
は
じ
め
に

現
存
『
太
平
記
』
諸
本
は
、
巻
の
区
分
法
等
か
ら
、
一
般
的
に
甲

（
�
）

類
・
乙
類
・
丙
類
・
丁
類
の
四
種
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

丙
類
本
を
代
表
す
る
天
正
本
は
、
独
自
の
増
補
や
本
文
改
変
箇
所
を

多
く
有
す
る
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
で
も
注
目
を
集
め
て
き
た
。

（
�
）

例
え
ば
、
特
定
の
武
士
一
族
に
関
わ
る
増
補
や
、
南
朝
を
正
統
と
す

（
�
）

る
独
自
の
皇
統
理
解
、
あ
る
い
は
、
天
正
本
が
省
筆
し
た
箇
所
に
込

（
�
）

め
ら
れ
た
政
道
観
と
い
っ
た
要
素
な
ど
が
、
天
正
本
の
特
質
と
し
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

天
正
本
独
自
の
本
文
改
変
は
、
主
要
人
物
の
造
型
や
評
価
に
も
及

ぶ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
北
村
昌
幸
氏
は
、
足
利
尊
氏
の
弟
直
義
の

形
象
に
着
眼
し
、
天
正
本
で
は
人
物
像
の
整
合
性
よ
り
も
、
純
粋
に

物
語
世
界
を
補
完
し
よ
う
と
し
た
本
文
改
編
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
�
）

を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
尊
氏
の
子
直
冬

に
対
す
る
評
価
の
相
違
か
ら
、
天
正
本
が
「
罪
を
緩
め
る
」
こ
と
に

（
�
）

強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
前
稿
に
引
き
続

き
本
稿
で
は
、
楠
木
正
成
を
「
い
か
め
し
」
と
評
す
る
箇
所
を
端
緒

と
し
て
、
天
正
本
に
お
け
る
武
士
に
対
す
る
評
価
の
特
色
に
つ
い
て

論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一

千
早
城
の
戦
い
に
お
け
る
楠
木
正
成

ま
ず
は
、
正
成
の
評
価
に
関
わ
る
箇
所
を
挙
げ
る
。
巻
七
「
千
剣

破
城
之
事
」
に
お
い
て
、
正
成
は
千
早
城
に
籠
も
り
、
鎌
倉
幕
府
の

（
�
）

大
軍
と
対
峙
す
る
。
甲
類
本
に
属
す
る
玄
玖
本
で
は
、
以
下
の
よ
う

に
語
ら
れ
る
。

天
正
本
『
太
平
記
』
に
お
け
る
武
士
へ
の
評
価

│
│
「
い
か
め
し
」
に
着
眼
し
て
│
│

大

坪

亮

介
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千
剣
破
ノ
城
ノ
寄
手
ハ
前
ノ
勢
八
十
万
騎
ニ
又
赤
坂
ノ
勢
・
吉

野
ノ
勢
馳
加
テ
、
百
万
騎
ニ
余
リ
ケ
レ
バ
、
城
ノ
四
方
二
三
里

ガ
間
ハ
見
物
相
摸
庭
ノ
如
ク
打
囲
テ
、
尺
寸
ノ
地
ヲ
モ
余
サ
ズ

充
満
シ
タ
リ
。
旗
ノ
風
ニ
翻
テ
靡
ク
気
色
ハ
秋
ノ
野
ノ
尾
花
ガ

末
ヘ
ヨ
リ
モ
繁
ク
、
剣
戟
ノ
日
ニ
映
ジ
テ
耀
ケ
ル
分
野
ハ
、
暁

ノ
霜
ノ
枯
草
ニ
布
ケ
ル
ガ
如
ナ
リ
。
大
軍
ノ
近
ヅ
ク
処
、
山
勢

モ
是
ガ
為
ニ
動
キ
、
時
ノ
声
ノ
震
フ
中
チ
ニ
ハ
、
坤
軸
モ
シ
ユ

ユ
ニ
摧
タ
リ
。
此
勢
ニ
モ
不
レ

恐
シ
テ
、
纔
ニ
千
人
ニ
足
ヌ
小

勢
ニ
テ
、
誰
ヲ
頼
ミ
何
ツ
ヲ
待
ト
モ
無
キ
城
中
ニ
怺
テ
防
戦
ケ

ル
楠
ガ
心
ノ
程
コ
ソ
不
思
議
ナ
レ
。

傍
線
部
の
通
り
、
援
軍
も
な
く
、
わ
ず
か
千
人
の
小
勢
で
八
十
万
も

の
敵
軍
を
迎
え
撃
つ
正
成
の
心
の
あ
り
よ
う
が
、「
不
思
議
」
と
評

さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
天
正
本
当
該
箇
所
を
挙
げ
る
。

知
和
屋
の
寄
手
は
、
前
に
百
八
十
万
騎
と
聞
え
し
が
、
ま
た
赤

坂
・
吉
野
の
勢
加
は
つ
て
、
二
百
万
騎
に
余
り
け
れ
ば
、
城
の

四
方
四
、
五
里
の
間
は
、
見
物
相
撲
場
な
ん
ど
の
如
く
打
ち
囲

ん
で
、
尺
寸
の
字
を
も
余
さ
ず
充
満
た
り
。
旌
旗
の
風
に
翻
つ

て
靡
く
気
色
は
、
秋
の
野
の
尾
花
が
末
よ
り
も
繁
く
、
剣
戟
の

日
に
映
じ
て
か
か
や
け
る
有
様
は
、
暁
の
霜
の
枯
草
に
布
け
る

が
如
く
な
り
。
大
軍
の
近
づ
く
と
こ
ろ
、
山
勢
こ
れ
が
た
め
に

動
き
、
時
の
声
震
し
き
事
、
坤
軸
須
臾
に
摧
け
た
り
。
こ
の
勢

に
も
恐
れ
ず
し
て
、
わ
づ
か
に
千
人
に
足
ら
ざ
る
小
勢
に
て
、

誰
を
憑
み
い
つ
を
待
つ
と
し
も
な
く
、
城
中
に
怺
へ
て
防
ぎ
戦

ひ
け
る
、
楠
が
心
の
程
こ
そ
い
か
め
し
け
れ
。

玄
玖
本
と
は
細
か
な
字
句
や
数
字
の
異
同
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
両

者
の
記
述
内
容
自
体
に
大
差
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
用

箇
所
に
太
字
で
示
し
た
よ
う
に
、
天
正
本
は
玄
玖
本
と
は
違
っ
て
、

籠
城
す
る
正
成
の
「
心
の
程
」
を
「
い
か
め
し
」
と
評
し
て
い
る
。

甲
類
・
乙
類
・
丙
類
・
丁
類
に
属
す
る
『
太
平
記
』
主
要
諸
本
を

（
�
）

見
渡
す
と
、
当
該
箇
所
の
記
述
は
、
以
下
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

正
成
へ
の
評
価
「
不
思
議
」

正
成
へ
の
評
価「
い
か
め
し
」

甲
類

玄
玖
本

神
田
本

西
源
院
本

神
宮
徴
古
館
本

内
閣
文
庫
本

梁
田
本

乙
類

米
沢
本

梵
舜
本

益
田
本

丙
類

野
尻
本

天
正
本

教
運
本
（
義
輝

本
）
龍
谷
大
学
本

丁
類

日
置
本

武
田
本
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※
丁
類
京
大
本
は
当
該
箇
所
を
欠
く
。
慶
長
八
年
古
活
字
本
等
、
流
布
本
は

「
不
敵
」。

甲
類
・
乙
類
・
丁
類
は
い
ず
れ
も
玄
玖
本
と
同
様
、
こ
の
場
面
の
正

成
を
「
不
思
議
」
と
し
、「
い
か
め
し
」
と
す
る
の
は
天
正
本
を
含

む
丙
類
に
限
ら
れ
る
。
右
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
天
正
本
を
含

め
た
丙
類
本
の
多
く
と
、
そ
の
他
の
諸
本
と
で
は
、
正
成
に
対
す
る

評
価
に
顕
著
な
違
い
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
正
成
評
の
相
違
は
先
行
研
究
も
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

天
正
本
を
底
本
と
す
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
太
平
記
』
第
一

冊
「
古
典
へ
の
招
待
」（
長
谷
川
端
氏
執
筆
）
で
は
、
次
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
て
い
る
。

『
太
平
記
』
作
者
が
、
北
条
政
権
に
対
す
る
後
醍
醐
天
皇
の
勝

利
を
確
信
さ
せ
る
人
物
と
し
て
形
象
し
た
の
が
こ
の
正
成
で
あ

り
、
正
成
形
象
化
の
中
心
を
、
作
者
は
「
不
思
議
」
と
い
う
語

に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
千
早
城
合
戦
で
は
、

（
中
略
）
わ
ず
か
な
手
兵
で
千
早
城
を
守
る
正
成
の
「
武
略
と

智
謀
」
と
を
考
え
る
と
き
、
と
て
も
人
間
わ
ざ
と
は
思
え
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
超
現
実
的
な
も
の
へ
の
驚
き
が
「
不

思
議
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
時
を
経
て
天
正
本
に
な
る
と
、「
楠

が
心
の
程
こ
そ
い
か
め
し
け
れ
」
と
、
正
成
の
精
神
の
あ
り
よ

う
へ
の
賛
嘆
へ
と
移
行
す
る
。
正
成
の
、「
不
思
議
」
と
し
か

い
い
よ
う
の
な
い
「
武
略
と
智
謀
」
に
通
底
す
る
、
近
寄
り
が

た
い
人
間
存
在
の
持
つ
威
圧
感
す
ら
感
じ
さ
せ
る
語
が
「
い
か

め
し
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
表
現
者
の
、
正
成
へ
の
深
い
尊
敬

の
念
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
い
か
め
し
」
の
語
が
、
流
布
本
で

は
、「
楠
ノ
心
ノ
程
コ
ソ
不
敵
ナ
レ
」
と
、
現
実
的
な
不
羈
の

精
神
を
示
す
「
不
敵
」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

い
っ
て
み
れ
ば
、
古
態
本
の
超
現
実
的
な
レ
ベ
ル
で
の
賞
賛
か

ら
、
天
正
本
の
倫
理
的
な
視
点
を
経
由
し
て
、
流
布
本
の
日
常

的
・
現
実
的
レ
ベ
ル
で
の
賛
嘆
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、「
不
思
議
」
か
ら
「
い
か
め
し
」
へ
と
い
う
評
価
の

文
言
の
変
化
が
、
古
態
本
の
「
超
現
実
的
な
レ
ベ
ル
で
の
賞
賛
」
か

ら
天
正
本
の
「
倫
理
的
な
視
点
」
を
経
て
、
流
布
本
の
「
現
実
的
レ

ベ
ル
で
の
賛
嘆
」
へ
と
至
る
と
い
う
流
れ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
指
摘
は
、
天
正
本
の
特
質
や
指
向
性
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富

む
。
し
か
し
、
次
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
天
正
本
全
体
に
ま
で
視

野
を
広
げ
る
と
、「
倫
理
的
な
視
点
」
か
ら
戦
場
に
お
け
る
武
士
の

「
精
神
の
あ
り
よ
う
」
を
「
い
か
め
し
」
と
評
価
す
る
箇
所
は
、
こ

れ
以
外
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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二

天
正
本
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」

前
章
で
検
討
し
た
例
も
併
せ
る
と
、
天
正
本
に
お
け
る
「
い
か
め

し
」
の
用
例
は
、
全
部
で
十
一
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以

下
、
繁
雑
で
は
あ
る
が
、
残
り
の
十
例
を
検
討
し
、
天
正
本
に
お
け

る
「
い
か
め
し
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

①
巻
四
「
笠
置
城
の
囚
人
罪
責
評
定
の
事
」

こ
の
中
に
も
、
足
助
次
郎
重
範
を
ば
、
ま
づ
六
条
河
原
に
て
首

を
刎
ぬ
べ
し
と
、
定
め
ら
れ
け
る
。
こ
れ
が
笠
置
の
城
に
て
大

矢
を
い
か
め
し
く
行
跡
た
り
し
そ
の
故
と
ぞ
聞
え
し
。

鎌
倉
幕
府
に
反
旗
を
翻
し
た
足
助
重
範
が
、
幕
府
軍
に
向
け
て
大
矢

を
「
い
か
め
し
く
」
射
た
科
に
よ
り
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
箇
所
で
あ

る
。
こ
こ
で
の
「
い
か
め
し
」
は
、
具
体
的
に
は
幕
府
軍
を
散
々
に

苦
し
め
た
、
重
範
の
矢
の
猛
威
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
巻
六
「
兵
部
卿
宮
芳
野
出
御
の
事
」

正
成
が
一
族
二
十
余
人
、
相
随
ふ
兵
二
百
余
人
、
誰
を
御
方
と

憑
む
と
も
な
く
、
君
の
た
め
に
身
を
忘
れ
た
る
、
忠
義
の
程
ぞ

い
か
め
し
き
と
、
感
ぜ
ぬ
者
は
な
か
り
け
り
。

前
章
で
取
り
上
げ
た
例
と
同
様
、
正
成
が
少
数
の
軍
勢
で
城
に
籠
も

り
、
鎌
倉
幕
府
の
大
軍
を
迎
え
撃
つ
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
天

皇
に
対
す
る
正
成
の
忠
義
の
心
が
「
い
か
め
し
」
と
評
さ
れ
て
い

る
。
天
正
本
は
千
早
城
・
赤
坂
城
の
戦
い
を
描
く
に
当
た
っ
て
、
圧

倒
的
劣
勢
の
な
か
平
然
た
る
態
度
を
崩
さ
な
い
正
成
の
胆
力
や
、
天

皇
の
た
め
で
あ
れ
ば
危
険
も
辞
さ
な
い
忠
義
の
心
を
「
い
か
め
し
」

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

③
巻
九
「
番
馬
に
て
腹
切
る
事
」

「（
糟
谷
）
宗
秋
こ
そ
ま
づ
自
害
し
て
、
冥
途
の
御
伴
を
も
仕
ら

ん
と
存
じ
候
ひ
つ
る
に
、
先
に
立
た
せ
給
ひ
ぬ
る
事
こ
そ
口
惜

し
け
れ
。
今
生
に
て
は
、
命
を
涯
の
御
先
途
を
見
終
て
進
ら
せ

ぬ
。
冥
途
な
れ
ば
と
て
、
見
放
ち
進
ら
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
し

ば
ら
く
御
待
ち
候
へ
。
死
出
の
山
、
三
途
の
川
の
御
供
申
し
候

は
ん
」
と
て
、
越
後
守
（
筆
者
注
、
北
条
仲
時
）
の
柄
口
ま
で

腹
に
突
き
立
て
置
か
れ
た
る
刀
を
取
つ
て
、
お
の
が
腹
を
八
文

字
に
掻
き
破
つ
て
、
仲
時
の
伏
し
給
ひ
た
る
左
の
股
に
抱
き
付

い
て
ぞ
伏
し
た
り
け
る
。
誠
に
そ
の
忠
義
、
哀
れ
に
も
い
か
め

し
く
も
覚
え
け
る
。

反
鎌
倉
幕
府
軍
の
攻
撃
を
受
け
、
六
波
羅
探
題
北
条
仲
時
が
自
害
す

る
。
粕
谷
宗
秋
も
そ
の
後
を
追
う
べ
く
、
主
君
が
切
腹
を
遂
げ
た
刀

で
腹
を
十
文
字
に
掻
き
切
っ
た
と
い
う
。
糟
谷
の
こ
の
凄
絶
な
忠
義

の
示
し
方
を
、
天
正
本
は
「
哀
れ
に
も
い
か
め
し
」
と
表
現
し
て
い
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る
。
忠
義
を
「
い
か
め
し
」
と
す
る
点
で
は
、
先
に
見
た
②
の
正
成

の
例
と
同
じ
用
法
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
で
は
、
忠
義
心
は

後
醍
醐
で
は
な
く
、
鎌
倉
幕
府
方
の
北
条
仲
時
に
向
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
は
、
天
正
本
が
武
士
の
忠
義
心
を
、
陣
営
を
問
わ
ず

「
い
か
め
し
」
と
い
う
言
葉
で
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

④
巻
十
三
「
眉
間
尺

剣
の
事
」

（
足
利
直
義
の
命
に
よ
り
、
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
護
良
親
王
が

殺
害
さ
れ
る
。
護
良
の
首
は
討
手
の
刀
の
切
っ
先
を
銜
え
た
ま

ま
で
あ
っ
た
）
淵
辺
甲
斐
守
、
か
や
う
の
不
思
議
（
筆
者
注
、

眉
間
尺
が
口
中
に
含
ん
だ
剣
の
鋒
を
吹
き
か
け
て
楚
王
の
首
を

斬
っ
た
と
い
う
故
事
）
を
思
ひ
出
し
け
る
に
や
、
兵
部
卿
親
王

（
筆
者
注
、
護
良
親
王
）
の
刀
の
さ
き
を
噛
ひ
切
ら
せ
給
ひ
て
、

御
口
の
中
に
含
ま
せ
玉
ひ
た
る
を
見
て
、
左
馬
頭
殿
（
筆
者

注
、
足
利
直
義
）
に
近
付
け
ず
、
御
頸
を
藪
に
棄
て
け
る
遠
慮

の
程
こ
そ
い
か
め
し
け
れ
と
、
か
や
う
の
事
を
知
れ
る
物
は
皆

一
同
に
ぞ
感
じ
け
る
。

淵
辺
甲
斐
守
は
、
護
良
親
王
の
首
を
直
義
に
近
づ
け
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
眉
間
尺
の
故
事
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
中
国
の

故
事
を
踏
ま
え
、
主
君
に
万
一
の
危
害
が
及
ば
な
い
よ
う
に
し
た
淵

辺
の
配
慮
が
、
こ
の
場
面
で
は
「
い
か
め
し
」
と
評
価
さ
れ
て
い

る
。「
遠
慮
」
を
「
い
か
め
し
」
と
す
る
の
は
奇
異
に
見
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
①
の
よ
う
に
矢
の
勢
い
な
ど
で
は
な
く
、
武

士
の
「
精
神
の
あ
り
よ
う
」
を
「
い
か
め
し
」
と
賞
賛
す
る
点
で

は
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
例
や
、
右
に
挙
げ
た
②
・
③
の
例
と
通
じ

る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

⑤
巻
十
四
「
勅
使
河
原
引
き
返
し
打
死
の
事
」

（
勅
使
河
原
丹
三
郎
）「
危
ふ
き
を
見
て
命
を
致
す
は
、
勇
士
の

義
な
り
。
我
何
の
顔
あ
つ
て
か
、
亡
朝
の
臣
と
し
て
不
義
し
、

逆
臣
に
順
は
ん
」
と
い
ひ
て
、
三
条
河
原
よ
り
馬
を
進
め
て
、

鳥
羽
の
羅
精
門
の
前
に
て
、
腹
十
文
字
に
か
き
切
つ
て
、
名
を

功
臣
の
義
に
か
へ
て
、
尸
を
戦
場
の
土
に
残
さ
れ
け
る
。
い
か

め
し
か
り
し
振
る
舞
ひ
と
て
、
惜
し
ま
ぬ
物
も
な
か
り
け
り
。

後
醍
醐
天
皇
が
足
利
尊
氏
の
攻
撃
を
受
け
て
京
か
ら
退
避
す
る
。
そ

の
際
、
後
醍
醐
方
の
勅
使
河
原
三
郎
と
い
う
武
士
が
最
後
ま
で
戦
い

切
腹
を
遂
げ
た
。
こ
の
箇
所
で
は
、「
逆
臣
」
に
背
く
「
不
義
」
よ

り
も
「
勇
士
の
義
」
を
選
ん
で
自
害
し
た
、
そ
の
振
る
舞
い
が
「
い

か
め
し
」
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
い
か
め
し
」
は
、

「
義
」
を
重
ん
じ
る
こ
と
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
例
で
も
、
戦
場
に
お
け
る
武
士
の
倫
理
的
な
面
に
対
し
て
「
い

か
め
し
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
や
は
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り
、
武
士
の
「
精
神
の
あ
り
よ
う
」
に
関
わ
る
例
と
い
え
よ
う
。

⑥
巻
二
十
一
「
覚
一
真
性
連
平
家
の
事
」

（
来
海
五
郎
）
莞
爾
と
笑
ひ
、「
誠
に
は
執
事
（
筆
者
注
、
高
師

直
）
の
使
に
て
は
候
は
ず
。
こ
れ
は
塩
冶
殿
の
御
内
に
来
海
五

郎
と
申
す
物
に
て
候
ふ
が
、
宿
の
隔
り
た
る
に
よ
り
、
判
官
の

落
つ
る
を
存
知
せ
ず
、
追
ひ
後
れ
て
候
ふ
間
、
こ
こ
に
て
一
命

を
棄
て
、
冥
土
に
て
追
ひ
付
き
奉
ら
ん
た
め
に
、
面
々
を
ば
遮

り
留
め
た
る
な
り
」
と
云
ひ
も
あ
へ
ず
、
五
尺
余
り
の
太
刀
を

抜
き
て
、
透
間
な
く
ぞ
懸
か
り
け
る
。
志
の
程
は
い
か
め
し
け

れ
ど
も
、
一
人
な
れ
ば
叶
は
ず
…
…

塩
冶
判
官
麾
下
の
来
見
五
郎
が
、
身
分
を
偽
っ
て
敵
に
襲
い
か
か

る
。
命
を
捨
て
、
冥
土
で
主
君
に
追
い
つ
こ
う
と
す
る
こ
の
武
士
の

「
志
の
程
」
が
、「
い
か
め
し
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。『
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
』
は
、
こ
の
箇
所
を
「
勇
猛
」
と
現
代
語
訳
し
て
い

る
。
確
か
に
、
こ
の
例
で
は
勇
猛
さ
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

右
の
文
脈
よ
り
す
れ
ば
、
こ
こ
で
焦
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
主
君

を
思
う
「
志
の
程
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
そ
の
点
で
は
、
こ

の
用
例
も
ま
た
、
武
士
の
「
精
神
の
あ
り
よ
う
」
に
関
わ
る
例
で
あ

る
と
捉
え
ら
れ
る
。

⑦
巻
二
十
二
「
義
助
朝
臣
病
死
の
事
」

塩
に
追
風
に
随
つ
て
、
推
し
合
ひ
推
し
合
ひ
相
戦
ひ
け
る
そ
の

中
に
、
大
館
左
馬
助
氏
明
が
執
事
、
岡
部
出
羽
守
が
乗
つ
た
る

舟
十
七
艘
、
備
後
の
宮
下
野
守
兼
信
左
右
に
分
れ
て
漕
ぎ
双
べ

た
る
舟
四
十
余
艘
が
中
へ
分
け
入
つ
て
、
敵
の
舟
に
乗
り
遷
り

乗
り
遷
り
、
皆
引
つ
組
ん
で
海
中
へ
飛
び
入
り
け
る
こ
そ
い
か

め
し
か
り
し
行
跡
な
り
。

岡
部
出
羽
守
ら
が
敵
の
船
に
次
々
と
乗
り
移
り
、
最
後
は
敵
を
道
連

れ
に
し
て
海
中
に
飛
び
込
ん
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
天
正
本
は
、
岡
部

ら
の
壮
烈
な
戦
い
ぶ
り
を
「
い
か
め
し
か
り
し
」
振
る
舞
い
と
評
価

し
て
い
る
。
こ
の
例
は
、
②
〜
⑥
ま
で
の
例
と
は
異
な
り
、「
忠
義
」

や
「
遠
慮
」
と
い
っ
た
「
精
神
の
あ
り
よ
う
」
と
は
直
接
結
び
つ
く

も
の
で
は
な
い
。

⑧
巻
二
十
二
「
義
助
朝
臣
病
死
の
事
」

十
七
騎
の
人
々
は
、
ま
た
馬
の
鼻
を
引
き
返
し
、
七
千
余
騎
が

真
中
を
懸
け
破
つ
て
、
備
後
を
指
し
て
引
い
て
行
く
。
い
か
め

し
か
り
し
振
舞
な
り
。

こ
の
例
で
は
、
わ
ず
か
十
七
騎
で
七
千
余
騎
も
の
敵
勢
を
中
央
突
破

し
た
勇
猛
果
敢
な
退
却
戦
が
「
い
か
め
し
き
」
振
る
舞
い
と
表
現
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
⑦
の
用
例
に
近
い
用
法
と
い
え
よ
う
。

⑨
巻
二
十
九
「
薩
多
山
合
戦
の
事
」
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上
杉
民
部
大
輔
・
長
尾
左
衛
門
が
兵
二
千
余
騎
、
信
乃
を
指
し

て
引
き
け
る
を
、
千
葉
が
一
族
ど
も
早
川
尻
に
て
打
つ
留
め
ん

と
支
へ
戦
ひ
し
が
、
軍
利
な
く
し
て
、
千
葉
介
が
兵
ど
も
残
り

少
な
に
打
た
れ
に
け
り
。
上
杉
・
長
尾
、
一
日
こ
こ
に
逗
留
し

て
、
敵
の
首
五
百
余
人
を
切
り
懸
け
て
、
実
検
し
て
ぞ
通
り
け

る
。
敗
軍
の
落
武
者
、
軍
に
勝
つ
だ
に
あ
り
、
い
か
め
し
か
り

し
行
跡
か
な
と
、
ほ
め
ぬ
者
こ
そ
な
か
り
け
れ
。

上
杉
・
長
尾
の
軍
勢
が
戦
場
か
ら
退
却
す
る
途
中
、
千
葉
の
一
族
と

交
戦
す
る
。
上
杉
・
長
尾
は
こ
れ
を
打
ち
破
り
、
五
百
も
の
首
級
を

挙
げ
、
首
実
検
を
し
た
。
そ
れ
が
「
い
か
め
し
か
り
し
行
跡
」
と
賞

賛
さ
れ
て
い
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
が
「
お
ご
そ
か
で

恐
ろ
し
い
行
為
」
と
訳
出
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
い
か
め
し
」

は
、
武
士
の
行
動
の
壮
烈
さ
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で

は
、
⑦
・
⑧
の
例
に
近
い
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

⑩
巻
三
十
七
「
畠
山
道
誓
関
東
没
落
の
事
」

（
遊
佐
入
道
性
阿
、
主
君
畠
山
道
誓
が
没
落
し
京
都
に
逃
れ
た

こ
と
を
知
り
、
自
身
も
落
ち
延
び
よ
う
と
す
る
）
遊
佐
入
道
は

禅
僧
の
衣
を
着
て
、
た
だ
一
人
湯
本
ま
で
ぞ
落
ち
た
り
け
る
。

口
の
脇
の
疵
を
隠
さ
ん
と
、
袖
に
て
口
覆
ひ
し
て
通
り
け
る
を

人
恠
し
め
て
と
が
め
け
る
間
、
遁
る
べ
き
便
な
し
と
や
思
ひ
け

ん
、
宿
屋
の
中
門
に
走
り
あ
が
り
、
近
付
く
物
二
人
取
つ
て
引

き
よ
せ
て
指
し
殺
し
、
吾
が
の
ど
笛
か
き
切
つ
て
、
返
す
刀
を

腹
に
突
き
立
て
て
、
袈
裟
を
引
き
か
づ
き
て
ぞ
臥
し
た
り
け

る
。
死
を
義
に
守
る
事
多
し
と
云
へ
ど
も
、
い
か
め
し
き
行
跡

か
な
と
、
讃
め
ぬ
物
こ
そ
な
か
り
け
れ
。

逃
げ
延
び
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
と
知
っ
た
遊
佐
入
道
は
、
た
ち
ど
こ

ろ
に
討
手
を
二
人
ま
で
殺
害
し
、
自
身
も
壮
絶
な
自
害
を
遂
げ
た
。

こ
の
遊
佐
の
行
動
に
対
し
て
、「
死
を
義
に
守
る
事
」
は
多
い
が
、

こ
れ
は
特
に
「
い
か
め
し
き
行
跡
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で

は
「
死
を
義
に
守
る
事
」
と
「
い
か
め
し
き
行
跡
」
と
が
関
連
付
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
い
か
め
し
」
は
、
②
〜
⑥
の
例
と
同
様
、
戦

場
に
お
け
る
武
士
の
「
精
神
的
あ
り
よ
う
」
に
言
及
し
た
例
で
あ
る

と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
、
天
正
本
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の
用
例
を
概
観
し
て
き

た
。
右
の
十
例
中
六
例
（
②
・
③
・
④
・
⑤
・
⑥
・
⑩
）
に
加
え
、

前
章
で
検
討
し
た
例
も
含
め
る
と
、
全
十
一
例
中
七
例
が
、「
倫
理

的
な
視
点
」
か
ら
、「
忠
義
」
や
「
遠
慮
」
と
い
っ
た
戦
場
に
お
け

る
武
士
の
「
精
神
の
あ
り
よ
う
」
を
評
価
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
傾
向
は
、『
太
平
記
』
の
他

本
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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三
『
太
平
記
』
他
本
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」

天
正
本
で
は
「
い
か
め
し
」
が
十
一
例
確
認
で
き
た
。
全
四
十
巻

に
も
お
よ
ぶ
現
存
『
太
平
記
』
に
お
い
て
、
こ
の
数
は
決
し
て
多
く

は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
天
正
本
と
他
本
と
を
比
較
し
た

時
ま
ず
気
付
か
さ
れ
る
の
は
、
意
味
用
法
の
違
い
以
前
に
、「
い
か

め
し
」
の
用
例
数
に
際
立
っ
た
違
い
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
以
下
、
甲
類
本
の
中
で
も
「
古
態
の
太
平
記
の
標
準
的
な
テ

（
�
）

キ
ス
ト
」
と
さ
れ
る
玄
玖
本
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
、
天
正
本
と

他
本
と
の
違
い
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

玄
玖
本
の
用
例
は
、
巻
十
四
「
官
軍
引
退
箱
根
之
事
」
の
一
例
に

と
ど
ま
る
。

橋
二
間
斗
落
テ
渡
ル
ベ
キ
様
モ
無
リ
ケ
ル
ヲ
、
舩
田
入
道
ト
大

将
（
筆
者
注
、
新
田
義
貞
）
ト
、
二
人
手
ヲ
取
組
テ
ユ
ラ
リ
ト

飛
渡
給
フ
。
其
跡
ニ
候
ケ
ル
兵
廿
余
人
飛
兼
テ
暫
シ
佻
�
ケ
ル

ヲ
、
伊
賀
国
ノ
住
人
名
張
八
郎
ト
テ
名
誉
ノ
大
力
ノ
有
ケ
ル

ガ
、
イ
デ
渡
テ
取
セ
ン
ト
テ
、
鎧
武
者
ノ
総
角
ヲ
取
テ
中
ニ
提

ゲ
、
廿
人
コ
ソ
抛
越
ケ
レ
。
今
二
人
残
テ
有
ケ
ル
ヲ
、
左
右
ノ

脇
ニ
軽
々
ト
挟
テ
、
一
丈
余
落
タ
ル
橋
ヲ
ユ
ラ
リ
ト
飛
テ
向
ノ

橋
桁
ヲ
踏
ケ
ル
ニ
、
踏
所
少
シ
動
カ
ズ
。
誠
ニ
軽
ゲ
ニ
見
ケ
レ

バ
、
諸
軍
勢
遙
ニ
是
ヲ
見
テ
、「
ア
ラ
イ
カ
メ
シ
ヤ
。
何
モ
凡

夫
ノ
業
ニ
非
ズ
。
大
将
ト
云
、
手
ノ
物
ト
云
ヒ
、
何
ヲ
可
捨
ト

モ
覚
ネ
ド
モ
、
時
ノ
運
ニ
引
レ
テ
此
軍
ニ
打
負
給
ケ
ル
方
見
サ

ヨ
」
ト
云
ヌ
人
コ
ソ
無
リ
ケ
レ
。

橋
の
中
程
が
二
間
ほ
ど
落
ち
て
対
岸
に
渡
り
か
ね
て
い
た
と
こ
ろ
、

名
張
八
郎
な
る
「
名
誉
ノ
大
力
」
が
鎧
武
者
た
ち
を
次
々
と
放
り
投

げ
て
向
こ
う
側
へ
渡
し
た
。
最
後
の
二
人
は
脇
に
挟
ん
で
飛
び
渡

り
、
軽
や
か
に
着
地
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
名
張
の
「
凡
夫
ノ

業
」
と
は
思
え
な
い
怪
力
ぶ
り
と
身
の
こ
な
し
が
、
諸
軍
勢
の
口
を

借
り
て
「
い
か
め
し
」
と
賛
嘆
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
場
面
は
、
前
章
ま
で
で
見
た
天
正
本
に
お
け
る
「
い
か
め

し
」
の
用
例
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
天
正
本
当
該
箇
所
の
本
文
を

挙
げ
よ
う
。

伊
賀
国
の
住
人
名
張
八
郎
と
て
名
誉
の
大
力
あ
り
け
る
が
、

「
い
で
渡
し
て
と
ら
せ
ん
」
と
て
、
冑
武
者
の
上
巻
を
�
ん
で

中
に
指
し
上
げ
、
二
十
人
ま
で
ぞ
抛
げ
超
し
け
る
。
今
二
人
残

り
た
り
け
る
兵
を
、
左
右
の
脇
に
引
き
挟
み
、
誠
に
軽
気
に
向

ひ
の
岸
へ
飛
び
越
え
た
り
け
れ
ば
、
こ
れ
を
見
る
諸
軍
勢
、

「
さ
ら
に
凡
夫
の
態
に
は
あ
ら
ず
」
と
ぞ
申
し
け
る
。
大
将
も

手
の
者
も
こ
れ
ほ
ど
に
勝
れ
た
る
人
に
し
て
、
こ
の
軍
に
負
け
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玉
ひ
ぬ
る
事
、
天
運
と
い
ひ
な
が
ら
、
不
思
議
な
る
事
か
な

と
、
謂
は
ぬ
物
も
な
か
り
け
り
。

天
正
本
は
他
本
に
は
見
ら
れ
る
「
い
か
め
し
」
を
用
い
ず
、
単
に
名

張
の
所
業
が
常
人
離
れ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
「
さ
ら
に
凡
夫

の
態
に
は
あ
ら
ず
」
と
語
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
天
正
本
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の
用
例

は
、
い
ず
れ
も
玄
玖
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
前

章
で
⑩
の
用
例
と
し
て
挙
げ
た
、
遊
佐
入
道
の
最
期
を
「
い
か
め

し
」
と
評
す
る
箇
所
は
、
天
正
本
で
は
遊
佐
が
最
期
に
二
人
の
敵
を

殺
害
し
た
と
い
う
奮
戦
ぶ
り
を
語
り
、
さ
ら
に
「
死
を
義
に
守
る

事
」
と
「
い
か
め
し
き
行
跡
」
と
が
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

箇
所
が
、
玄
玖
本
で
は
次
の
よ
う
な
本
文
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

宿
屋
ノ
中
問
ニ
走
上
テ
自
吭
ヲ
掻
放
チ
、
返
刀
ニ
腹
切
テ
、
袈

裟
引
覆
テ
死
ニ
ケ
リ
。

玄
玖
本
で
は
、
遊
佐
入
道
が
自
害
し
た
こ
と
だ
け
を
語
る
簡
略
な
記

（

）

述
と
な
っ
て
い
る
。
天
正
本
の
他
の
例
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
は
、「
い
か
め
し
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
天
正
本
の
指
向

性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。

加
え
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
天
正
本
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の

多
く
（
十
一
例
中
七
例
）
が
、
忠
義
や
遠
慮
、
志
と
い
っ
た
、
戦
場

に
お
け
る
武
士
の
「
精
神
の
あ
り
よ
う
」
を
評
価
す
る
の
に
用
い
ら

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
玄
玖
本
で
は
、「
い
か

め
し
」
が
常
人
離
れ
し
た
身
体
能
力
を
評
価
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
点
よ
り
す
れ
ば
、
天
正
本
は
「
い
か
め
し
」
の
用
例
数

だ
け
で
な
く
、
用
法
に
お
い
て
も
玄
玖
本
と
は
傾
向
を
異
に
し
て
い

る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
玄
玖
本
も
含
め
、
天
正
本

以
外
の
テ
キ
ス
ト
で
は
「
い
か
め
し
」
の
用
例
が
少
な
い
た
め
、

『
太
平
記
』
諸
本
間
で
の
比
較
だ
け
で
は
、
天
正
本
に
お
け
る
「
い

か
め
し
」
の
特
質
を
見
定
め
る
に
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次

に
、
国
語
学
の
成
果
に
拠
り
つ
つ
「
い
か
め
し
」
の
意
味
用
法
と
そ

の
歴
史
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

四
「
い
か
め
し
」
の
歴
史
的
変
遷

「
い
か
め
し
」
が
文
献
上
初
め
て
現
れ
る
の
は
、
中
古
に
入
っ
て

（

）

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
中
古
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の
意
味
用
法

に
つ
い
て
は
、
儀
礼
や
饗
応
の
豪
勢
さ
、
あ
る
い
は
建
物
の
立
派
さ

な
ど
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
例
が
多
く
、
数
量
の
多
さ
・
形
の
大
き

（

）

さ
に
関
連
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』
が
編

纂
さ
れ
た
院
政
期
に
至
っ
て
、「
も
の
も
の
し
い
、
気
高
い
、
恐
ろ
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し
い
の
意
味
を
も
ち
、
大
き
い
、
力
強
い
、
怖
ろ
し
気
な
る
意
味
と

（

）

類
義
の
関
係
に
あ
る
」
例
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

（

）

鎌
倉
期
に
入
る
と
、「
い
か
め
し
」
の
用
例
数
は
減
少
す
る
一
方

で
、
そ
の
意
味
用
法
に
は
変
化
が
生
じ
て
く
る
と
い
う
。
す
な
わ

ち
、
山
本
佐
和
子
氏
は
、
説
話
集
や
軍
記
物
語
に
お
い
て
「
人
の
感

（

）

情
や
評
価
を
表
す
例
が
見
ら
れ
る
」
よ
う
に
な
る
と
指
摘
し
、
次
の

二
例
を
挙
げ
て
い
る
。

一
例
目
は
『
保
元
物
語
』
中
巻
「
白
河
殿
攻
め
落
す
事
」、
源
為

朝
の
弓
勢
に
つ
い
て
語
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
山
本
氏
の
論

考
が
依
拠
す
る
日
本
古
典
文
学
大
系
（
底
本
は
金
刀
比
羅
本
）
の
本

文
を
掲
げ
る
。

御
覧
候
へ
。
八
郎
御
曹
司
の
あ
そ
ば
さ
れ
て
候
な
る
弓
勢
の
ほ

ど
の
お
そ
ろ
し
さ
よ
。
平
氏
が
郎
等
の
馬
と
覚
え
候
。
縦
番
匠

が
鑿
に
て
う
ち
候
と
も
、
や
は
か
輙
是
ほ
ど
は
通
り
候
べ
き
。

あ
な
い
か
め
し
の
御
事
候
や
。

為
朝
の
弓
勢
の
「
お
そ
ろ
し
さ
」
が
、「
い
か
め
し
の
御
事
」
と
さ

れ
て
い
る
。
山
本
氏
は
、
こ
の
例
が
中
古
の
和
文
に
は
な
い
感
嘆
文

で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

二
例
目
は
、『
太
平
記
』
巻
二
十
二
「
義
助
朝
臣
病
死
事
付
鞆
軍

事
」、
前
章
で
挙
げ
た
天
正
本
の
用
例
⑦
と
同
じ
箇
所
で
あ
る
。
こ

こ
で
も
、
山
本
氏
の
論
考
が
依
拠
す
る
日
本
古
典
文
学
大
系
（
底
本

は
慶
長
八
年
古
活
字
本
）
の
本
文
を
引
く
。

十
七
騎
ノ
人
々
ハ
、
又
馬
ノ
鼻
ヲ
引
返
シ
、
七
千
余
騎
ガ
真
中

ヲ
懸
破
テ
、
備
後
ヲ
差
テ
引
テ
行
。
イ
カ
メ
シ
カ
リ
シ
振
舞

也
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
で
は
、
十
七
騎
で
七
千
余
騎
も
の
敵

勢
を
中
央
突
破
し
た
勇
猛
果
敢
な
戦
い
ぶ
り
が
「
イ
カ
メ
シ
カ
リ
シ

振
舞
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
用
例
を
挙
げ
た
上
で
、
山
本
氏
は
、
軍
記
物
語
に
お
け

る
「
い
か
め
し
」
の
特
色
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
は
、
中
古
和
文
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
例
１５
（
筆
者

注
、『
保
元
物
語
』
の
例
）
の
よ
う
な
感
嘆
文
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
例
１６
（
筆
者
注
、『
太
平
記
』
の
例
）
の
よ
う
に
、
戦

さ
で
の
行
動
に
対
し
て
、
語
り
手
が
「
勇
敢
だ
っ
た
」
な
ど
の

評
価
を
表
す
例
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
資
料
の
内
容
の
た
め
で

あ
ろ
う
が
、
軍
記
物
語
で
は
、
儀
礼
・
饗
宴
に
つ
い
て
は
用
い

ず
主
に
武
勇
に
関
し
て
用
い
ら
れ
、
数
や
大
き
さ
で
勝
り
、
力

や
勢
い
が
あ
る
こ
と
を
表
す
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
も
、「
乱

暴
で
あ
る
」「
残
酷
で
あ
る
」
等
の
所
謂
「
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー

ジ
」
は
伴
わ
な
い
点
は
重
要
で
あ
る
。
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勇
猛
な
振
る
舞
い
や
常
人
離
れ
し
た
武
勇
を
評
価
す
る
例
は
、
さ
き

に
確
認
し
た
よ
う
に
、
天
正
本
に
も
複
数
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
こ
の
指
摘
は
、
天
正
本
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の
位
相
を
探

る
上
で
も
参
考
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
天
正
本
の
用
例
の
大
半
は
、

力
や
勢
い
と
い
う
よ
り
も
、
忠
義
や
遠
慮
と
い
っ
た
倫
理
的
な
面
を

評
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
天
正
本
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の
意

味
用
法
は
、
国
語
学
の
先
行
研
究
で
示
さ
れ
る
「
い
か
め
し
」
の
範

疇
に
収
ま
り
き
ら
な
い
点
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

加
え
て
、
山
本
氏
の
論
考
に
限
ら
ず
、「
い
か
め
し
」
に
関
す
る

国
語
学
の
研
究
で
は
、『
太
平
記
』
を
日
本
古
典
文
学
大
系
に
拠
り

引
用
・
分
析
し
て
い
る
点
も
看
過
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
日
本

古
典
文
学
大
系
『
太
平
記
』
の
底
本
は
、
前
述
の
よ
う
に
流
布
本
に

属
す
る
慶
長
八
年
古
活
字
本
で
あ
り
、
該
本
の
成
立
に
際
し
て
は
、

（

）

天
正
本
の
影
響
下
に
あ
る
梵
舜
本
の
本
文
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
巻
二
十
二
「
義
助
朝
臣
病
死
事
付
鞆
軍

事
」
の
例
は
、
流
布
本
を
除
け
ば
梵
舜
本
・
天
正
本
に
し
か
存
在
し

な
い
。
こ
の
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
当
該
箇
所
は
『
太
平
記
』
諸
本
共

通
の
本
文
で
は
な
く
、
天
正
本
の
段
階
で
新
た
に
付
加
さ
れ
、
さ
ら

（

）

に
梵
舜
本
・
流
布
本
へ
と
引
き
継
が
れ
た
も
の
と
見
な
せ
よ
う
。

流
布
本
に
は
、「
い
か
め
し
」
の
用
例
が
あ
と
二
例
確
認
で
き
る
。

一
例
は
先
に
見
た
玄
玖
本
の
例
と
同
じ
箇
所
で
、
天
正
本
・
梵
舜
本

に
は
存
在
し
な
い
。
も
う
一
例
は
、
逆
に
天
正
本
・
梵
舜
本
に
は
存

（

）

在
し
、
玄
玖
本
等
に
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
流
布
本
の
「
い
か

め
し
」
全
三
例
の
う
ち
二
例
が
、
天
正
本
段
階
で
の
本
文
改
編
増
補

に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
国
語
学
の
分
野
で
は
、

「
い
か
め
し
」
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
研
究
で

は
、
流
布
本
本
文
に
よ
り
『
太
平
記
』
の
分
析
を
し
て
い
る
。
国
語

学
の
成
果
を
援
用
し
つ
つ
天
正
本
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の
特
質

に
つ
い
て
考
え
て
い
く
に
は
、
こ
の
点
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
、
他
の
軍
記
作
品
も
視
野
に
入
れ
た
分
析
が

求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

五

軍
記
物
語
の
「
い
か
め
し
」

『
太
平
記
』
以
外
の
軍
記
物
語
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の
出
現

数
や
、
意
味
用
法
は
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で

は
、『
将
門
記
』
に
始
ま
り
、『
陸
奥
話
記
』・『
保
元
物
語
』・『
平
治

物
語
』・『
平
家
物
語
』（
覚
一
本
・
延
慶
本
・
長
門
本
）・『
承
久
記
』

・『
梅
松
論
』・『
源
威
集
』・『
明
徳
記
』・『
応
永
記
』
を
対
象
に
用

（

）

例
検
索
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
い
か
め
し
」
の
用
例
が
確
認
で

き
た
の
は
、『
保
元
物
語
』・『
平
家
物
語
』（
延
慶
本
・
長
門
本
）
に
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絞
ら
れ
る
。

ま
ず
、『
保
元
物
語
』
で
は
以
下
の
五
例
が
確
認
で
き
る
。

①
中
巻
「
白
河
殿
ヘ
義
朝
夜
討
チ
ニ
寄
セ
ラ
ル
ル
事
」

筑
紫
ノ
八
郎
殿
ノ
弓
勢
ノ
イ
カ
メ
シ
サ
ヨ
。

②
中
巻
「
白
河
殿
ヘ
義
朝
夜
討
チ
ニ
寄
セ
ラ
ル
ル
事
」

八
郎
殿
ノ
弓
勢
イ
カ
メ
シ
ト
云
共
…
…

③
中
巻
「
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
」

八
郎
ガ
弓
勢
イ
カ
メ
シ
ト
云
共
…
…

④
中
巻
「
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
」

下
野
守
義
朝
、
門
前
ヘ
進
ミ
出
テ
、「
八
郎
ガ
弓
勢
イ
カ
ホ
ド

ゾ
。
イ
カ
メ
シ
ト
云
ナ
ル
ヲ
、
義
朝
、
試
」
ト
宣
ケ
レ
バ
…
…

⑤
下
巻
「
為
朝
鬼
島
ニ
渡
ル
事

最
後
ノ
事
」

十
八
歳
ニ
テ
都
ヘ
上
リ
、
官
軍
ヲ
射
テ
カ
ヰ
ナ
ヲ
抜
レ
、
伊
豆

ノ
大
島
ヘ
被
レ

流
テ
、
カ
ヽ
ル
イ
カ
メ
シ
キ
事
共
シ
タ
リ
。

五
例
中
①
・
②
・
③
・
④
の
四
例
が
、
為
朝
の
弓
勢
の
強
さ
を
「
イ

カ
メ
シ
」
と
表
現
す
る
例
で
あ
り
、
残
る
⑤
は
為
朝
の
伊
豆
大
島
で

の
暴
れ
ぶ
り
を
「
イ
カ
メ
シ
」
と
す
る
。
い
ず
れ
も
、
山
本
氏
の
論

考
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
為
朝
の
「
力
や
勢
い
」
を
表
す
例
と

い
え
よ
う
。
天
正
本
の
用
例
の
大
半
を
占
め
て
い
た
戦
場
に
お
け
る

武
士
の
「
精
神
の
あ
り
よ
う
」
を
評
す
る
も
の
で
は
な
い
。

次
に
『
平
家
物
語
』
の
例
を
挙
げ
る
。
前
掲
し
た
坂
詰
氏
の
論
文

で
は
、
鎌
倉
期
の
二
十
作
品
の
「
い
か
め
し
」
の
用
例
が
検
討
さ
れ

て
お
り
、
そ
こ
で
は
『
平
家
物
語
』
の
用
例
は
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
『
太
平
記
』
と
同
様
日
本
古
典
文
学
大
系

（
底
本
は
覚
一
本
）
に
拠
る
数
字
で
あ
る
。
読
み
本
系
に
属
す
る
延

慶
本
を
見
る
と
、「
い
か
め
し
」
が
五
例
確
認
で
き
る
。

①
第
二
末
「
文
学
伊
豆
国
ヘ
被
配
二

流
事
一

」

（
文
覚
）
其
間
湯
水
ヲ
ダ
ニ
モ
飲
ズ
。
マ
シ
テ
五
穀
ノ
類
ハ
云

ニ
不
レ

及
。
サ
レ
ド
モ
色
力
少
モ
不
レ

衰
、
行
打
シ
テ
有
ケ
レ

バ
、
文
学
ハ
昔
ヨ
リ
サ
ル
イ
カ
メ
シ
キ
者
ニ
テ
、
身
ノ
ホ
ド
ア

ラ
ハ
シ
タ
リ
シ
者
ゾ
カ
シ
。

②
第
二
末
「
福
田
冠
者
希
義
ヲ
被
レ

誅
事
」

（
河
野
通
清
が
平
家
に
背
く
が
、
討
伐
さ
れ
た
）
通
清
ハ
イ
カ

メ
シ
ク
思
立
タ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
力
ヲ
合
ス
ル
者
ナ
カ
リ
ケ
レ

バ
、
終
ニ
高
信
法
師
ガ
手
ニ
懸
テ
打
レ
ニ
ケ
リ
。

③
第
三
本
「
大
政
入
道
他
界
事
付
様
々
ノ
怪
異
共
有
事
」

入
道
（
筆
者
注
、
平
清
盛
）
ハ
音
イ
カ
メ
シ
キ
人
ニ
テ
オ
ワ
シ

ケ
ル
ガ
、
音
モ
ワ
ナ
ヽ
キ
、
息
モ
ヨ
ワ
ク
事
ノ
外
ニ
ヨ
ハ
リ
テ

…
…

④
第
三
末
「
法
皇
忍
テ
鞍
馬
ヘ
御
幸
事
」

― ２８ ―



一
条
京
極
ニ
テ
弓
ノ
ツ
ル
ウ
チ
ス
。
其
音
イ
カ
メ
シ
ク
聞
ユ
。

⑤
第
五
本
「
兵
衛
佐
ノ
軍
兵
等
付
宇
治
勢
田
事
」

佐
々
木
ノ
四
郎
高
綱
、
宇
治
河
先
陣
渡
シ
タ
リ
ヤ
ト
ゾ
名
乗
ケ

ル
。
生

ハ
河
ノ
深
ク
ナ
ル
マ
ヽ
ニ
、
ス
ヽ
ミ
出
ル
事
一
ハ
ヤ

シ
。（
中
略
）
六
反
計
先
立
テ
、
向
ノ
岸
ニ
サ
ト
ノ
ボ
ル
。

ツ
ヾ
ク
郎
従
一
人
モ
ナ
ガ
サ
レ
ザ
リ
ケ
リ
。
佐
々
木
ハ
独
言

ニ
、「
穴
イ
カ
メ
シ
ヤ
」
ト
ゾ
云
タ
リ
ケ
ル
。

①
は
苛
酷
な
修
行
に
よ
っ
て
も
損
な
わ
れ
な
い
文
覚
の
肉
体
の
強
壮

さ
を
表
し
て
お
り
、
②
は
、
平
家
に
背
い
た
河
野
通
清
の
決
心
を

「
イ
カ
メ
シ
ク
思
立
ケ
レ
ド
モ
」
と
評
し
て
い
る
。
③
・
④
は
音
声

の
大
き
さ
を
「
イ
カ
メ
シ
」
と
す
る
。
最
後
の
⑤
で
は
、
名
馬
生

に
跨
が
り
宇
治
川
渡
河
を
果
た
し
た
佐
々
木
高
綱
が
、
後
ろ
を
振
り

返
り
「
穴
イ
カ
メ
シ
」
と
漏
ら
す
。
直
前
の
記
述
よ
り
す
れ
ば
、
高

綱
は
、
後
続
の
軍
勢
が
一
人
残
ら
ず
激
流
を
渡
り
き
っ
た
こ
と
を

「
イ
カ
メ
シ
」
と
賛
嘆
し
て
い
る
と
見
な
せ
よ
う
。
た
だ
し
、『
延
慶

本
平
家
物
語
全
注
釈
』
が
「
自
己
あ
る
い
は
イ
ケ
ズ
キ
へ
の
評
価
と

読
む
可
能
性
や
、
二
万
五
千
余
騎
の
軍
勢
全
体
の
景
観
へ
の
批
評
と

読
む
可
能
性
も
あ
ろ
う
か
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
「
イ
カ

メ
シ
」
と
さ
れ
る
対
象
に
つ
い
て
は
、
他
に
複
数
の
可
能
性
が
考
え

ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
⑤
の
例
で
の
「
イ
カ
メ

シ
」
が
力
強
さ
や
勇
猛
さ
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
動
く
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
、
延
慶
本
で
は
、
音
声
の
大
き
さ
や
、
勇
猛
さ
、
力

強
さ
を
示
す
例
が
五
例
中
四
例
を
占
め
る
。
②
の
よ
う
に
、
無
勢
な

が
ら
挙
兵
に
踏
み
切
っ
た
決
意
に
対
し
て
「
い
か
め
し
」
を
用
い
る

例
は
あ
る
も
の
の
、
天
正
本
と
は
違
っ
て
、「
精
神
の
あ
り
よ
う
」

を
「
い
か
め
し
」
と
評
す
る
傾
向
は
特
に
窺
え
な
い
。
同
様
の
こ
と

（

）

は
長
門
本
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。

以
上
、『
太
平
記
』
以
外
の
軍
記
物
語
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」

の
用
例
を
概
観
し
て
き
た
。
天
正
本
は
『
太
平
記
』
他
本
だ
け
で
な

く
、
軍
記
物
語
全
体
の
中
で
も
、「
い
か
め
し
」
と
い
う
言
葉
を
多

用
し
て
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
ろ
う
。

さ
ら
に
、
そ
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
も
、
天
正
本
の
独
自
性
が
認

め
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
天
正
本
以
外
の
他
作
品
の
用

例
の
ほ
と
ん
ど
は
、
先
行
研
究
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
主
に
武
勇
に

関
し
て
用
い
ら
れ
、
数
や
大
き
さ
で
勝
り
、
力
や
勢
い
が
あ
る
こ
と

を
表
す
」
と
い
う
意
味
用
法
の
範
疇
に
収
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
少

な
く
と
も
、「
忠
義
」
や
「
遠
慮
」
と
い
っ
た
、「
精
神
の
あ
り
よ

う
」
を
評
す
る
例
は
、
天
正
本
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
天
正
本
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
「
精
神
の
あ
り

よ
う
」
に
対
し
て
「
い
か
め
し
」
を
用
い
る
例
が
大
半
を
占
め
て
い
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た
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
該
本
独
自
の
増
補
箇
所
に
集
中
し
て
い

た
。
こ
こ
か
ら
は
、
天
正
本
が
「
い
か
め
し
」
を
多
用
す
る
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
意
味
用
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
他
の
軍
記
物
語
と
一
線

を
画
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
の
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
天
正
本
の
「
い
か
め
し
」
を
め

ぐ
っ
て
は
、
従
来
『
太
平
記
』
諸
本
間
で
の
楠
木
正
成
像
の
変
化
と

い
う
観
点
か
ら
分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
の
考
察

よ
り
す
れ
ば
、
天
正
本
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
は
、
単
に
一
人
物

の
造
型
の
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
該
本
は
武
士
の
「
精

神
の
あ
り
よ
う
」
に
他
に
は
な
い
関
心
を
寄
せ
、
し
か
も
独
特
の
表

現
で
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
本

稿
で
は
そ
の
背
景
ま
で
解
明
す
る
に
は
至
ら
ず
、
微
細
な
現
象
の
指

摘
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
が
『
太
平
記
』
諸
本
は
お
ろ
か
、

他
の
軍
記
物
語
に
も
見
い
だ
し
が
た
い
、
天
正
本
独
自
の
傾
向
で
あ

る
こ
と
を
示
し
得
た
。

天
正
本
は
他
本
に
は
な
い
独
自
箇
所
を
多
く
有
し
て
い
る
。
筆
者

も
以
前
、
こ
う
し
た
箇
所
の
分
析
を
行
い
、
後
醍
醐
天
皇
周
辺
の
真

（

）

言
僧
・
真
言
寺
院
に
対
す
る
関
心
や
、
罪
を
緩
め
る
こ
と
を
称
揚
す

（

）

る
傾
向
を
見
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
増
補
・
本
文
改
変

箇
所
か
ら
は
、
天
正
本
の
多
様
な
関
心
が
窺
え
る
。
武
士
の
忠
義
や

周
到
さ
と
い
っ
た
「
精
神
の
あ
り
よ
う
」
を
「
い
か
め
し
」
と
評
価

す
る
独
自
箇
所
も
ま
た
、
こ
う
し
た
関
心
の
一
つ
の
表
れ
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

加
え
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
い
か
め
し
」
に
つ
い
て
は
、
広

く
室
町
期
に
お
け
る
武
士
の
自
己
認
識
や
評
価
と
い
っ
た
問
題
に
も

接
続
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
天
正
本
が
成
立
し

（

）

た
と
さ
れ
る
十
五
世
紀
は
、
ち
ょ
う
ど
武
士
の
倫
理
観
や
自
己
意
識

が
文
献
上
に
表
れ
て
く
る
時
期
に
当
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
佐
伯
真
一
氏
は
、「
弓
箭
の
道
」
と
い
う
言
葉
の
用
例
を

通
時
的
に
た
ど
り
、『
太
平
記
』
の
段
階
に
お
い
て
も
、
こ
の
言
葉

が
「
道
徳
的
規
範
を
意
味
す
る
語
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
は
言
え

ま
い
」
と
し
な
が
ら
も
、「
精
神
的
・
倫
理
的
な
問
題
に
関
わ
る
例

が
増
え
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
武
士
ら
し
さ
を

こ
う
し
た
精
神
性
や
倫
理
に
お
い
て
捉
え
る
傾
向
」
が
高
ま
っ
て
い

る
と
論
じ
、
十
五
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
『
義
貞
軍
記
』
に
お
い

て
、「
武
士
の
「
道
」
に
関
す
る
自
覚
的
な
思
考
の
表
現
」
が
初
め

（

）

て
出
現
す
る
と
の
見
取
り
図
を
提
示
し
て
い
る
。

ま
た
筆
者
も
そ
の
驥
尾
に
付
し
て
、
明
徳
の
乱
を
描
く
軍
記
物
語
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『
明
徳
記
』
が
、「
弓
矢
」
と
い
う
語
を
武
士
の
倫
理
に
関
わ
る
表
現

（

）

と
し
て
多
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、『
太
平
記
』
が
成
立
し
た
十
四
世
紀
の
終
わ
り
か

ら
十
五
世
紀
半
ば
に
か
け
て
、
武
士
は
自
分
た
ち
の
あ
る
べ
き
姿
、

倫
理
感
を
自
覚
的
に
語
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
天
正
本
が
戦
場
に

お
け
る
武
士
の
「
精
神
の
あ
り
よ
う
」
に
関
心
を
向
け
、
そ
れ
を
独

自
の
表
現
で
評
価
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
武
士
の
倫
理
観
の
表
出

と
い
う
現
象
と
も
連
動
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
本
稿

で
注
目
し
た
表
現
レ
ベ
ル
で
の
異
同
や
、
武
士
の
「
精
神
の
あ
り
よ

う
」
に
対
す
る
評
価
と
い
っ
た
側
面
か
ら
該
本
を
検
討
し
て
い
く
余

地
は
、
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（
１
）
鈴
木
登
美
惠
『
玄
玖
本
太
平
記
』「
解
題
」（
勉
誠
出
版
、
一
九
七

五
年
）

（
２
）
鈴
木
登
美
恵
「
佐
々
木
道
誉
を
め
ぐ
る
『
太
平
記
』
の
本
文
異
同

│
天
正
本
の
類
の
増
補
改
訂
の
立
場
に
つ
い
て
│
」（『
軍
記
と
語
り

物
』
第
二
号
、
一
九
六
四
年
十
二
月
）
は
、
佐
々
木
氏
の
関
与
を
想

定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
和
田
琢
磨
「『
太
平

記
』
と
武
家
│
天
正
本
と
佐
々
木
京
極
家
の
関
係
を
中
心
に
│
」

（
松
尾
葦
江
編
『
軍
記
物
語
講
座
３

平
和
の
世
は
く
る
か

太
平

記
』
花
鳥
社
、
二
〇
一
九
年
）
の
批
判
が
あ
る
。

（
３
）
鈴
木
登
美
惠
「
古
態
の
『
太
平
記
』
の
考
察
│
皇
位
継
承
記
事
を

め
ぐ
っ
て
│
」（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
三
十
六
巻
第

二
号
、
一
九
九
一
年
二
月
）。
李
章
姫
「
天
正
本
『
太
平
記
』
巻
二

十
六
「
大
稲
妻
天
狗
未
来
記
事
」
の
視
点
」（『
軍
記
と
語
り
物
』
第

五
十
二
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
等
。

（
４
）
李
章
姫
「
天
正
本
『
太
平
記
』
巻
二
十
七
「
諸
卿
意
見
被
下
綸
旨

事
」
に
お
け
る
漢
楚
合
戦
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
文
学
誌
要
』

第
九
十
五
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
）。

（
５
）
北
村
昌
幸
「
足
利
直
義
像
の
改
修
」（
北
村
昌
幸
『
太
平
記
世
界

の
形
象
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
〈
初
出
は
一
九
九
九
年
〉）。

（
６
）
拙
稿
「
天
正
本
『
太
平
記
』
に
お
け
る
刑
罰
│
足
利
直
冬
の
形
象

を
端
緒
と
し
て
│
」（『
大
阪
大
谷
国
文
』
第
五
十
一
号
、
二
〇
二
一

年
三
月
）。

（
７
）
引
用
は
、『
玄
玖
本
太
平
記
』
に
拠
る
。
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（
８
）
本
稿
で
参
照
し
た
『
太
平
記
』
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
。

西
源
院
本
（『
西
源
院
本
太
平
記
』
ク
レ
ス

西
源
院
本
系
│���
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）

神
田
本
（『
神
田
本
太
平
記
』
汲
古
書
院
、

神
田
本
系
│���
一
九
七
二
年
）

神
宮
徴
古
館
本
（『
神
宮
徴
古
館
本
太
平

甲
類

�

� � � � � �

�

� � � � � �
�

記
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
）

玄
玖
本
系
│�

� �
�

� �
�

玄
玖
本
（『
玄
玖
本
太
平
記
』
勉
誠
出
版
、

一
九
七
三
〜
七
五
年
）

内
閣
文
庫
本
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）

南
都
本
系
│�

� �

�

� �

�
梁
田
本
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
）

米
沢
本
（
市
立
米
沢
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
）

乙
類
│
│
│
│
││
│�

� �

�

� �

�
梵
舜
本
（
古
典
文
庫
）

益
田
本
（
國
學
院
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

天
正
本
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

教
運
本
（
義
輝
本
）（『
義
輝
本
太
平
記
』

勉
誠
出
版
、
一
九
八
一
年
）

丙
類
│
│
│
│
│
│

│�

� � � �

�

� � � �

�
龍
谷
大
学
本
（
龍
谷
大
学
図
書
館
貴
重
資

料
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）

野
尻
本
（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
）

日
置
本
（『
中
京
大
学
図
書
館
蔵
太
平
記
』

新
典
社
、
一
九
九
〇
年
）

武
田
本
（
國
學
院
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

丁
類
│
│
│
│
│
│

│�

� � �

�

� � �

�
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

京
大
本
（『
校
訂
京
大
本
太
平
記
』
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
一
年
）

（
９
）
注
（
１
）
に
同
じ
。

（
１０
）
本
稿
第
一
章
で
挙
げ
た
、
巻
七
「
千
剣
破
城
之
事
」
も
除
い
た
残

り
九
例
に
つ
い
て
、
天
正
本
に
対
応
す
る
玄
玖
本
の
本
文
を
挙
げ

る
。
付
し
た
番
号
は
、
第
二
章
の
天
正
本
の
用
例
に
付
し
た
も
の
に

対
応
し
て
い
る
。

①
巻
四
「
笠
置
囚
人
死
罪
流
刑
之
事
」

足
助
次
郎
重
範
ヲ
バ
、
六
条
河
原
ニ
引
出
シ
、
首
ヲ
可
レ

刎
ト

定
ラ
ル
。

②
巻
六
「
関
東
勢
上
洛
之
事
」

当
該
箇
所
ナ
シ
。

③
巻
九
「
番
馬
自
害
之
事
」
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「
宗
秋
コ
ソ
先
自
害
仕
テ
（
中
略
）
死
出
山
ノ
御
伴
申
候
ハ
ン
」

ト
云
テ
、
越
後
守
ノ
柄
口
マ
デ
腹
ニ
衝
立
テ
被
レ

置
タ
ル
刀
ヲ

取
テ
己
ガ
腹
ニ
衝
立
テ
、
仲
時
ノ
膝
ニ
抱
付
テ
虚
伏
ニ
コ
ソ
伏

タ
リ
ケ
レ
。

④
巻
十
三
「
中
前
代
挙
動
之
事
付
篭
舎
宮
被
誅
之
事
」

当
該
箇
所
ナ
シ
。

⑤
巻
十
四
「
勅
使
河
原
自
害
之
事
」

「
危
ヲ
見
テ
命
ヲ
致
ハ
忠
臣
ノ
義
ナ
リ
。
我
何
ノ
顔
ア
テ
カ
、

亡
朝
ノ
臣
下
ト
シ
テ
不
義
ノ
逆
臣
ニ
随
ハ
ン
ト
」
云
テ
、
三
条

河
原
ヨ
リ
父
子
三
騎
引
返
テ
、
鳥
羽
ノ
羅
精
門
ノ
辺
ニ
テ
腹
掻

切
テ
死
ニ
ケ
リ
。

⑥
巻
二
十
一
「
塩
冶
判
官
讒
死
之
事
」

（
塩
冶
の
郎
等
）
莞
爾
ト
打
笑
テ
（
中
略
）
抜
テ
カ
ヽ
ル
。
五

騎
ノ
兵
共
抜
合
テ
、
時
移
マ
デ
切
合
ケ
ル
ガ
、
三
人
ニ
手
負

テ
、
我
身
モ
二
太
刀
マ
デ
切
レ
ニ
ケ
レ
バ
、
是
マ
デ
ト
ヤ
思
ケ

ン
、
塩
冶
ガ
郎
等
、
爰
ニ
テ
腹
掻
切
テ
死
ニ
ケ
リ
。

⑦
巻
二
十
四
「
義
助
死
去
之
事
」

舟
十
七
艘
、
備
後
ノ
宮
下
野
守
兼
信
、
左
右
ニ
分
レ
テ
漕
並
タ

ル
舟
四
十
余
艘
ガ
中
ヘ
分
入
テ
、
敵
ノ
舩
ニ
乗
移
々
々
、
皆
引

組
テ
海
ヘ
入
ニ
ケ
リ
。

⑧
巻
二
十
四
「
備
後
鞆
軍
之
事
」

十
七
騎
ノ
人
々
、
又
馬
ノ
鼻
ヲ
引
返
シ
、
七
千
余
騎
ガ
中
ヲ
颯

ト
懸
破
テ
、
一
騎
モ
終
ニ
打
レ
ズ
道
後
ノ
方
ヘ
ゾ
落
行
ケ
ル
。

⑨
巻
三
十
「
那
波
軍
之
事
」

上
杉
民
部
大
夫
・
長
尾
左
衛
門
尉
ガ
勢
ハ
、
二
万
余
騎
、
信
濃

ヲ
志
テ
落
ケ
ル
ヲ
、
千
葉
介
ガ
一
族
共
五
百
騎
計
ニ
テ
早
河
尻

ニ
テ
打
止
ン
ト
為
ケ
ル
ガ
、
落
行
大
勢
ニ
取
籠
ラ
レ
テ
、
一
人

モ
残
ズ
打
レ
ニ
ケ
リ
。

い
ず
れ
の
例
も
、「
い
か
め
し
」
を
欠
く
か
、「
い
か
め
し
」
を
含

む
部
分
そ
の
も
の
を
欠
い
て
い
る
。
他
の
テ
キ
ス
ト
（
丙
類
を
除

く
）
で
は
、
以
下
の
三
本
が
天
正
本
と
一
致
す
る
箇
所
を
有
す
る
。

対
応
す
る
番
号
を
示
す
。

内
閣
文
庫
本
…
⑦
・
⑧

梵
舜
本
…
…
…
⑤
・
⑦
・
⑧

武
田
本
…
…
…
③

（
１１
）
坂
詰
力
治
「
形
容
詞
「
い
か
（
厳
）
し
」
の
消
長
│
「
い
か
め
し

い
」「
い
か
め
い
」
と
の
関
連
か
ら
│
」（
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
編

『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
二
十
三
輯
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
〇
年

十
月
）。

（
１２
）
遠
藤
好
英
「
い
か
め
し
い
（
厳
し
い
）」（
佐
藤
喜
代
治
『
現
代
日

本
語
の
語
彙
』
明
治
書
院
、
一
九
八
三
年
）。

（
１３
）
注
（
１２
）
に
同
じ
。

（
１４
）
注
（
１１
）
坂
詰
氏
論
文
で
は
、
鎌
倉
期
に
成
立
し
た
二
十
作
品

（『
高
倉
院
厳
島
御
幸
道
記
』・『
高
倉
院
升
霞
記
』・『
無
名
草
子
』・

『
閑
居
友
』・『
方
丈
記
』・『
た
ま
き
は
る
』・『
建
礼
門
院
右
京
大
夫

集
』・『
保
元
物
語
』・『
平
治
物
語
』・『
平
家
物
語
』・『
宇
治
拾
遺
物

語
』・『
海
道
記
』・『
竹
む
き
が
記
』・『
東
関
紀
行
』・『
十
訓
抄
』・

『
十
六
夜
日
記
』・『
沙
石
集
』・『
う
た
た
ね
』・『
中
務
内
侍
日
記
』・
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『
徒
然
草
』）
の
う
ち
、「
い
か
め
し
」
は
「
四
作
品
（
筆
者
注
、『
保

元
物
語
』・『
宇
治
拾
遺
物
語
』・『
十
訓
抄
』・『
徒
然
草
』）
に
九
例

し
か
」
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
１５
）
山
本
佐
和
子
「
イ
カ
メ
イ
の
意
味
│
イ
カ
メ
シ
イ
・
イ
カ
メ
イ
と

の
関
わ
り
│
」（
国
語
語
彙
史
研
究
会
編
『
国
語
語
彙
史
の
研
究
』

第
二
十
五
集
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）。

（
１６
）
小
秋
元
段
「
流
布
本
『
太
平
記
』
の
成
立
」（『
増
補

太
平
記
と

古
活
字
版
の
時
代
』
新
典
社
、
二
〇
一
八
年
〈
初
出
は
二
〇
〇
〇

年
〉）。
小
秋
元
氏
は
こ
の
論
考
に
お
い
て
、
慶
長
八
年
古
活
字
本
の

底
本
で
あ
る
慶
長
七
年
古
活
字
本
が
、「
巻
十
九
か
ら
巻
二
十
一
を

除
く
す
べ
て
の
巻
で
、
梵
舜
本
を
基
底
と
す
る
」
こ
と
、
そ
し
て

「
慶
長
八
年
刊
本
が
七
年
刊
本
を
底
本
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の

写
本
と
の
対
校
を
行
」
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
１７
）
玄
玖
本
当
該
箇
所
の
本
文
は
以
下
の
通
り
。

十
七
騎
ノ
人
々
、
又
馬
ノ
鼻
ヲ
引
返
シ
、
七
千
余
騎
ガ
中
ヲ
颯
ト

懸
破
テ
一
騎
モ
終
ニ
打
レ
ズ
、
道
後
ノ
方
ヘ
ゾ
落
行
ケ
ル
。

（
１８
）
巻
二
十
二
「
義
助
朝
臣
病
死
事
付
鞆
軍
事
」
に
は
、「
舟
四
十
余

艘
ガ
中
ヘ
分
入
テ
、
敵
ノ
船
ニ
乗
遷
々
々
、
皆
引
組
デ
海
中
ヘ
飛
入

ケ
ル
コ
ソ
、
イ
カ
メ
シ
ケ
レ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
本
稿
中
で
も
述
べ

た
よ
う
に
、
天
正
本
の
段
階
か
ら
増
補
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。

（
１９
）
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
。

『
将
門
記
』
…
…
…
真
福
寺
本
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

『
陸
奥
話
記
』
…
…
国
会
図
書
館
本
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

『
保
元
物
語
』
…
…
半
井
本
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

『
平
治
物
語
』
…
…
陽
明
文
庫
本
・
学
習
院
大
学
図
書
館
本
（
新

日
本
古
典
文
学
大
系
）

『
平
家
物
語
』
…
…
覚
一
本
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

延
慶
本
（
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編
『
延
慶

本
平
家
物
語

本
文
編
』
勉
誠
出
版
、
一
九

九
〇
年
）

長
門
本
（『
長
門
本
平
家
物
語
』
麻
原
美
子
・

小
井
土
守
敏
・
佐
藤
智
広
編
、
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
四
〜
二
〇
〇
六
年
）

『
承
久
記
』
…
…
…
慈
光
寺
本
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

『
梅
松
論
』
…
…
…
京
大
本
（『
京
大
本
梅
松
論
』
京
都
大
学
国
文

学
会
編
、
一
九
六
四
年
）

『
源
威
集
』
…
…
…
佐
竹
本
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
）

『
明
徳
記
』
…
…
…
書
陵
部
本
（
和
田
英
松
『
明
徳
記

本
文
と

基
礎
的
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
〇
年
）

『
応
永
記
』
…
…
…
群
書
類
従
本
（
群
書
類
従
）

（
２０
）
長
門
本
は
、
延
慶
本
①
〜
④
ま
で
の
例
を
有
し
て
お
り
、
⑤
の
用

例
を
欠
く
。

（
２１
）
拙
稿
「
天
正
本
『
太
平
記
』
に
お
け
る
真
言
関
係
記
事
の
増
補
」

（『
南
北
朝
軍
記
物
語
論
』
和
泉
書
院
、
二
〇
二
〇
年
〈
初
出
は
二
〇

一
七
年
〉）。

（
２２
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
２３
）
長
坂
成
行
「
天
正
本
太
平
記
成
立
試
論
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第

五
十
三
巻
第
三
号
、
一
九
七
六
年
三
月
）。
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（
２４
）
佐
伯
真
一
「「
兵
の
道
」・「
弓
箭
の
道
」
考
」（『
軍
記
物
語
と
合

戦
の
心
性
』
文
学
通
信
、
二
〇
二
一
年
〈
初
出
は
二
〇
〇
六
年
〉）。

（
２５
）
拙
稿
「『
明
徳
記
』
に
お
け
る
「
弓
矢
」」（
松
尾
葦
江
編
『
軍
記

物
語
講
座
４

乱
世
を
語
り
つ
ぐ
』
花
鳥
社
、
二
〇
二
〇
年
）。

※
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）：

課
題
番
号18K

00331

研
究
代
表
者
小
秋
元
段
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
本
学
日
本
語
日
本
文
学
科
専
任
講
師
）
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