
ふ
宝
あ
り
け
り
。
其
比
は
船
な
け
 
 

れ
共
、
他
国
へ
も
わ
た
り
て
、
日
食
人
の
生
贅
を
も
と
り
け
り
。
今
は
果
報
つ
き
 
 

て
、
た
か
ら
も
う
せ
、
か
た
ち
も
人
に
な
り
て
、
他
国
に
行
事
も
か
な
は
ず
。
－
 
 

〕
一
「
 
 

と
い
ふ
。
 
 

＊
根
津
本
系
統
 
 

「
や
う
れ
、
お
の
れ
ら
は
何
と
い
ふ
も
の
ぞ
、
な
ん
ぢ
が
有
様
を
か
た
り
申
せ
よ
。
」
 
 

と
い
ふ
に
、
か
れ
ら
が
い
ふ
や
う
「
我
等
は
む
か
し
の
お
に
の
す
ゑ
也
。
さ
れ
共
、
 
 

今
は
世
の
す
ゑ
な
れ
ば
、
人
を
も
食
せ
ず
、
た
ゞ
比
嶋
を
蘭
し
て
月
日
を
お
く
 
 

■
M
】
 
 

る
。
」
 
と
い
ふ
。
 
 

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
為
朝
の
出
会
っ
た
鬼
の
末
裔
ら
し
き
者
は
、
作
中
時
間
の
現
在
 
 

に
お
い
て
、
荒
ぶ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
今
、
〝
鬼
″
 
 

の
定
義
は
、
本
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
省
略
す
る
が
、
例
え
ば
、
身
の
 
 

丈
一
丈
 
（
『
今
昔
物
語
集
』
蕃
山
二
二
八
、
巻
「
四
四
三
）
 
と
い
う
特
徴
を
踏
襲
し
 
 

な
が
ら
、
食
人
種
 
（
同
、
巻
一
七
・
匹
三
、
巻
二
七
1
八
）
と
い
っ
た
性
質
は
な
く
な
っ
 
 

て
い
る
。
柔
順
で
、
あ
つ
さ
り
と
為
朝
に
降
伏
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
細
か
く
検
討
す
る
と
、
わ
ず
か
な
こ
の
会
話
部
分
に
も
、
単
純
な
書
写
上
の
 
 

本
文
変
化
と
は
言
え
な
い
差
異
が
、
醒
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
差
異
を
、
各
系
統
の
本
 
 

文
に
別
し
て
考
察
す
る
。
 
 

第
二
節
 
 

§
1
 
半
井
本
系
統
・
康
豊
本
系
統
－
版
行
本
系
統
 
 
 

こ
の
三
系
統
は
、
為
朝
と
鬼
の
末
裔
と
の
担
道
場
面
の
展
開
は
、
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
 
 
 



る
。
し
か
し
、
宝
の
散
保
と
い
う
記
事
の
有
無
で
、
半
井
本
系
統
・
版
行
本
系
統
と
康
 
 

畳
本
系
統
と
に
二
分
で
き
る
。
 
 
 

ま
ず
、
半
井
本
系
統
本
文
と
版
行
本
系
統
本
文
と
を
比
較
す
る
と
、
版
行
本
系
統
本
 
 

文
の
分
量
が
、
話
の
展
開
を
変
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
 
 

る
。
 
 
 

版
行
本
系
統
本
文
は
、
鬼
の
末
裔
が
、
宝
の
散
侠
を
語
る
前
に
、
為
朝
か
ら
の
一
さ
 
 

て
は
き
こ
ゆ
る
た
か
ら
あ
ら
ば
、
と
り
い
だ
せ
よ
っ
 
見
ん
。
」
 
と
い
う
聞
い
が
あ
る
。
 
 

半
井
本
系
統
本
文
の
場
合
、
為
朝
は
住
民
に
向
か
っ
て
 
「
汝
等
ハ
鬼
ニ
テ
有
力
。
」
 
と
 
 

問
う
の
み
で
、
宝
の
こ
と
は
問
い
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
質
問
を
承
け
て
、
住
民
は
「
昔
 
 

ハ
鬼
也
シ
カ
、
今
ハ
末
二
成
テ
、
鬼
持
ナ
ル
一
＝
㌧
」
 
と
答
え
る
の
で
あ
る
。
版
行
本
 
 

系
統
本
文
は
、
為
朝
の
問
い
に
対
す
る
必
然
と
し
て
、
こ
の
答
え
が
発
せ
ら
れ
る
の
で
 
 

あ
る
か
ら
、
至
っ
て
自
然
な
会
話
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
半
井
本
系
 
 

統
本
文
は
、
住
民
の
答
え
る
内
容
が
唐
突
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
版
行
本
系
統
は
、
 
 

半
井
本
系
統
の
よ
う
に
鬼
の
宝
の
散
侠
を
載
せ
る
本
文
に
、
会
話
の
展
開
を
潤
滑
に
す
 
 

る
た
め
の
為
朝
の
問
い
を
加
え
た
形
を
採
用
し
た
も
の
と
言
え
る
。
逆
に
、
版
行
本
系
 
 

統
の
よ
う
な
本
文
が
省
略
さ
れ
て
、
半
井
本
系
統
の
よ
う
な
本
文
が
出
来
た
と
は
、
こ
 
 

の
部
分
に
つ
い
て
は
考
え
に
く
い
。
 
 
 

展
開
を
変
え
な
い
範
閏
に
お
い
て
の
、
こ
の
よ
う
な
増
補
は
、
他
の
部
分
に
も
見
ら
 
 

れ
る
。
 
 
 

半
井
本
系
統
本
文
で
は
、
為
朝
の
問
い
 
「
汝
等
ハ
鬼
ニ
テ
有
力
。
」
 
と
、
そ
れ
に
対
 
 

す
る
答
え
 
「
昔
ハ
鬼
也
シ
カ
、
今
ハ
末
二
成
テ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
部
分
に
該
 
 

当
す
る
版
行
本
系
統
本
文
は
二
し
か
れ
ば
、
な
ん
ぢ
ら
は
鬼
の
†
孫
欺
ご
「
さ
ん
候
。
」
 
 

「
さ
て
は
き
こ
ゆ
る
た
か
ら
あ
ら
ば
＝
‥
⊥
 
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

両
系
統
の
本
文
は
、
島
の
住
民
に
よ
っ
て
、
壬
の
散
供
が
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
半
 
 

井
本
系
統
の
場
合
∴
上
の
散
快
理
由
は
「
（
「
ハ
末
二
成
テ
」
と
あ
る
の
み
て
あ
り
、
一
末
」
 
 

キ
心
モ
無
。
 
 

と
い
う
、
半
井
本
系
統
本
文
の
波
線
部
分
に
該
当
す
る
記
述
が
な
く
、
 
 

昔
は
鬼
に
て
有
け
れ
共
、
今
は
末
に
成
て
武
き
心
も
な
し
。
 
 

と
の
み
あ
る
の
で
あ
る
。
半
井
本
系
統
や
版
行
本
系
統
の
本
文
が
、
猛
々
し
い
性
質
が
 
 

消
失
し
た
理
由
を
、
宝
の
散
保
と
結
び
つ
け
る
の
に
対
し
、
康
豊
本
系
統
本
文
の
場
合
、
 
 

そ
の
理
由
は
 
「
今
は
末
に
成
て
」
と
の
み
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
 
「
今
は
未
に
成
 
 

て
」
は
、
半
井
本
系
統
本
文
に
つ
い
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
時
間
的
な
意
味
で
の
末
（
末
 
 

世
）
と
世
代
的
な
意
味
で
の
末
（
末
裔
）
と
の
、
い
ず
れ
に
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

今
一
つ
、
看
過
で
き
な
い
点
が
あ
る
。
 
 

汝
等
ハ
鬼
ニ
テ
有
力
 
（
半
井
本
系
統
）
 
 

な
ん
ぢ
ら
は
鬼
の
子
孫
歎
 
（
版
行
木
系
統
）
 
 

お
の
れ
ら
は
何
と
い
ふ
も
の
そ
、
な
ん
ち
が
有
様
を
か
た
り
申
せ
よ
（
根
席
本
系
 
 
 

が
時
間
軸
上
の
末
（
末
世
）
を
意
味
す
る
の
か
、
世
代
的
な
末
（
末
裔
）
を
意
味
す
る
 
 

の
か
、
厳
密
に
は
不
分
明
で
あ
る
。
鬼
一
族
に
相
伝
さ
れ
る
べ
き
宝
が
失
わ
れ
た
の
で
 
 

あ
る
か
ら
、
末
簡
と
解
釈
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
末
世
の
意
で
は
な
い
と
い
う
積
 
 

極
的
な
理
由
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
版
行
本
系
統
本
文
は
「
鬼
の
子
孫
 
 

兜
。
」
 
「
さ
ん
候
。
」
 
と
明
確
に
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

半
井
本
系
統
本
文
は
、
版
行
本
系
統
本
文
へ
と
、
増
加
の
方
向
で
移
行
す
る
。
た
だ
 
 

し
、
こ
の
二
系
統
本
文
は
、
島
の
住
民
（
鬼
の
末
裔
）
が
、
鬼
相
伝
の
宝
を
散
供
し
、
 
 

島
を
出
る
こ
と
も
な
く
、
猛
々
し
い
性
質
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
点
で
共
通
す
 
 

る
。
性
質
の
変
化
は
、
宝
の
散
侠
が
原
因
な
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
鬼
の
宝
の
散
侠
と
い
う
部
分
を
欠
き
、
半
井
本
系
統
本
文
と
比
較
し
て
、
本
 
 

文
の
分
量
が
減
少
し
て
い
る
の
が
康
豊
本
系
統
本
文
で
あ
る
。
 
 

ヅ
ム
履
卜
云
物
共
モ
、
 
 

昔
ハ
鬼
也
シ
カ
、
今
ハ
末
二
成
テ
、
鬼
持
ナ
ル
隠
蓑
、
 
 

今
ハ
無
ケ
レ
バ
、
他
国
へ
渡
ル
 
 隠

笠
、
ウ
チ
デ
ノ
屠
、
シ
 
 

モ
セ
ズ
。
其
二
随
テ
武
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統
）
 
 

と
い
う
、
疑
問
・
命
令
は
、
為
朝
が
相
手
の
身
上
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
L
か
し
、
康
 
 

鼻
本
系
統
本
文
は
、
 
 

さ
て
は
鬼
の
有
や
 
 

と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
半
井
本
系
統
や
版
行
本
系
統
の
為
朝
が
、
遼
遠
し
た
眼
 
 

前
の
住
民
を
鬼
の
縁
者
と
推
測
し
た
上
で
問
い
を
発
す
る
こ
と
と
異
な
り
、
康
豊
本
系
 
 

統
の
為
朝
は
、
こ
の
辺
り
の
鬼
の
存
否
を
問
う
の
で
あ
る
。
こ
の
三
系
統
は
、
こ
の
為
 
 

朝
の
問
い
の
前
に
、
島
の
住
民
が
島
名
を
 
「
鬼
島
 
（
半
井
本
系
統
）
」
 
と
説
明
す
る
部
 
 

分
が
あ
る
点
で
共
通
す
る
。
し
か
し
、
半
井
本
系
統
や
版
行
本
系
統
の
為
朝
と
康
豊
本
 
 

系
統
の
為
朝
と
は
、
眼
前
の
住
民
に
対
す
る
認
識
と
い
う
点
に
お
い
て
隔
た
り
が
あ
る
 
 

の
で
あ
る
。
ま
た
、
根
津
本
系
統
本
文
は
、
こ
の
為
朝
の
発
話
の
前
に
島
名
が
語
ら
れ
 
 

な
い
。
よ
っ
て
、
為
朝
の
発
話
内
容
は
他
系
統
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
眼
前
の
住
民
の
 
 

身
上
を
問
い
質
す
と
い
う
点
で
、
半
井
本
系
統
や
版
行
本
系
統
と
共
通
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
為
朝
の
問
い
に
対
し
て
、
住
民
は
、
昔
は
鬼
で
あ
っ
た
が
、
と
答
え
る
。
 
 

こ
れ
は
四
系
統
に
共
通
す
る
。
そ
う
し
て
見
る
と
、
康
豊
本
系
統
本
文
の
み
が
、
質
疑
 
 

応
答
に
胞
鮪
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
康
豊
本
系
統
本
文
に
よ
れ
 
 

ば
、
為
朝
は
、
こ
の
辺
に
鬼
が
有
る
の
か
と
問
う
に
過
ぎ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
 

住
民
は
自
ら
の
先
祖
に
つ
い
て
語
り
出
す
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
康
畳
本
系
統
本
文
は
、
未
熟
な
会
話
の
形
を
残
し
て
い
る
。
先
の
、
 
 

猛
々
し
い
性
質
の
消
失
理
由
が
不
分
明
で
あ
る
こ
と
同
様
、
厳
達
場
面
は
半
井
本
系
統
 
 

本
文
と
比
較
し
て
、
単
に
減
少
し
て
い
る
と
い
う
に
留
ま
ら
ず
、
曖
昧
で
未
熟
な
も
の
 
 

と
言
え
る
の
で
あ
る
。
 
 

§
2
 
根
津
本
系
統
 
 
 

根
津
本
系
統
本
文
は
、
こ
の
剋
道
場
面
の
展
開
に
お
い
て
、
他
の
三
系
統
と
大
き
く
 
 

異
な
る
。
為
朝
の
上
陸
し
た
島
の
名
前
が
、
本
稿
で
取
り
扱
う
部
分
の
後
に
な
っ
て
、
 
 

語
り
手
が
 
「
兎
の
嶋
」
と
称
す
る
こ
と
な
ど
も
、
そ
の
⊥
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
こ
 
 

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
鬼
の
末
裔
の
発
話
が
、
 
 

我
等
は
む
か
し
の
お
に
の
す
ゑ
也
。
さ
れ
共
、
今
は
世
の
す
ゑ
な
れ
ば
、
 
 

と
あ
る
部
分
で
あ
る
。
 
 
 

板
津
本
系
統
本
文
は
、
鬼
の
束
帯
と
い
う
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、
食
人
を
せ
ず
、
静
 
 

か
に
島
で
暮
す
理
由
を
、
末
世
思
想
と
関
連
す
る
「
世
の
す
ゑ
」
 
で
あ
る
た
め
、
と
す
 
 

る
。
各
系
統
の
本
文
に
 
「
末
」
 
「
す
ゑ
」
 
と
い
う
こ
と
ば
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
 
 

ろ
が
、
根
津
本
系
統
の
み
が
、
「
世
の
す
ゑ
」
 
す
な
わ
ち
、
末
世
を
意
識
し
た
本
文
と
 
 

▲
了
〕
 
 

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
末
世
と
は
、
『
大
集
経
』
巻
五
五
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、
釈
 
 

迦
入
滅
後
二
千
年
（
二
現
に
は
一
千
年
）
を
経
過
す
る
と
、
仏
法
は
効
力
を
失
い
、
ま
 
 

た
荒
廃
し
、
そ
れ
に
伴
っ
た
乱
れ
た
世
の
中
に
な
る
と
い
う
思
想
に
基
づ
く
。
そ
う
し
 
 

た
思
想
が
、
こ
の
部
分
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
こ
と
と
関
連
付
け
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
為
朝
捕
縛
・
遠
流
に
先
立
っ
て
語
ら
 
 

れ
る
、
崇
徳
院
の
最
期
で
あ
る
。
為
朝
と
並
ぶ
敗
者
側
の
中
心
人
物
、
崇
徳
院
の
最
期
 
 

は
、
『
保
元
物
語
』
諸
系
統
に
載
っ
て
い
る
。
根
津
本
系
統
は
、
為
朝
の
最
期
の
前
に
 
 

こ
れ
を
載
せ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
讃
岐
配
流
後
、
「
来
世
の
御
た
め
 
 

に
」
と
崇
徳
院
は
、
三
年
が
か
り
で
写
経
を
行
う
。
し
か
し
、
そ
の
経
は
都
の
帝
に
容
 
 

れ
ら
れ
ず
、
「
ね
が
は
く
は
此
大
乗
経
を
三
悪
道
に
な
げ
入
て
、
比
力
に
よ
り
て
、
我
 
 

日
本
大
ま
ゑ
ん
と
な
ら
む
」
 
と
誓
い
、
「
い
き
な
が
ら
天
狗
の
か
た
ち
」
 
と
語
ら
れ
る
 
 

よ
う
な
非
業
の
死
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

崇
徳
院
の
最
期
が
語
ら
れ
る
場
面
に
は
、
末
の
世
と
い
っ
た
こ
と
ば
は
見
ら
れ
な
 
 

い
。
し
か
し
、
広
く
衆
生
を
救
う
は
ず
の
大
乗
経
典
が
拒
絶
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
仏
 
 

法
の
功
力
が
失
わ
れ
た
こ
と
は
、
末
の
世
を
表
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
そ
う
し
た
末
 
 

法
の
世
の
中
で
、
十
善
の
君
は
天
狗
に
な
り
、
鬼
は
人
へ
と
変
化
L
て
い
く
の
で
あ
る
。
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〔
b
】
 
 
 

野
中
哲
照
氏
は
、
半
井
本
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
崇
徳
院
と
為
朝
と
を
へ
ソ
ト
カ
ラ
 
 

オ
ビ
ヤ
カ
ス
モ
ノ
）
と
規
定
し
、
語
り
手
に
と
っ
て
の
現
在
を
、
古
代
末
期
の
乱
世
と
 
 

位
置
付
け
た
読
み
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
為
朝
渡
島
と
そ
の
後
を
欠
く
宝
 
 

徳
本
系
統
を
除
く
各
系
統
で
、
お
お
よ
そ
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
中
で
、
 
 

改
作
者
が
、
こ
の
巻
末
部
を
、
「
世
の
す
ゑ
」
 
と
い
う
こ
と
ば
で
、
二
人
の
敗
者
の
話
 
 

と
し
て
収
束
さ
せ
た
も
の
を
、
根
津
本
系
統
は
取
り
込
ん
で
い
る
、
と
看
取
で
き
る
の
 
 

で
あ
る
。
 
 

▲
り
）
 
 
 

ま
た
、
原
水
民
樹
氏
は
、
根
津
本
系
統
の
本
文
の
性
格
に
つ
い
て
、
（
数
多
く
の
不
 
 

手
際
（
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
複
数
の
異
本
の
各
々
か
ら
記
事
を
貪
欲
に
か
つ
無
雑
作
に
 
 

と
り
こ
ん
だ
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
）
を
有
す
る
一
方
、
抄
略
や
関
連
記
事
の
集
中
化
 
 

に
典
型
的
に
読
み
と
れ
る
よ
う
に
、
簡
略
化
■
整
理
化
の
方
向
を
目
ざ
す
と
い
う
、
相
 
 

反
す
る
性
格
を
京
図
本
は
そ
の
内
部
に
共
有
し
て
い
る
。
）
 
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
原
 
 

水
氏
の
論
証
は
首
肯
す
べ
き
点
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
と
す
れ
ば
、
「
世
の
す
ゑ
」
 
と
 
 

い
う
収
束
は
、
ど
う
い
っ
た
性
格
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
明
確
な
答
え
を
提
示
 
 

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
つ
の
振
れ
幅
と
し
て
、
他
系
統
と
の
差
異
は
明
ら
か
に
 
 

で
き
る
と
言
え
る
。
 
 

§
3
 
各
系
統
本
文
の
位
相
 
 
 

根
津
本
系
統
本
文
の
改
作
の
方
向
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
て
、
先
の
康
畳
本
系
統
本
 
 

文
と
の
関
わ
り
を
検
討
し
た
い
。
 
 
 

康
豊
本
系
統
の
、
こ
の
場
面
の
本
文
は
、
他
系
統
本
文
と
比
較
し
て
、
未
熟
な
表
現
 
 

で
あ
る
と
言
え
る
。
殊
に
、
「
末
に
成
て
」
 
と
い
う
部
分
は
、
二
様
の
解
釈
を
可
能
に
 
 

す
る
。
こ
れ
は
、
半
井
本
系
統
本
文
と
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
半
井
本
系
 
 

統
本
文
が
、
鬼
の
末
裔
の
性
質
の
変
化
を
、
宝
の
散
保
と
関
わ
ら
せ
る
二
と
で
処
理
し
 
 

た
の
と
異
な
り
、
東
豊
本
系
統
本
文
は
、
曖
昧
な
ま
ま
な
の
て
あ
る
。
こ
う
し
た
曖
昧
 
 

な
本
文
を
伝
え
る
過
程
で
、
根
津
本
系
統
本
文
の
よ
う
な
、
末
世
の
出
来
事
と
し
て
収
 
 

束
さ
せ
る
と
い
う
本
文
形
成
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
場
面
構
成
に
お
い
て
、
康
豊
本
系
統
本
文
と
類
似
す
る
半
井
本
系
統
本
文
で
 
 

あ
る
が
、
半
井
本
系
統
本
文
の
形
か
ら
、
宝
の
散
侠
部
分
が
省
略
さ
れ
て
、
康
量
本
系
 
 

統
本
文
が
生
成
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
康
豊
本
系
統
本
文
に
 
 

お
い
て
、
為
朝
が
、
鬼
の
存
在
の
有
無
を
問
い
た
の
に
対
し
、
住
民
が
、
自
ら
の
先
祖
 
 

を
鬼
と
答
え
る
点
で
あ
る
。
 
 
 

為
朝
 
さ
て
は
鬼
面
都
督
。
 
 
 

住
民
 
昔
は
鬼
出
、
¶
判
明
相
対
…
・
＝
 
 

と
い
う
問
答
は
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
辻
棲
が
合
わ
な
い
ゥ
半
井
本
系
統
本
文
か
ら
、
 
 

宝
の
散
侠
部
分
を
省
略
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
部
分
の
改
変
は
理
由
が
付
け
ら
れ
な
い
 
 

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
未
熟
な
点
を
整
備
し
、
鬼
の
末
裔
と
し
て
明
示
し
て
 
 

い
っ
た
の
が
、
半
井
本
系
統
の
よ
う
な
本
文
な
の
で
あ
ろ
う
。
半
井
本
系
統
本
文
の
本
 
 

T
l
O
－
 
 

文
形
成
に
つ
い
て
は
、
鬼
の
宝
の
散
快
諾
を
含
め
て
検
討
す
べ
き
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
、
 
 

康
畳
本
系
統
本
文
が
、
鬼
の
末
帝
の
話
と
し
て
増
補
整
備
さ
れ
、
そ
れ
が
、
半
井
本
系
 
 

統
、
さ
ら
に
は
版
行
本
系
統
の
本
文
と
な
っ
て
い
っ
た
と
見
て
お
く
。
 
 

（
－
－
一
 
 
 

半
井
本
系
統
本
文
が
、
康
豊
本
系
統
本
文
の
後
出
と
説
い
て
お
ら
れ
る
高
橋
貞
一
氏
 
 

は
、
為
朝
の
鬼
島
渡
り
の
部
分
に
つ
い
て
、
康
豊
本
系
統
本
文
か
ら
半
井
本
系
統
本
文
 
 

へ
の
簡
略
化
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
そ
う
し
た
点
が
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
 
 

は
な
い
が
、
本
稿
で
扱
っ
た
よ
う
な
、
増
加
の
方
向
で
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
部
 
 

分
も
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 

お
わ
り
に
 
 

為
朝
と
鬼
の
末
裔
と
の
應
遁
場
面
を
通
し
て
、
著
作
に
関
わ
る
本
文
形
成
を
考
察
し
 
 

て
き
た
。
鬼
の
末
裔
の
発
話
は
、
本
稿
て
扱
う
系
統
に
限
っ
て
も
、
三
種
に
分
類
で
き
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る
。
要
す
る
に
、
あ
る
段
帽
で
の
改
作
が
二
回
は
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ゥ
 
¶
 
 

者
は
〝
末
世
″
と
い
う
認
識
を
持
ち
込
み
、
『
保
元
物
語
』
巻
末
部
を
〝
末
世
″
 
の
時
 
 

空
間
に
起
こ
つ
た
不
思
議
と
し
て
収
束
さ
せ
て
い
る
。
今
一
昔
は
、
鬼
の
宝
の
散
保
と
 
 

い
う
理
由
付
け
を
行
う
こ
と
で
、
鬼
の
東
商
の
性
質
の
変
化
を
説
明
し
て
い
る
。
前
者
 
 

は
根
津
本
系
統
に
、
後
者
は
半
井
本
系
統
や
版
行
本
系
統
に
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
込
ま
れ
 
 

て
い
る
。
ど
ち
ら
が
、
よ
り
大
き
な
改
変
か
と
言
え
ば
、
崇
徳
院
の
最
期
を
も
意
識
し
 
 

た
根
津
本
系
統
の
本
文
で
あ
る
。
ま
た
、
半
井
本
系
統
本
文
と
版
行
本
系
統
本
文
と
の
 
 

差
異
は
、
場
面
構
成
を
変
え
な
い
範
囲
で
の
増
補
、
す
な
わ
ち
、
小
さ
な
本
文
変
化
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

源
為
朝
の
、
鬼
の
末
裔
と
の
遅
速
の
際
に
と
っ
た
乱
行
ぶ
り
に
つ
い
て
、
栃
木
孝
惟
 
 

【
～
ウ
ニ
 
 

氏
は
（
物
語
の
中
心
人
物
為
朝
に
豊
か
な
人
間
内
容
を
賦
与
L
よ
う
と
す
る
物
語
の
意
 
 

志
か
ら
生
ま
れ
る
為
朝
像
と
は
異
な
っ
た
、
あ
ら
た
な
為
朝
の
相
貌
に
で
あ
う
V
と
し
 
 

I
－
－
，
 
て
、
（
一
人
の
人
物
の
性
格
描
写
の
割
れ
V
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
麻
陳
美
子
氏
 
 

は
 
（
大
島
渡
島
後
の
悪
行
は
、
若
年
の
頃
の
鎮
西
で
の
濫
行
の
や
き
直
し
）
と
し
て
、
 
 

〈
そ
の
人
間
像
は
終
始
一
貫
し
て
い
て
統
一
さ
れ
て
お
り
、
破
綻
は
な
い
）
と
指
摘
し
 
 

て
お
ら
れ
る
。
お
二
人
の
問
題
点
の
所
在
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
、
相
反
す
る
評
価
に
 
 

見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
終
末
都
の
、
略
奪
者
・
乱
暴
者
の
為
朝
懐
を
透
視
す
る
点
は
共
 
 

通
し
て
い
る
。
も
し
、
半
井
本
系
統
の
よ
う
な
本
文
が
、
か
な
り
早
い
段
階
、
原
型
と
 
 

し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
乱
暴
者
の
性
格
を
更
に
お
し
ひ
ろ
げ
る
 
 

｛
－
■
－
 
 

改
作
が
出
現
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
『
保
元
物
語
』
各
系
統
に
そ
の
痕
 
 

跡
が
窺
え
な
い
の
は
、
鬼
の
宝
の
散
侠
と
い
う
く
だ
り
が
、
極
端
に
荒
唐
無
稽
な
も
の
 
 

に
な
る
こ
と
を
忌
避
す
る
た
め
も
あ
ろ
う
が
、
原
型
に
限
り
な
く
近
い
段
階
で
は
形
成
 
 

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
と
思
量
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

勿
論
、
こ
の
一
事
を
も
っ
て
、
現
在
多
く
の
先
辛
が
説
い
て
お
ら
れ
る
 
〝
半
井
本
系
 
 

統
先
行
〟
を
覆
す
意
図
は
小
塙
に
は
な
い
。
避
近
場
面
の
み
で
は
、
圭
徳
本
系
統
の
よ
 
 

う
な
、
為
朝
渡
島
の
顛
末
そ
の
も
の
を
欠
く
系
統
と
、
同
列
に
考
察
で
き
な
い
こ
と
が
 
 

明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
～
系
練
本
文
」
 
と
断
わ
っ
て
き
た
よ
う
に
、
本
稿
 
 

は
、
各
系
統
の
序
列
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
存
諸
伝
本
の
書
写
者
の
奥
に
 
 

い
る
改
作
者
〔
同
一
の
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
）
た
ち
に
よ
る
、
本
文
形
成
の
過
程
を
 
 

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
そ
の
目
的
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
L
、
半
井
本
系
統
半
井
本
と
称
さ
れ
る
、
半
井
通
仙
院
書
写
本
の
転
写
本
（
国
 
 

立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
、
水
府
明
徳
会
彰
考
館
、
慶
應
義
塾
大
字
附
属
研
究
所
斯
道
文
 
 ル

ー
く
〕
 
 

庫
に
所
蔵
が
知
ら
れ
る
）
に
、
本
稿
の
よ
う
な
証
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
大
井
善
寿
氏
 
 

〔
ト
♭
－
 
 

・
原
水
民
樹
氏
が
論
証
し
て
お
ら
れ
る
、
彰
考
鯨
蔵
文
保
本
や
竜
門
文
庫
蔵
本
と
の
関
 
 

係
を
ふ
ま
え
て
の
、
半
井
本
そ
の
も
の
の
吟
味
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
が
、
し
か
し
、
こ
 
 

れ
は
こ
れ
で
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
、
併
存
す
る
『
保
元
物
語
』
諸
伝
本
 
 

に
お
い
て
、
為
朝
と
鬼
の
末
裔
と
の
捏
造
場
面
の
、
改
作
の
振
れ
幅
を
考
察
し
た
次
第
 
 

で
あ
る
。
 
 

大
＃
善
書
庄
 
「
宝
徳
本
系
統
『
保
元
物
語
』
本
文
考
－
四
系
列
細
分
と
為
朝
説
話
追
加
の
問
哲
 
 

－
」
 
（
『
呈
出
文
人
先
生
退
官
記
念
弧
■
州
集
和
歌
と
中
世
文
章
』
、
昭
和
5
2
年
、
東
京
教
育
大
掌
中
 
 

世
文
字
談
話
会
）
 
 

半
井
本
系
統
本
文
は
、
栃
木
皐
惟
氏
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
京
』
五
成
4
年
、
岩
感
書
 
 

店
）
 
所
収
本
に
よ
る
。
 
 
 

［
注
〕
 
 

以
下
の
五
系
統
。
 
 

本
名
に
よ
っ
て
、
 
 

＊
半
井
本
系
統
 
 

＊
康
豊
本
系
統
 
 

＊
版
行
本
系
統
 
 

＊
根
津
應
系
統
 
 

＊
宝
徳
本
系
統
 
 

名
称
は
先
学
諸
氏
に
よ
り
異
な
る
が
、
各
系
統
の
調
査
の
中
心
に
据
え
た
伝
 
 

名
称
を
定
め
て
い
る
。
 
 

（
文
保
本
系
統
と
も
）
 
 

（
鎌
倉
本
系
統
と
も
）
 
 

（
流
布
本
系
統
と
も
）
 
 

（
東
国
本
系
統
と
も
）
 
 

（
金
刀
本
案
統
と
も
）
 
 



2
 
 1

 
 

3
 
 

・
4
 
 

康
豊
本
系
統
本
文
は
、
水
府
明
徳
会
彰
考
館
蔵
康
基
本
 
（
松
本
隆
信
氏
・
長
谷
川
端
氏
編
『
古
 
 

典
研
究
会
＃
書
保
元
物
籍
下
巻
』
、
昭
和
亜
年
、
使
古
‡
院
）
 
の
影
印
に
よ
り
、
私
に
濁
点
・
 
 

句
読
点
・
括
弧
を
付
し
た
。
 
 

版
行
本
系
統
本
文
は
、
永
稚
安
明
氏
・
島
田
勇
雄
氏
校
注
『
日
本
古
典
文
字
大
系
』
（
昭
和
3
6
 
 

年
、
岩
波
書
店
）
 
所
収
の
、
古
活
字
本
の
紆
刻
本
文
に
よ
る
。
 
 

橋
痙
本
系
統
本
文
は
、
根
津
文
庫
旧
蔵
筑
痕
大
草
附
属
囲
書
館
蔵
本
に
よ
り
、
私
に
濁
点
・
句
 
 

読
点
・
括
弧
を
付
し
た
。
 
 

根
津
本
系
統
は
、
比
較
的
写
本
敬
が
多
く
、
前
掲
住
2
の
よ
う
に
、
他
系
統
に
為
朝
説
話
の
追
 
 

加
さ
れ
る
例
も
あ
る
。
早
川
厚
一
氏
・
弓
削
繁
氏
■
原
水
民
柵
氏
編
『
京
都
大
学
附
属
囲
書
館
 
 

蔵
保
元
物
語
』
（
昭
和
5
7
年
、
和
泉
書
院
・
和
泉
古
典
文
庫
1
）
 
の
翻
刻
本
文
を
は
じ
め
、
私
 
 

の
調
査
で
き
た
写
本
の
範
囲
で
は
、
根
津
本
系
統
と
し
て
の
本
来
的
な
本
文
が
 
（
世
の
末
な
れ
 
 

ば
）
 
で
あ
る
こ
と
が
確
醒
で
き
て
い
る
。
 
 

野
中
哲
照
氏
「
『
保
元
物
語
』
の
毒
在
）
と
為
朝
渡
島
渾
二
『
国
文
学
研
究
』
哩
平
成
3
 
 

年
6
月
、
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
）
 
 

原
水
民
樹
氏
「
京
図
本
系
統
『
保
元
物
語
』
の
本
文
」
 
（
『
名
古
屋
大
字
国
語
国
文
学
』
2
？
 
昭
 
 

和
4
6
年
1
2
月
、
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
会
）
 
 

鬼
の
宝
の
散
侠
に
つ
い
て
は
、
他
の
文
芸
作
品
と
の
関
連
も
含
め
て
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
が
、
本
橋
の
意
図
す
る
、
話
伝
本
の
本
文
生
成
と
、
若
干
性
質
わ
異
な
る
問
題
で
あ
り
、
不
 
 

問
に
付
し
た
。
後
考
を
保
ち
た
い
。
 
 

高
痛
苫
二
氏
『
金
刀
比
羅
宮
席
保
元
平
治
物
語
と
そ
の
流
伝
』
 
（
平
成
7
年
、
和
泉
書
院
）
一
 
 

七
二
見
～
一
七
二
貢
 
 

栃
木
章
惟
氏
「
半
井
本
保
元
物
語
に
関
す
る
試
詣
－
為
朝
の
措
か
れ
か
た
の
問
準
点
か
ら
1
」
 
 

（
『
軍
記
と
語
り
物
』
4
、
昭
和
4
1
年
1
2
月
、
軍
記
物
談
話
会
）
 
 

麻
原
菓
子
氏
「
『
保
元
物
語
』
試
論
－
為
朝
造
型
の
論
理
を
め
ぐ
つ
て
∃
」
（
『
軍
記
と
語
り
物
』
 
 

7
、
昭
和
示
5
年
4
月
、
軍
記
物
談
話
会
）
 
 

た
と
え
ば
、
狂
言
 
「
隠
笠
－
「
財
の
つ
ち
」
 
で
は
、
為
朝
が
鬼
と
の
力
競
べ
に
勝
っ
て
宝
を
得
 
 

た
と
い
う
こ
と
か
、
す
っ
ぱ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
（
鼻
水
一
九
牛
大
蔵
席
明
書
写
『
狂
言
之
本
』
）
。
 
 

ま
た
、
狂
言
 
「
首
引
」
 
は
、
為
朝
が
鬼
が
島
に
渡
り
、
力
競
べ
を
す
る
と
こ
ろ
を
描
く
 
（
元
禄
 
 

一
三
年
版
『
狂
言
記
外
五
十
番
』
）
。
諸
僑
、
ま
た
伝
書
に
よ
っ
て
差
異
は
あ
る
が
、
近
世
初
期
 
 

に
は
、
こ
う
し
た
話
が
成
立
し
て
い
た
の
て
あ
る
。
 
 

大
井
善
寿
氏
 
「
丈
保
・
半
井
本
系
統
『
保
元
物
語
』
本
文
考
史
保
本
の
本
文
消
去
お
よ
び
行
 
 

間
書
き
入
れ
を
め
ぐ
つ
て
－
一
（
『
国
語
国
H
』
3
8
・
2
・
3
、
昭
和
i
4
星
2
月
・
3
月
．
京
都
 
 

大
幸
国
文
享
会
）
 
 

1
6
 
原
水
民
樹
氏
「
竜
門
本
『
保
元
物
語
』
本
文
の
一
考
察
－
文
保
本
と
の
関
連
性
の
面
よ
り
」
」
 
 

（
『
遷
語
国
文
学
掛
川
集
松
村
博
司
教
授
定
年
退
官
記
念
』
し
 
昭
和
4
8
年
．
名
古
屋
大
草
国
語
国
 
 

文
学
仝
こ
 
 
 

同
氏
「
専
門
本
『
保
元
物
語
』
の
古
態
性
を
め
ぐ
つ
て
」
 
（
『
徳
島
大
学
芋
芸
紀
要
』
人
文
科
学
 
 
 

㌍
昭
和
4
9
年
1
0
月
、
徳
島
大
学
数
青
草
部
）
 
 

（
さ
と
う
 
と
も
ひ
ろ
 
昭
和
学
院
短
期
大
学
 
専
任
講
師
）
 
 
 


