
平
家
物
語
巻
十
二

｢義
憲
最
期
｣
考

形
成
と
方
法
を
め
ぐ

っ
て

‖

物
語
に
お
け
る
虚
構
の
背
後
に
'
そ
の
物
語
の
方
法
が
潜
ん
で
い
る
と

考
え
る
こ
と
は
､
平
家
物
語
の
よ
う
に
'
実
録
性
を
物
語
の
基
幹
と
し
て

い
る
文
学
作
品
の
場
合
'
き
わ
め
て
至
当
な
見
方
と
い
え
よ
う
｡

平
家
物
語
の
実
録
性
が
'
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
史
料
の
参
画
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
'
虚
構
は
そ
れ
ら
文
献
史

料
か
ら
知
ら
れ
る
史
実
と
の
組
酷
と
し
て
確
認
さ
れ
る
の
を
常
と
す
る
｡

し
た
が
っ
て
'
平
家
物
語
に
お
け
る
虚
構
を
め
ぐ
っ
て
は
へ
い
か
な
る
方

法
に
よ
っ
て
史
実
を
変
改
し
た
の
か
と
い
う
形
成
の
問
題
と
し
て
'
次
い

で
'
い
か
な
る
意
図
お
よ
び
方
法
に
よ
っ
て
物
語
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
構
想
の
問
題
と
し
て
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
｡

高

山

利

弘

と
い
う
の
も
'
移
し
い
異
本
の
群
立
す
る
平
家
物
語
に
お
い
て
は
､

1

口
に
虚
構
と
言
っ
て
も
､
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
相
貌
を
帯
び
て
諸
本
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
数
多
-
あ
る
は
ず
で
あ
り
'
虚
構
の
方
法
を
問

う
こ
と
が
'
そ
の
ま
ま
諸
本
の
あ
り
よ
う
の
問
題
'
さ
ら
に
は
､
虚
構
を

必
要
と
す
る
物
語
の
方
法
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

本
稿
は
､
こ
の
よ
う
な
視
点
に
即
し
て
､
す
で
に
そ
の
虚
構
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
巻
十
二

｢義
憲
最
期
｣
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ

る

｡｢義
憲
最
期
｣
は
'
『源
平
盛
衰
記
』
お
よ
び
流
布
本
を
除
く
ほ
と
ん
ど

の
諸
本
に
記
さ
れ
て
い
る
記
事
で
あ
る
が
'
次
に
掲
げ
る
対
照
表
に
見
る

よ
う
に
､
諸
本
間
の
記
載
位
置
の
異
同
が
著
し
-
､-
さ
ら
に
は
'
語
り
系

と
読
み
も
の
系
と
で
は
'
こ
の
記
事
を
め
ぐ
る
文
脈
に
差
異
が
見
ら
れ
'

諸
本
の
方
法
を
見
る
上
で
は
恰
好
の
対
象
と
考
え
ら
れ
る
｡
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針 重 量 蓋 宴 六 票 聖 六 曇 蓋 整 嘉 四部本
洛 骨 董 萱 岩 室 葦 (3 藁 落 謙 第 -.

家 朝 ｢-｢ 六 実 :寡 : 六 田 宮 頼 佐

残 上 女 六 大 摂 ; 大 都 被 房

叢 洛 莞 道 志 〝 代 窒 息 〝 代 警 落 諌 祭

辛 ( 兼 ( …行 … 書 判 範 士 屋代不

家 六 ′｢ 実 六 .:餐 ,:EEl 官 頼 佐

残 女 六 大 摂 ; 大 都 被 房

芸 〝 代 覧 道 志 掌 〝 代 恩 讐 落 諌 祭

課 - E)去 幸 - ‖ 濁 … 琵

頼 平 ( :'行 圭 ( 書 判 範 土 覚･本

朝 家 六 :家 ; 六 H 官 頼 佐

β

洛 叢 'F代 官 〝 代 警 落 諌 若

と
り
わ
け
'
私
見
に
よ
れ
ば
､
｢義
意
最
期
｣
は
諸
本
間
の
差
異
お
よ

び
外
部
資
料
に
よ
っ
て
'
そ
の
虚
構
の
方
法
に
'
あ
る
程
度
追
尋
で
き
る

記
事
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
以
下
'
こ
の
記
事
を
め
ぐ
る
形
成
と
諸

本
の
方
法
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
｡

日

信
太
三
郎
先
生
義
意
は
醍
醐
の
山
に
こ
も
り
た
る
よ
し
き
こ
え
し
か

ば
'
お
し
よ
せ
て
さ
が
せ
ど
も
な
し
｡
伊
賀
国

へ
落
ぬ
と
聞
え
し
か

ば
'
服
部
平
六
先
と
し
て
'
伊
賀
国

へ
発
向
す
｡
千
度
の
山
寺
に
あ

り
と
聞
え
し
開
､
お
し
よ
せ
て
か
ら
め
む
と
す
る
に
'
あ
は
せ
の
小

袖
に
大
口
ば
か
り
き
て
'
金
に
て
う
ち
-

､
ん
だ
る
腰
の
刀
に
て
腹

か
き
き
つ
て
ぞ
ふ
し
た
り
け
る
｡
額
を
ば
服
部
平
六
と
(
ツ
)て
(
ン
)

ず
り
｡

(巻
十
二
｢泊
瀬
六
代
｣)

(汁
--
〉

覚
一
本

に

よ
る
巻
十
二

｢義
意
最
期
｣
の
1
節
で
あ
る
.
｢義
意
最
期
｣

は
'
先
の
対
照
表
に
見
る
よ
う
に
'
い
ず
れ
の
諸
本
に
お
い
て
も

｢行
家

最
期
｣
に
続
い
て
記
さ
れ
'
両
者
で
ひ
と
ま
と
ま
り
の
叙
述
を
な
し
て
い

る

｡き
て
'
こ
こ
に
登
場
す
る
信
太
三
郎
先
生
義
恵
と
は
'
保
元
の
乱
で
課

さ
れ
た
六
条
判
官
為
義
の
三
男
で
あ
り
､
直
前
の
記
事
に
登
場
す
る
十
郎

蔵
人
行
家
の
兄
で
あ
る
｡

(注
…
)

義
意
の
閲
歴
に
つ
い
て
は
､
服
部
幸
造
氏
の
御
報

告

が

あ

り
'
詳
細
は

略
す
が
'
略
年
譜
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡
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元 〝 〝 〝 栗 〝 〝 〝 慧′■ヽ慧33 2 2 5 5 5 4 辛

●二 11110閏 閏 211 月日
5 . .2 2 . .
･20199 . ..287

･4 以 2720
前

勢 経 伸 京 山 朝 陸 兵

国 .の o四 に 回 し

羽 範 法 廷)郎 背 で た
取 頼 性 朝 き反 頼
山 軍 寺 政 '乱 朝
に と 襲 と下 を の
て 合 撃 合 野 起 も
死戦に 戦 国 こ と
す '参 Oに す に

o 敗 加 敗 至 o参
㈲ 北 o 北 る㈲ 上

o㈱ 逃 o o
荏) 亡 (車 庫)

㈱
=
吾
妻
鏡
､
飼

-
玉
葉
'
㈱

=
愚
管
抄

こ
こ
で
'
本
稿
で
関
連
す
る
義
憲
の
死
を
め
ぐ
る
記
録
を
確
認
す
る
な

ら
ば
'
買
口妻
鏡
』
元
暦
元
年
五
月
十
五
日
の
条
の
'

伊
勢
国
馳
駅
参
着
｡
申
云
'
去
四
日
'
波
多
野
三
郎
'
大
井
兵
衛
次

郎
実
春
'
山
内
滝
口
三
郎
井
大
内
右
衛
門
尉
惟
義
家
人
等
､
於
二
当
国

羽
取
山
]与
二
志
太
三
郎
先
生
義
広
.合
戦
'
殆
及
二
終
日
]争
]雌
雄
]O

然
而
遂
獲
二義
広
之
首
J
云
々
｡

と
い
う
記
載
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
義
憲
が

｢義
広
｣
と
も
称
し
て
い
た
こ
と

(.荘
3
)

は
､
『玉
葉
』
寿
永
二
年
十
月
九
日

の

条

に

よ

れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
'

右
の

『吾
妻
鏡
』
の
記
載
を
信
じ
る
限
り
'
義
憲
の
死
は
元
暦
元
年
五
月

四
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

と
こ
ろ
で
'平
家
物
語
諸
本
で
は
､
前
述
の
よ
う
に
､
｢義
憲
最
期
｣
を

｢行
家
最
期
｣
に
続
い
て
記
し
'
両
者
が
連
続
し
て
生
じ
た
事
件
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
｡
両
記
事
と
も
日
付
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
'
物
語
の

編
年
的
構
成
に
従
-
な
ら
ば
､
少
な
-
と
も
巻
十
二

｢判
官
都
落
｣
に
付

さ
れ
た
文
治
元
年
十

一
月
三
日
以
降
の
こ
と
と
な
る
｡
さ
ら
に
､
記
録
類

(注
4
)

を
播
-
な
ら
ば
'
『玉
葉
』
文
治
二
年
五
月
十
五
日

の

粂

'

お

よ
び

芸
ロ

(注
5
)

妻
鏡
』
同
二
十
五
日
の

条

に
行

家
追
捕
の
記
載
が
見
え
る
こ
と
か
ら
'
こ

れ
ら
の
日
付
を
平
家
物
語
巻
十
二

｢行
家
最
期
｣
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
る

な
ら
ば
'
｢義
憲
最
期
｣
は
文
治
二
年
五
月
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
'

先
の

『吾
妻
鏡
』
に
見
る
義
恵

(義
広
)
の
死
の
日
付
と
は
'
約
二
年
間

の
懸
隔
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
'
｢義
憲
最
期
｣
の
虚

構
性
は
､
巻
十
二
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
記
載
位
置
の
問
題
と
し
て
'

記
録
類
と
の
時
間
の
ズ
レ
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

む
ろ
ん
'
義
意

(義
広
)
の
死
を
記
す
'
先
の

『吾
妻
鏡
』
の
1
節
を

史
実
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､
次

の
延
鹿
本
の
1
節
を
見
る
な
ら
ば
'
『吾
妻
鏡
』
が

一
つ
の
伝
承
を
記
し

て
い
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
｡

同
三
日
､
前
ノ
斎
院
次
官
親
能
即
獅
旗
印
駈
?
辞
折
壁
林
寺
ニ
シ
テ

佃
矧
夷
飽
朝
親
風
ヲ
擁
取
之
間
'
両
方
被
庇
者
多
シ
ô
義
仲

二
同
意
シ

テ
去
正
月
合
戦
ノ
後
悔
跡
捜
所
遂

二
被
擁
取
ケ
リ
･e
萄

矧
肌対

義

m川東
剥
也
｡
今
為
親
能
被
取
口
借
カ
リ
シ
事
也
｡

(巻
十
-
廿
五

｢池
大
納
言
帰
洛
之
事
｣
)

こ
こ
に
は
'
義
広
が
鰯
め
取
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
'
『吾

妻
鏡
』
と
は
異
な
っ
た
状
況
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
'
傍
線
佃
の
一
文
に
は

疑
問
の
余
地
が
あ
る
o
L
か
し
､
傍
線
回
に
つ
い
て
は
へ
『玉
葉
』
寿
永
三

年
正
月
二
十
日
の
条
に

｢美
乃
守
義
広
｣
と
あ
り
､
ま
た
'
冒
頭
の

｢同

三
日
｣
と
は
'
物
語
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
､
元
暦
元
年
六
月
三
日
'

先
の

『吾
妻
鏡
』
の
日
付

(同
年
五
月
四
日
)
の
約

1
ケ
月
後
の
こ
と
で
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あ
り
'
き
わ
め
て
近
い
｡
さ
ら
に
､
延
慶
本
が
数
多
-
の
伝
承
を
拾
い
あ

げ
'独
自
の
作
品
世
界
を
描
い
て
い
る
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
'先
の

『吾

妻
鏡
』
に
見
る
義
憲

(義
広
)
の
死
の
記
載
も
t

l
つ
の
伝
承
を
伝
え
て

い
る
と
い
う
点
で
は
重
視
さ
れ
て
よ
-
､
ま
た
'
延
慶
本
は
､
そ
の
伝
承

を
物
語
に
取
り
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡

(注
6)

服
部
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

'延

慶
本
は

｢義
広
｣
と

｢義
憲
｣

を
別
人
扱
い
L
t
両
者
の
死
を
巻
十
と
巻
十
二
で
そ
れ
ぞ
れ
描
い
て
い
る

こ
と
に
な
る
が
'
こ
こ
で
問
題
視
さ
れ
る
の
は
'
巻
十
に
お
け
る
義
広
の

死
の
叙
述
は
'
如
上
の

芸
口妻
鏡
』
に
見
る
よ
う
な
伝
承
を
ふ
ま
え
て
な

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
､
な
に
ゆ
え
､
巻
十
二
に
お
い
て
'

再
び
義
恵
の
死
を
描
-
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
｡

源
氏
の
武
将
で
あ
り
な
が
ら
'
さ
し
た
る
活
躍
も
記
さ
れ
な
い
'
些
未

的
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
人
物
の
死
を
と
り
た
て
て
描
-
の
は
な
ぜ
な
の

か
-

ほ
と
ん
ど
の
諸
本
が
'
巻
十
に
お
い
て
義
広
の
死
に
言
及
し
て
い

な
い
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
､
巻
十
二
に
お
い
て
義
憲
の
死
を
描
-
理
由

は
､
よ
り
深
く
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

日

義
憲
は
義
広
と
も
称
し
た
と
す
る

『玉
葉
』
の
記
載
'
ま
た
'
両
者
を

別
人
と
し
て
扱
う
延
鹿
本
の
叙
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
'
こ
の
人
物

を
め
ぐ
っ
て
は
'
元
来
'
混
乱
を
生
じ
や
す
い
事
情
が
存
在
し
て
い
た
と

み
ら
れ
る
が
'
こ
こ
で
巻
十
二

｢義
意
最
期
｣
に
着
目
す
る
と
き
'
な
に

ゆ
え
義
憲
が
'
巻
十
二
の
世
界
に
お
い
て
'
(伊
賀
国
で
服
部
平
六
な
る

人
物
に
追
わ
れ
'
自
害
し
た
)
と
い
う
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い

う
点
が
問
題
と
な
ろ
う
｡

『尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
'
義
意
に
は
次
の
よ
う
に
傍
書
さ
れ
て
い
る
｡

先
年
配
土
左
国
後
遷
下
野
国
｡
源
氏
義
兵
之
後
帰
京
｡
於
西
海
以
下

所
々
致
忠
戦
'
依
之
加
源
氏
六
人
受
領
早
｡
而
源
二
位
勘
気
義
経
之

刻
'
相
伴
義
経
赴
西
海
之
処
'
遭
難
風
'
各
分
散
｡
暫
経
廻
伊
賀
国

之
間
'
為
頼
朝
卿
命
仰
付
当
国
住
人
服
部
六
郎
時
定
'
於
当
園
千
戸

寺
被
討
之
時
自
害
｡

そ
の
最
期
は
'
平
家
物
語
と
同
様
の
状
況
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
し
か

(注
7
)

し
'新
訂
増
補
国
史
大
系
本
の
頭
注
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に

､
右
の
記

載
が
義
恵
の
伝
承
を
伝
え
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
｡
と
い
う
の

は
'
冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
に
'
平
家
物
語
諸
本
に
お
け
る

｢義
惹
最
期
｣

を
め
ぐ
る
文
脈
は
'語
り
系
と
読
み
も
の
系
と
で
は
差
異
が
見
ら
れ
､
『尊

卑
分
脈
』
の
傍
書
と
は
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

ま
ず
'
語
り
系
で
は
'
巻
十
二

｢判
官
都
落
｣
に
お
い
て
､
行
家
と
義

意
が
義
経
に
同
行
し
て
お
り
'
西
海

へ
の
船
出
の
際
に
､
暴
風
に
よ
っ
て

一
行
は
遭
難
す
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
行
方
不
明
と
な
っ
た
後
'
行
家

と
義
意
は
相
次
い
で
課
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
'
語
り
系
諸
本
に
お
け
る

｢義

意
最
期
｣
は
､
｢判
官
都
落
｣
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
な
り
'
先
の

『尊
卑
分
脈
』
の
記
載
は
'
語
り
系
諸
本
の
叙
述
と
お

お
む
ね

一
致
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

と
こ
ろ
が
'
読
み
も
の
系
諸
本
で
は
'
義
意
は
都
落
ち
に
同
行
し
て
お

ら
ず
'
唐
突
に
登
場
し
て
伊
賀
国
で
死
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡

つ
ま
り
'
『尊
卑
分
脈
』
の

｢相
伴
義
経
'
赴
西
海
之
処
'
遭
難
風
､
各

分
散
｣
と
い
-
記
載
は
､
読
み
も
の
系
諸
本
の
叙
述
と
は
異
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
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義
経
の
都
落
ち
に
つ
い
て
記
録
を
播
-
な
ら
ば
､
『玉
葉
』
文
治
元
年

十

一
月
三
日
の
条
に
'

辰
刻
前
備
前
守
源
行
家
'
伊
与
守
兼
左
衛
門
尉
猷
放
倣
gTL
同
義
経

髄
鞄

上
等
'
各
中
二身
暇
]赴
.西
海
.考

と
あ
る
よ
う
に
'
義
憲

(義
広
)
の
名
は
見
え
な
い
｡
『百
錬
抄
』

『吾

妻
鏡
』
同
日
の
条
も
同
様
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
'
義
憲
を
都
落
ち
に
同
行
さ
せ
た
語
り
系
諸
本
の
叙
述
は
'

義
憲
の
死
が
唐
突
に
描
か
れ
る
読
み
も
の
系
諸
本
の
そ
れ
に
比
⊥
て
'

1

貫
し
た
方
法
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
点
で
'

延
慶
本
は
'
義
意
を
都
落
ち
に
同
行
さ
せ
て
は
い
な
い
も
の
の
'
巻
十
二

｢四
､
源
氏
六
人
二
勧
賞
被
行
事
｣
の
中
で
､

志
多
三
郎
先
生
義
憲

ハ
伊
豆
守
二
任
ズ

と
い
う

一
文
を
記
し
'
こ
の
勧
賞
の
行
わ
れ
た
文
治
元
年
八
月
十
四
日
の

時
点
で
'
義
憲
が
健
在
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
｡
こ
の
延
慶
本
の
叙
述
が

(注
8
)

虚
構
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る

が

､

延
慶
本
は
語
り
系
諸

本
と
は
異
な
っ
た
方
法
に
よ
っ
て
､
｢義
憲
最
期
｣
を
め
ぐ
る
文
脈
を
構

成
し
た
と
み
ら
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
｢義
憲
最
期
｣
を
め
ぐ
る
諸
本
の
文
脈
に
は
か
な
り
の

揺
れ
が
見
ら
れ
る
が
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
諸
本
は
こ
の
記
事
を

｢有
家
最
期
｣
に
続
け
て
記
す
と
い
う
態
度
を
崩
し
て
は
い
な
い
｡

佐
々
木
八
郎
氏
は
'
こ
の
点
に
つ
い
て
'

信
太
三
郎
義
教
が
課
戟
さ
れ
た
記
録
が

『吾
妻
鏡
』
の
元
暦
元
年
五

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

月
十
五
日
の
条
に
あ
り
､
十
郎
蔵
人
行
家
の
討
伐
が

『玉
葉
』
の
文

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

治
二
年
五
月
十
五
日
の
条
に
あ
り
､
そ
し
て
ま
た

言
口妻
鏡
』
で
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

同
年
五
月
二
十
五
日
の
条
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
｢五
月
十
五
計
｣

｢五
月
二
十
五
日
｣
な
ど
に
つ
い
て
の
錯
覚
か
記
憶
違
い
が
作
者
に

あ
っ
て
'
行
家
の
討
伐
と
義
教
の
諌
戟
と
が
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
あ
っ
た

も
の
と
早
合
点
し
た
結
果
'
今
述
べ
た
よ
う
な
取
り
扱
い
を
し
た
の

で
あ
ろ
う
｡

(注
9
)

と
'
形
成
過
程
の
問
題
と
し
て
､
臆
測
と
断
わ
り
つ
つ
述
べ
て
お
ら
れ

る

が
､
史
料
の
扱
わ
れ
方
の
問
題
と
し
て
は
興
味
深
い
｡
し
か
し
､
｢義
憲

最
期
｣
の
叙
述
内
容
に
着
目
す
る
と
き
'
諸
本
間
で
さ
ほ
ど
の
差
異
が
見

ら
れ
ず
'
し
か
も

買
口妻
鏡
』
の
記
載
と
は
い
-
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
る
点

を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
'
｢義
憲
最
期
｣
が
偶
然
的
な
契
機
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

服
部
氏
は
'

同
じ
為
義
の
子
と
し
て
生
れ
'
戦
え
ば
必
ず
敗
れ
､
頼
朝
に
敵
対
L
t

度
々
の
合
戦
に
功
績
を
残
す
こ
と
な
-
散
っ
て
い
っ
た
1
1人
を
並
べ

て
描
-
意
志
が
平
家
物
語
作
者
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
｡

(
注

10
)

と
'
物
語
の
構
想
を
ふ
ま
え
て
お
ら
れ

る

が
'
先
の

｢義
憲
最
期
｣
､を
め

ぐ
る
諸
本
の
文
脈
の
揺
れ
の
問
題
を
併
せ
見
る
な
ら
ば
'
こ
の
部
分
の
虚

構
形
成
に
は
､
か
な
り
複
雑
な
事
情
が
関
与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

㈲

先
述
の
よ
う
に
､
｢義
意
最
期
｣
を
め
ぐ
る
文
脈
は
'
殊
に
語
り
系
諸

本
と
延
慶
本
と
で
は
異
な
っ
た
方
法
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
｡
あ
え

て
優
劣
を
問
う
な
ら
ば
'
語
り
系
諸
本
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
'

そ
れ
だ
け
に
'
そ
の
方
法
に
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
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な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
な
に
ゆ
､え
'
語
り
系
諸
本
は
'
義
憲
を
都
落
ち
に

同
行
さ
せ
る
と
い
う
潤
色
を
施
し
た
の
か
｡
都
落
ち
を
め
ぐ
る
記
録
類
に

目
を
向
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

芸
口
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
'
義
経
の
都
落
ち
に
同
行
し
た
人
物
と
し
て
､

次
の
九
名
の
名
が
見
え
る
｡

前
備
前
守
行
家

前
中
将
時
実

侍
従
良
成

伊
豆
右
衛
門
尉
有
綱

堀
弥
太
郎
景
光

佐
藤
四
郎
兵
衛
尉
忠
信

伊
勢
三
郎
能
盛

片
岡
八
郎
弘
経

弁
慶
法
師

都
落
ち
の
直
後
'

一
行
は
離
散
す
る
こ
と
に
な
る
が
､
そ
の
後
の

一
行

の
動
向
を
追
う
と
き
'
注
目
す
べ
き
な
の
は

｢右
衛
門
尉
有
綱
｣
な
る
人

物
で
あ
る
｡

都
落
ち
に
同
行
し
た
有
綱
は
'
『吾
妻
鏡
』
文
治
元
年
十

1
月
六
日
の

条
に
よ
れ
ば
､
義
経
と
も
ど
も
遭
難
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
そ
し
て
'

そ
の
後
は
､
『吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
六
月
二
十
八
日
の
条
の
'

去
十
六
日
'
平
六
傍
杖
時
定
於
二
大
和
国
字
多
郡
一与
二
伊
豆
右
衛
門

尉
源
有
綱
義

経
合
戟
｡
然
而
有
綱
敗
北
､
入
二
深
山
]自
殺
O

と
い
う
記
載
に
見
る
よ
う
に
､
死
を
迎
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
が
へ
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
'
右
の

一
節
が
'
平
家
物
語

｢義

憲
最
期
｣
と
き
わ
め
て
似
通
っ
た
状
況
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
｢平
六
僕
伎
時
定
｣
を

｢
服
部
平
六
｣
に
'
｢有
綱
｣
を

｢義
憲
｣

に
置
き
か
え
る
と
'
平
家
物
語

｢義
憲
最
期
｣
と
同
様
の
叙
述
と
な
る
｡

こ
の
こ
と
は
'
さ
ら
に
'
『尊
卑
分
脈
』
の
有
綱
に
傍
書
さ
れ
た
'

文
治
二
六
十
九
於
伊
賀
国
名
張
郡
為
平
時
定
被
害
了
｡

と
い
う
記
載
を
併
せ
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
'

1
層
明
確
と
な
る
で
あ
ろ
う
.

特
に
'
有
綱
の
終
蔦
地
が
伊
賀
国
で
あ
り
'
平
家
物
語
に
お
け
る
義
憲
の

そ
れ
と

一
致
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
｡

ま
た
'
『玉
葉
』
文
治
二
年
六
月
十
二
日
の
条
に
は
､

義
行
在
所
聞
得
之
由
､
自
レ
専
有
二
其
告
一
'
北
条
時
政
代
官
時
貞

5
...評
lt,<
僚
同
聞
レ
之
､
籍
欲
.
擁
過
去

々
'
在
二
大
和
国
宇
多
郡
辺
]

云
々
｡

(
注

11
)

と
あ
り
'
平
六
傍
杖
時
貞
が
'
義
行
と
改
名
し
た
義
経

の
所
在
を
探
索
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
'
右
の

『吾
妻
鏡
』
『尊
卑
分
脈
』
の
記
載
は
'

一
つ
の
伝
承
の
存
在
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
-
0

さ
て
'
右
衛
門
尉
有
綱
と
い
-
人
物
は
､
『尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
､

源
三
位
入
道
頼
政
の
孫
で
あ
る
｡
先
の

『吾
妻
鏡
』
に
は

｢義
経
聾
｣
と

あ
る
こ
と
か
ら
'
そ
の
関
係
で
都
落
ち
に
同
行
し
た
と
み
ら
れ
る
｡
平
家

物
語
に
お
い
て
は
'
巻
十

一
｢内
侍
所
都
入
｣
に
そ
の
名
が
見
え
る
程
度

で
'
さ
し
た
る
活
躍
の
な
い
人
物
で
あ
り
'
そ
の
点
で
も
義
憲
と
き
わ
め

て
似
通
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

如
上
の
'
有
綱
の
動
向
と
､
平
家
物
語

｢義
恵
最
期
｣
の
叙
述
の
類
似

点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

Ⅲ記
録
に
見
る
有
綱
と
､
平
家
物
語
に
お
け
る
義
意
の
死
の
状
況
が

類
似
し
て
い
る
こ
と
｡
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吻記
録
に
見
る
有
綱
の
死

(文
治
二
年
六
月
)
は
､
行
家
の
死

(文

治
二
年
五
月
)
の
後
の
こ
と
で
あ
り
､
そ
れ
は
平
家
物
語
に
お
け

る

｢行
家
最
期
｣
｢義
憲
最
期
｣
と
い
う
物
語
展
開
と

一
致
し
て

い
る
こ
と
｡

刷有
綱
と
義
憲
は
'
平
家
物
語
に
お
い
て
は
些
末
的
に
扱
わ
れ
て
い

る

こ

と

以
上
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
､
平
家
物
語

｢義
憲
最
期
｣
は
'
記
録
に
見

る

｢有
綱
事
件
｣
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
形
成
き
れ
た
と
い
う
想
定
が
可
能

で
あ
ろ
う
｡
こ
の
想
定
は
'
平
家
物
語
諸
本
が

｢義
憲
最
期
｣
を

｢行
家

最
期
｣
に
続
け
て
記
し
て
い
る
こ
と
や
'
平
家
物
語

｢義
憲
最
期
｣
の
叙

述
内
容
が
'
『吾
妻
鏡
』
に
見
る
義
憲

(義
広
)
の
死
の
状
況
と
異
な
っ

て
い
る
こ
と
な
ど
の
説
明
た
り
え
て
い
る
｡
語
り
系
諸
本
が
､
義
意
を
都

落
ち
に
同
行
さ
せ
る
と
い
う
文
脈
を
構
成
し
た
の
も
､記
録
に
見
え
る
｢有

綱
｣
と
い
う
名
を

｢義
憲
｣
に
置
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と

い
っ
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

国

平
家
物
語

｢義
春
最
期
｣
の
形
成
過
程
は
､
以
上
の
よ
う
に
想
定
さ
れ

る
が
､
も
う

一
点
検
討
を
加
え
る
な
ら
ば
'
平
家
物
語
に
お
い
て
義
意
の

追
討
に
あ
た
っ
た

｢
服
部
平
六
｣
な
る
人
物
が
問
題
と
な
ろ
う
｡

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
'
こ
の

｢
服
部
平
六
｣
は
'
記
録
に
見
る

｢平

六
保
佐
時
定
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
'
従
来
の
諸
注
釈
で
は
'
こ
の
人

物
の
系
譜
は
未
詳
と
き
れ
､
物
語
の
記
す
よ
う
に

(
伊
賀
国
住
人
)
と
い

う
こ
と
が
示
さ
れ
て
き
た
に
と
ど
ま
る
｡
た
し
か
に
'
『和
名
抄
』
に
よ
れ

ば
､
伊
賀
国
に
は

｢
服
部
｣
と
い
う
郷
が
実
在
し
て
お
り
'
こ
の
人
物
が

実
在
し
て
い
た
可
能
性
も
皆
無
と
は
言
い
き
れ
な
い
｡

し
か
し
'
平
家
物
語
に
お
い
て
は
'
服
部
平
六
が

(平
六
)

と
い
う
､

平
六
倭
使
時
定
と
同
じ
名
を
称
し
て
い
る
こ
と
､
『尊
卑
分
脈
』
の
義
意

ヽ
ヽ

に
傍
書
さ
れ
た
記
載
に
お
い
て
は
'
｢
服
部
六
郎
時
定
｣
と
あ
る
よ
う
に
'

八時
定
)
と
い
う
名
が

1
致
し
て
い
る
こ
と
な
ど
'
仮
構
の
世
界
に
お
い

て
義
意
を
追
討
す
る
人
物
名
に
つ
い
て
は
へ
か
な
り
の
揺
れ
が
見
ら
れ
る
｡

し
た
が
っ
て
､
実
在
の
人
物
と
見
る
よ
り
は
'
架
空
の
人
物
と
見
た
方
が

至
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

そ
の
場
合
'
平
家
物
語
に
お
い
て
'
｢平
六
僕
伎
時
走
｣
が

｢服
部
平

六
｣
と
変
改
さ
れ
た
理
由
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
'
そ
の
理
由
を
考

え
る
と
き
次
の
平
家
物
語
の

1
節
が
注
意
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

一

さ
る
程
に
'
北
条
四
郎
六
代
御
前
具
し
奉
て
下
り
け
る
に
'
鎌
倉
殿
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御
便
鏡
の
宿
に
て
行
逢
た
り
O
･･････
(中
略
)
-
･･･北
条

｢我
身
は

l

大
事
の
め
し
う
ど
具
し
た
れ
ば
｣
と
て
'
甥
の
北
条
平
六
時
貞
が
送

り
に
下
り
け
る
を
'
-
-

(覚

1
本
'
巻
十
二

｢
拍
瀬
六
代
｣
)

｢行
家
最
期
｣
｢義
憲
最
期
｣
の
冒
頭
で
あ
る
が
'
こ
こ
に
登
場
す
る
｢北

条
平
六
時
貞
｣
と
は
'
｢平
六
僚
使
時
定
｣
の
こ
と
で
あ
る
｡
平
家
物
語

は
時
政
の
甥
と
す
る
が
'
『北
条
系
図
』
に
よ
れ
ば
'
従
兄
弟
と
さ
れ
て

い
る
｡

時
家
-

時
政

示
時

平
六
左
衛
門
尉

時
兼

-
時
定

建
久
四
年
正
月

廿
五
日
卒
四
十
二

義
時

政
子

初
号
五
郎
時
連

時
房



す
な
わ
ち
､
｢平
六
偉
使
時
定
｣
は
'
平
家
物
語
に
お
い
て
は
六
代
御

前
を
具
し
て
鎌
倉

へ
下
向
し
た
北
条
時
政
の
代
官
と
し
て
京
に
と
ど
ま
り
'

行
家

･
義
意
の
追
討
の
指
揮
を
と
る

｢北
条
乎
六
時
貞
｣
と
し
て
登
場
し

て
い
る
の
で
あ
る
｡
(
た
だ
し
'
屋
代
本

･
百
二
十
句
本

･
南
都
本
で
は
'

後
述
す
る
よ
う
に
'
物
語
展
開
に
差
異
が
見
ら
れ
る
た
め
に
'
や
や
異
な

る
｡
)

時
走
が
時
政
の
代
官
と
し
て
'
大
和
国
周
辺
で
義
経
を
探
索
し
て
い
た

こ
と
は
'
『玉
葉
』
で
す
で
に
見
た
が
'
平
家
物
語
に
お
い
て
は
'
(京
都

に
滞
在
L
t
指
揮
を
と
る
)
と
い
う
'
別
の
役
割
を
付
与
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
.
そ
れ
ゆ
､え
'
平
家
物
語
が
'
義
憲
を
追
討
す
る
人
物
と
し
て
､

｢服
部
平
六
｣
を
登
場
さ
せ
て
い
る
の
は
'
｢平
六
僕
伎
時
走
｣
を
そ
の
ま

ま
登
場
さ
せ
る
際
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
､
叙
述
の
混
乱
を
解
消
す
る
た
め

の

一
つ
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
こ
と
は
'
平
家
物
記
諸
本
に
お
け
る
'
両
者
の
表
記
を
見
て
も
明

ら
か
と
な
ろ
う
｡

屋
代
本
は
､
冒
頭
に
掲
げ
た
記
事
対
照
表
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
'

｢行
家

･
義
意
最
期
｣
が
､
六
代
御
前

の
鎌
倉
下
向
以
前
の
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
た
め
､
そ
の
冒
頭
の

十
郎
蔵
人
行
家

ハ
天
王
寺

二
在
卜
問
へ
シ
カ
パ
'北
条
下
㌶
討
手
ヲ
一｡

と
い
う

一
文
が
示
す
よ
う
に
'
両
者
の
追
討
の
指
揮
は
北
条
時
政
が
と
っ

て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
代
官
と
し
て
の
時
定
は
'
物
語
の
展
開
上
は
不

要
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
が
'次
に
示
す
よ
う
に
'
｢行
家
最
期
｣
に
お
い

て
､
和
泉
国
で
追
捕
き
れ
た
行
家
を
出
迎
え
る
人
物
が
'
ほ
と
ん
ど
の
諸

本
で

八時
定
)
で
あ
る
の
に
対
し
'
屋
代
本
は

八時
房
)
と
す
る
｡

部 土 子 ; 屋代本

ニ テ 息 .;
テ 下 平､北
行 サ 六､条
合 レ 時､無

環 嘉 署､嚢 .
'腐 サ

渡 斗 ミ

逢 淀 り 北､; 覚
た の 旗 条､:

り あ さ 平､明0

ゐ せ 其 日

廊 下 百 午
で る 騎 ..刺
ゆ 程 ば 斗

き に か .ヽ
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こ
の
比
較
に
よ
れ
ば
'
ほ
と
ん
ど
の
諸
本
は
'

(平
六
)
と
い
う
名
を

重
複
し
て
記
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
八時
走
)
と
い
う
名
は
重
複

し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
｡
殊
に
へ
屋
代
本
に
お
い
て
は
'
(
服
鳥
平
六
時

定
)
と
し
､

一
方
の
北
条
平
六
に
は

八時
房
)
と
い
う
名
を
付
し
て
い
る
｡

時
房
は
'
屋
代
本

(百
二
十
句
本
)
に
登
場
し
て
い
る
の
み
で
'
他
の

諸
本
で
は
登
場
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
'
屋
代
本
は
物
語
に
お
け
る
二

人
の
人
物
を
厳
密
に
区
別
し
'
他
の
諸
本
と
は
異
な

っ
た
方
法
に
よ
っ
て
'

叙
述
の
混
乱
を
避
け
て
い
る
と
み
ら
れ
る
｡

か
つ
て
'
水
原

一
氏
は
'
平
家
物
語
に
お
け
る
説
話
の
連
結
を
め
ぐ

っ

て
'
渡
辺
競

･
大
庭
景
観

･
冷
泉
隆
房

･
越
中
前
司
盛
俊
の
役
割
を
検
討

さ
れ
'関

係
説
話
が
文
芸
的
意
図
を
以
て
連
結
さ
れ
る
時
に
'
本
来

1
万
の



説
話
の
み
の
登
場
人
物
で
あ
る
べ
き
彼
等
が
'
連
結
す
る
他
方
の
説

話
中
の
些
末
的
役
割
を
兼
ね
'
両
説
話
の
連
結
環
の
役
割
を
つ
と
め

る
と
い
う
事
で
あ
る
｡

(注
ー2
)

と
述
べ
ら
れ
た

が

'

本
稿
で
想
定
し
た

｢義
憲
最
期
｣
の
形
成
過
程
は
'

こ
の
水
原
氏
の
御
指
摘
と
は
軌
を

一
に
す
る
も
の
の
'
説
話
連
結
の
方
法

と
し
て
は
､
逆
の
現
象
を
呈
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
t
へ物

語
と
は
別
個
の
伝
承
が
'
文
芸
的
意
図
に
よ
っ
て
物
語
中
に
と
り
こ
ま
れ

る
と
き
'
た
ま
た
ま
双
方
に
同

一
人
物
が
登
場
し
'
物
語
叙
述
に
混
乱
を

き
た
す
場
合
､

1
万
の
人
物
に
つ
い
て
変
改
の
手
が
加
え
ら
れ
る
)
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

囲

冒
頭
に
掲
げ
た
記
事
対
照
表
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
'
｢行
家

･
義
意

最
期
｣
の
記
載
位
置
は
諸
本
に
よ
っ
て
異
な
り
'
ま
た
'
屋
代
本
に
見
た

よ
う
に
､
こ
の
記
事
を
物
語
に
組
み
込
む
方
法
に
は
他
の
諸
本
と
の
差
異

が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
'
い
っ
た
い
'
諸
本
は
い
か
な
る
意
図
に

よ
っ
て
'
こ
の
記
事
の
記
載
位
置
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

諸
本
に
お
け
る

｢行
家

･
義
憲
最
期
｣
の
記
載
位
置
は
'
お
お
む
ね
次

の
よ
う
に
分
類
で
き
る
｡

①

｢
六
代
目
｣
の
前
に
記
し
､六
代
御
前
の
鎌
倉
下
向
以
前
の
事
件
と

E

E

.1E

し
て
設
定

(屋

･
南

･
百
)

PI'q

nl
〕
∃

②

｢
六
代
目
｣
に
続
け
て
記
し
'六
代
御
前
が
鎌
倉

へ
下
向
す
る
途
中

で
の
事
件
と
し
て
設
定

(郵

･
郵

･
勧

･
野

ヨ

n-
L
iM

nl
-

③
六
代
御
前
の
出
家
と
高
野

･
熊
野
詣
'
お
よ
び

一
連
の
平
家
の
残

党
達
の
処
刑
に
続
け
て
記
す
｡

@

多
-
の
諸
本
は
'
①
あ
る
い
は
②
の
型
に
属
す
る
の
に
対
し
'
四
部
本

の
み
が
独
自
の
構
成
を
と
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡

ま
ず
'
①
と
②
に
つ
い
て
は
'
次
の
'
日
本
古
典
文
学
大
系

『平
家
物

語
』
の
校
異
補
記
8
の
指
摘
が
留
意
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

｢行
家

･
義
憲
の
沙
汰
｣
は
元
来

『土
佐
房
被
斬
』
の
連
続
物
語
で

あ
る
か
ら

〔屋
〕
の
位
置
の
方
が
よ
い
｡
(引
用
者
注
-
-
表
記
を

改
め
た
)

｢土
佐
房
被
斬
｣
は
'
頼
朝
の
密
命
を
受
け
た
土
佐
房
昌
俊
が
､
義
経

の
暗
殺
を
は
か
る
と
い
う
へ
頼
朝
と
義
経
の
深
刻
な
対
立
状
況
を
示
し
て

い
る
部
分
で
あ
り
'続
-

｢判
官
都
落
｣
の
冒
頭
は
､
義
経
追
討
の
命
令

を
拒
ん
だ
範
頼
が
課
さ
れ
た
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
服
部
氏
の

平
家
物
語
巻
十
二
は
'
生
き
残
っ
た
平
家
の
最
期
を
描
-
こ
と
と
同

時
に
'
頼
朝
以
外
の
源
氏
の
末
路
を
描
-
こ
と
に
そ
の
意
図
が
あ
っ

た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

(注
ー3
)

と
い
う
御
指

摘

'

ま
た
'
行
家
は
義
経
の
都
落
ち
に
同
行
し
､
語
り
系
諸

本
は
義
意
も
同
行
さ
せ
'
読
み
も
の
系
諸
本
で
は
義
意
が
任
官
を
受
け
た

と
い
う
虚
構
を
施
し
て
い
る
点
な
ど
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
'
①
お
よ
び
②

の
構
成
を
と
る
諸
本
は
'
｢行
家

･
義
意
最
期
｣
を

｢判
官
都
落
｣
を
中

心
と
す
る
'
反
頼
朝
の
源
氏
の
滅
び
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
｡

そ
の
場
合
'
①
と
②
の
構
成
方
法
に
つ
い
て
'
さ
ら
に
堀
り
下
げ
る
必

要
が
あ
る
が
､
ま
ず
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
'
こ
の
部
分
の
中
心

と
考
え
ら
れ
る
六
代
御
前
を
め
ぐ
る

一
連
の
叙
述
に
つ
い
て
で
あ
る
｡

巻
十
二
に
お
け
る
六
代
御
前
関
係
の
叙
述
は
'
次
の
三
つ
の
部
分
か
ら
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な
る
｡㊥

時
政
の
探
索
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
'鎌
倉

へ
連
行
さ
れ
る
途
中
'
文

覚
の
尽
力
に
よ
っ
て
助
命
さ
れ
'
文
覚
が
乞
請
け
る
､
(
｢
六
代
目
｣
)

⑥
頼
朝
の
疑
心
は
や
ま
ず
'
六
代
御
前
は
つ
い
に
出
家
L
t
高
野

･

熊
野

へ
修
行
の
旅

へ
出
か
け
る
｡
(
｢
六
代
目
｣
)

⑥
六
代
御
前
は
つ
い
に
殺
さ
れ
'
平
家
の
子
孫
は
断
絶
し
た
｡

(
｢
六
代
被
斬
｣
)

こ
れ
ら
④
寒

そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
は
'
諸
本
に
よ
っ
て
差
異
は
あ
る
も

の
の
'
物
語
展
開
の
上
で
'
い
-
ば
-
か
の
年
月
が
そ
の
間
に
過
ぎ
て
い

る
｡
物
語
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
｡
お
も
な
諸
本
に

つ
い
て
示
す
｡

@
lハ
叩

郎
歳
､

㊤
六

代

被

斬

(四
)

文

治

元

年

12
月

16

日

文

治

2
年

l
月

5
日

文

治

4
年

春

の

比

(娼

脈
糾
)

(延
)

同

上

同

上

文

治

5
年

弥

生

の
未

正

治

元

年

2
月

〓
ハ
代
26
歳
)

(屋
)

同

上

同

上

文

治

5
年

3

月

〓
ハ
代
26
歳
)

(隻
)

同

上

同

上

文

治

5
年

春

の

地

(六
粥
余
歳
)

い
ま
'
き
し
あ
た
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
'
㊥
と
⑤
の
叙
述
で
あ
る
が
､

ま
ず
'
②
と
し
て
分
類
し
た
覚

1
本
や
延
慶
本
な
ど
は
'
こ
の
㊥
と
⑤
の

叙
述
の
間
に

｢行
家

･
義
恵
最
期
｣
を
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

つ
ま

り
'
こ
れ
ら
の
諸
本
で
は
'
六
代
御
前
が
捕
え
ら
れ
'
鎌
倉

へ
連
行
さ
れ

る
途
中
へ
千
本
松
原
に
お
い
て
助
命
が
叶
い
'
再
び
上
洛
し
た
と
い
う
'

㊥
の
叙
述
を
ま
ず
行
な
い
'
そ
こ
か
ら
時
間
を
さ
か
の
ぼ
る
形
で

｢行
家
･

義
憲
最
期
｣
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'

ノし董

ノ■一､

き
る
程
に
'
北
条
四
郎
六
代
御
前
具
し
奉
て
下
り
け
る
に
-
-

(覚

一
本
)

と
い
う
冒
頭
の

一
文
が
'
｢
き
る
程
に
｣
と
い
-
､
文
頭
表
現
を
用

い
て

い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
延
鹿
本
は

｢
サ
テ
モ
｣
で
あ
る
｡

そ
し
て
'
以
下
の
展
開
を
辿
る
な
ら
ば
へ
行
家
と
義
春
の
追
討
は
'
千
本

松
原
に
お
け
る
劇
的
な
六
代
御
前
の
助
命
場
面
と
'
並
行
し
て
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
さ
ら
に
別
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
'
こ
れ
ら
の

諸
本
は
'
六
代
関
係
の
㊥
と
⑥
の
叙
述
の
間
に
見
ら
れ
る
'
三
年
間
ほ
ど

の
物
語
展
開
の
空
隙
を
'
｢行
家

･
義
惹
最
期
｣
を
置
-
こ
と
に
よ
っ
て

う
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
こ
と
は
､
①
と
し
て
分
類
し
た
'
屋
代
本
や
南
都
本
な
ど
を
見
て

も
明
ら
か
と
な
ろ
う
｡

①
の
諸
本
は
'
先
述
の
よ
う
に
､
｢行
家

･
義
意
最
期
｣
を
六
代
御
前

関
係
の
叙
述
よ
り
前
に
､
つ
ま
り
㊥
の
直
前
に
置
い
て
い
る
｡
し
た
が
っ

て
､
覚

1
本
や
延
慶
本
の
よ
う
に
'
こ
の
記
事
が
㊥
と
並
行
す
る
形
で
設

定
さ
れ
て
は
お
ら
ず
'
六
代
関
係
の
㊥
と
⑥
の
間
の
時
間
的
懸
隔
を
ふ
さ

ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
㍉
し
か
し
,
こ
れ
ら
の
諸
本
は
'
㊥
と
⑤
の
叙
述
の

間
に
'
｢大
原
御
幸
｣
｢
六
道
｣
｢
女
院
死
去
｣
の

一
連
の
記
事
を
置
き
'

時
間
的
懸
隔
が
解
消
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
｢大
原
御
幸
｣

に
は
､
(
文
治
二
年
ノ
春
比
)
と
い
う
'
㊥
と
⑥
の
間
に
置
-
に
ふ
さ
わ

し
い
日
付
が
記
さ
れ
て
お
り
､

一
連
の
建
礼
門
院
関
係
の
叙
述
は
'
ご
-

自
然
な
物
語
展
開
と
な
っ
て
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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以
上
の
よ
う
に
'
四
部
本
以
外
の
諸
本
に
お
け
る

｢行
家

･
義
意
最
期
｣

は
'
六
代
関
係
の
叙
述
と
の
か
か
わ
り
を
も
ち
な
が
ら
'
そ
の
記
載
位
置

が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
本
来
'
こ
の
記
事
が
ど
の
位
置
に

置
か
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
は
'
に
わ
か
に
は
決
L
が
た
い
が
'
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
､
こ
の
記
事
が

｢判
官
都
落
｣
を
中
心
と
す
る
'
｢土

佐
房
被
斬
｣
｢範
頼
被
諌
｣
な
ど
の
叙
述
と
軌
を

一
に
し
て
い
る
点
は
認

め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

栂

以
上
の
よ
う
な

｢行
家

･
義
憲
最
期
｣
を
め
ぐ
る
諸
本
の
あ
り
よ
う
を

見
る
と
き
'
次
に
問
題
と
な
る
の
は
'
四
部
本
の
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
｡

(注
ー4
)

四
部
本
の
構
成
を
瞥
見
す
る
た
め
に
'
松
本
隆
信
氏
に
よ
る

目

次

を

'

次
に
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
-
0

Ⅲ六
代
御
前
被
捕

佃六
代
御
前
関
東
下
向

畑六
代
御
前
被
免

㈲六
代
御
前
大
覚
寺
参

㈲斎
藤
五
長
谷
寺
参

㈲
兼
実
摂
録
事

S
六
代
御
前
出
家
高
野
詣

㈲
平
家
侍
共
事

㈱丹
後
侍
従
忠
房
被
課

㈹
伊
賀
大
夫
知
息
被
諌

㈹越
中
次
郎
兵
衛
被
課

㈹土
佐
守
宗
実
最
期

個
行
家
義
恵
最
期

㈹頼
朝
上
洛

(引
用
者
注

=
便
宜
上
､
そ
れ
ぞ
れ
に
番
号
を
付
し
た
)

1
連
の
六
代
関
係
の
記
事
は
t

m
I佃
が
④
t
S
が
⑨
の
叙
述
に
該
当

す
る
｡
そ
し
て
'

㈲
～個は
平
家
の
残
党
の
死
を
め
ぐ
る
叙
述
'
続
-

㈹

が
行
家

･
義
憲
関
係
の
記
事
で
あ
る
｡

四
部
本
の
構
成
の
特
徴
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
'
｢行
家

･
義
意
最
期
｣

が
､

7
連
の
六
代
関
係
の
叙
述
と
平
家
残
党
を
め
ぐ
る
叙
述
の
後
に
置
か

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡

四
部
本
に
お
い
て
も
'
六
代
関
係
の
叙
述
㊥
と
⑤
の
間
に
は
'
物
語
の

展
開
の
上
で
､
二
年
間
ほ
ど
の
隔
り
が
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
四
部
本
は
'
他

の
諸
本
の
よ
う
に
'
こ
の
空
白
部
分
に

｢行
家

･
義
意
最
期
｣
や

一
連
の

建
礼
門
院
記
事
を
置
か
ず
'
延
慶
本
や
屋
代
本
に
も
見
え
る
'
㈲

｢兼
実

摂
録
事
｣
を
記
す
｡

右
大
臣
摂
録
の
事
頗
淑
好
男
'
源
二
位
執
り
申
さ
る

ゝ
由
聞
え
し
程
へ

十
二
月
廿
八
日
内
覧
宣
旨
を
下
さ
れ
た
り
し
を
'｢昌
泰
の
比
､北
野
天

(本
力
)

神
･

木

院

の
大
臣
並
び
て
内
覧
の
事
有
り
て
世
の
乱
れ
有
り
き
｡
其

さ

れ
は
幼
主
の
御
時
の
習
な
れ
ば
､
力
及
ば
ず
｡
而
て
も
並
び
無
さ
内

覧
の
例
な
り
J
と
右
大
臣
仰
せ
ら
れ
け
れ
ど
も
'
翌
年
二
月
十
二
日
､

摂
政
の
詔
書
を
書
き
下
さ
れ
き
｡

同
三
日
､
院
の
御
所
よ
り
右
大
弁
定
長
を
御
健
に
て
'
右
大
臣
摂
録

の
事
'
頼
朝
尚
執
り
申
さ
る

･
由
'
近
衛
殿
貼
増
野
髄

へ
仰
せ
ら
れ
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け
れ
ば
､
忽
に
門
閉
L
に
け
り
.
御
分
丹
波
国
を
辞
し
申
さ
せ
給
ひ

っ
,
御
寵
居
有
り
｡
建
久
五
年
十

一
月
廿
五
日
'
又
摂
政
に
任
じ
御

えら

さ

しば

在
け
り
｡
右
大
臣
択
ば
れ
御
在
L
も
而
る
事
に
て
'
且
し
な
れ
ど
も
'

平
家
に
結
ぼ
ほ
れ
給
ふ
の
上
は
子
細
無
し
｡
法
皇
欺
き
思
食
き
れ
け

(も
だ
し
)

れ
ど
も
'
源
二
位
の
執
り
申
す
事
は
点
止
難
け
れ
ど
も
へ
御
力
及

ぼ
せ
給
は
ず
｡
右
大
臣
は
幽
閑
の
御
有
様
に
て
九
条
殿
に
御
在
け
り
｡

保
元
平
治
よ
り
以
来
,
世
の
乱
れ
打
ち
お
き
て
,
人
の
損
す
る
事
隙

(陰
徳
力
)

(呆
力
)

無
-
'朝
夕
欺
き
思
食
さ
れ
け
り
｡
穏

便

終

に
空
し
か
ら
ず
'
可

報

忽

に
顕
れ
に
け
る
や
ら
ん
'
斯
る
御
喜
び
も
有
り
き
｡
甲
斐
〈

し
く

乱
れ
た
る
世
を
治
め
'
廃
れ
た
る
事
を
興
し
給
ふ
｡

(本
文
は
私
に
訓
み
下
し
た
｡
以
下
'
同
じ
｡
)

頼
朝
の
画
策
に
よ
っ
て
'
平
家
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
藤
原
基
通
に
代

わ
っ
て
'
藤
原
兼
実
が
摂
政
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う

1
節
で
あ
る
が
､
こ

の
文
脈
は
直
前
の
'

㈲
｢斎
藤
五
長
谷
寺
参
｣
の
最
後
の
一
文
に
お
け
る
'

六
代
を
乞
請
け
た
文
覚
に
述
べ
た
頼
朝
の
言
葉

｢世
を
打
取
り
た
ら
む
に
'
方
人
に
為
せ
ん
と
息
ひ
給

へ
る
に
こ
そ

乞
請
け
給
ら
ん
｡
但
し
へ
頼
朝
が

一
期
の
程
は
'
何
な
る
者
も
学
か

傾
-
べ
き
｡
子
孫
ま
で
は
知
ら
ぬ
J
と
言
ふ
こ
そ
怖
し
け
れ
｡

を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
'

一
旦
は
六
代
を
助
命
し
た
も

の
の
'
行
末

へ
の
不
安
か
ら
'
平
家
に
ゆ
か
り
の
あ
る
者
の
処
分
を
行
っ

た
と
し
て

｢兼
実
摂
録
事
｣
を
設
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

四
部
本
の
こ
の
部
分
に
'
頼
朝
の
存
在
が
色
濃
-
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
'
た
と
え
ば
'
屋
代
本
の
該
当
部
分
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

屋
代
本
で
は
'
頼
朝
が
関
与
し
た
と
い
う
表
現
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ

る

｡

四
部
本
は
､
続
け
て
､
⑧
に
該
当
す
る
用

｢
六
代
御
前
出
家
高
野
詣
｣

を
置
く
が
'
こ
れ
が
実
質
的
に
は

川
-佃
の
④
に
該
当
す
る
叙
述
を
直
接

的
に
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
'
四
部
本
は
'

1
連
の
審

の
六
代
を
め
ぐ
る
叙
述
を
'
頼
朝
の
存
在
を
色
濃
-
出
し
つ

つ
t

l
気
に
描
き
き
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
.

続
い
て
四
部
本
は
'

㈲
-㈹ま
で
の
平
家
の
残
党
を
め
ぐ
る
記
事
を
記

す
｡ま

ず
注
目
さ
れ
る
の
は
'

㈲
｢平
家
侍
共
事
｣
で
あ
る
｡

(あ
ま

平
家
の
侍
共
討
ち
漏
ら
さ
る
ゝ

が
､
甲
斐
無
き
命
計
り
生
き
る
も

太

た
)

多

有

り
け
り
｡
大
旨
額
を
延
べ
て
源
氏
に
付
た
り
｡
其
中
'
重
代
相

伝
久
し
-
仕
へ
'
奉
公
の
志
深
き
者
七
八
人
計
り
'
源
氏
に
も
心
置

か
れ
ぬ
ペ
L
t
亦
'
我
身
に
も
人
に
も
立
交
り
て
､
世
に
在
る
ペ
L

と
も
覚
え
ぬ
者
共
､
山
野
に
交
は
り
て
此
彼
隠
れ
行
き
け
り
｡

平
家
亡
び
了
て

㍉

偏

へ
に
鎌
倉
の
世
と
成
り
て
'
大
宮
佐
と
申
し

L
は
'
世
に
も
御
せ
ぎ
り
L
に
'
鎌
倉
の
縁
に
て
官
位
昇
進
L
t
今

(な
の
め
)

は

一
条
殿
と
て
京
都
の
堅
め
に
て
'
人
憧
怖
す
る
事

名

目

な

ら
ず
'

(め
ぎ
ま
し
†
)

見
る
も

目

浅

L

と

人
申
す
と
か
や
｡

こ
の
部
分
は
二
つ
の
叙
述
よ
り
成
る
｡
前
半
は
源
氏
方
に
付
-
こ
と
を

拒
ん
だ
平
家
の
侍
の
こ
と
'
後
半
は
鎌
倉

へ
付
い
て
勢
力
を
ふ
る
っ
た
藤

原
能
保
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
'
(鎌
倉
)
を

め
ぐ
っ
て
'
き
わ
め
て
対
照
的
な
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
や
は
り
'
こ

の
部
分
に
も
頼
朝
色
が
出
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

そ
し
て
､
四
部
本
は
生
き
残
っ
た
平
家
の
人
々
の
死
を
叙
述
し
て
い
-

が
､
そ
の
冒
頭
の

㈲
｢丹
後
侍
従
忠
房
被
諌
｣
は
'
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抑
､
平
家
の
子
孫
は
'
去
じ
元
暦
二
年
冬
'
時
政
上
洛
L
t

一
つ
子

二
つ
子
を
残
さ
ず
､
腹
の
内
を
開
け
て
見
ず
と
云
ふ
計
り
に
尋
ね
求

め
'
悉
く
失
ひ
き
｡
権
亮
三
位
中
将
殿
の
御
子
息
六
代
御
前
計
り
ぞ
'

高
雄
の
聖
申
し
請
け
し
外
は
今
は

一
人
も
無
し
と
思
ひ
し
に
'

と
'
物
語
が
再
び
六
代
御
前
が
捕
え
ら
れ
た
時
点
に
立
ち
返
っ
て
い
る
点

は
注
目
さ
れ
て
よ
い
｡

以
下
'
物
語
は
'
忠
房

･
知
忠

･
盛
次

･
宗
実
の
死
を
描
き
'
つ
い
で

個
｢行
家

･
義
意
最
期
｣
を
記
す
が
'
そ
の
冒
頭
も
'

抑
､
北
条
四
郎
時
政
'
六
代
御
前
を
具
し
奉
て
下
り
し
時
'
-
-

と
'
や
は
り
､
物
語
の
展
開
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
書
き
出
さ
れ
て
い
る
｡

平
家
残
党
の
死
の
叙
述
と
､
こ
の
行
家

･
義
憲
の
叙
述
は
'
と
も
に

｢抑
｣
と
い
う
文
頭
表
現
を
と
っ
て
い
る
が
､
い
ず
れ
も
時
間
を
逆
行
さ

(注
ー5
)

せ
て
い
る
と
い
え

る

.

そ
し
て
'
平
家
残
党
の
死
1

行
家

･
義
意
最
期

と
い
う
叙
述
順
序
と
'
そ
れ
ぞ
れ
が
逆
行
し
た
起
点
の
順
序

(元
暦
二
年

冬
'
時
政
の
探
索
1

時
政
の
鎌
倉
下
向
)
と
は

一
致
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡こ

の
四
部
本
の
構
成
を
見
る
と
き
'
先
に
触
れ
た
六
代
を
め
ぐ
る

一
連

の
(㈲
葡
)の
叙
述
を
描
き
き
る
と
い
う
'
四
部
本
の
方
法
が
想
起
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
｡

す
な
わ
ち
'
四
部
本
は
'
六
代
を
め
ぐ
る

1
連
の
叙
述
を
'
｢兼
実
摂

録
事
｣
｢平
家
侍
共
事
｣
な
ど
の
'頼
朝
の
存
在
を
意
識
し
た
記
事
と
と
も

に
ま
ず
描
き
き
り
'
叙
述
の
起
点
を
六
代
④
に
設
定
し
て
い
る
平
家
の
残

党
の
死
を
次
に
描
き
､
起
点
が
④
の
途
中
で
あ
る

｢行
家

･
義
憲
最
期
｣

を
そ
の
次
に
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
｢行
家

･
義
憲
最

期
｣
の
次
に
は

｢頼
朝
上
洛
｣
と
い
う
､
再
び
頼
朝
を
め
ぐ
る
叙
述
を
置

い
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
上

図
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う

に
'
｢平
家
侍
共
事
｣
を

受
け
て
い
る
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う
｡

今
井
正
之
助
氏
は
'
こ

の
部
分
に
つ
い
て
'

行
家

･
義
憲
の
追
討

を
頼
朝
に
敵
対
す
る

も
の
の
断
罪
と
し
て

一
括
､
さ
ら
に
は
'

源
氏
の
内
証
と
栄
光

と
を
対
照
的
に
描
き

出
そ
う
と
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
｡
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(

注
16
)

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
'

以
上
の
検
討
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
､
そ
の

位
置
は
頼
朝
と
の
対
比
を
意
図
し
て
い
る
と
見
る
よ
り
も
､
物
語
に
お
け

る

八時
間
)
を
ふ
ま
え
た

一
つ
の
叙
述
方
法
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
'
や
は
り
義
経
都
落
ち
と
連
続
し
て
い
る
と
い
え

よ
･つ
｡

囚

以
上
の
よ
う
に
'
平
家
物
語
に
お
け
る

｢行
家

･
義
意
最
期
｣
は
'
そ

れ
ぞ
れ
の
諸
本
の
方
法
に
即
し
て
'
物
語
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と



が
わ
か
る
｡

そ
し
て
'
特
に
'
｢義
憲
最
期
｣
が
虚
構
で
あ
り
な
が
ら
も
'
｢行
家
最

期
｣
と
と
も
に
､
諸
本
間
で
の
位
置
に
揺
れ
を
示
し
っ
つ
叙
述
さ
れ
て
い

る
と
い
う
点
は
'
こ
の
部
分
が
物
語
の
構
想
上
の
重
要
な
意
味
を
荷
な
っ

て
い
る
こ
と
を
'
如
実
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
意
味
で
は

頼
朝
と
敵
対
し
た
源
氏
の
滅
び
の

一
環
と
し
て
と
ら
え
た
服
部
氏
や
今
井

氏
の
御
指
摘
は
､
や
は
り
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
多
-
の
諸

本
が
､
(勝
者
頼
朝
)
の
死
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
点
を
ふ
ま
え
る
と
き
､

平
家
物
語
と
い
-
作
品
は
ま
さ
し
-

(盛
者
必
衰
の
理
を
あ
ら
は
す
)
文

学
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
'
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

(注
I
V

へ注
2
)

へ注
3
)

(注
4
)

へ注
5
)

(注
6
)

へ注
7
)

(注
8
)

へ注
9
)

へ注
10
)

(注
11
)

へ注
12
)

へ注
13
)

へ注
14
)

(注
15
)

(注
16
)

日
本
古
典
文
学
大
系

r平
家
物
語
J
に
よ
る
o

｢信
太
三
郎
先
生
義
意
｣
(『伝
承
文
学
研
究
』
17

昭
50
･
3
)

三
郎
先
生
義
広
上
洛
也
糾
舶

於
=
和
泉
国
】
瑞
二
得
備
前
々
司
行
家
]
了
.

平
六
俵
佼
時
定
及
常
陸
房
昌
明
等
飛
脚
春
着
｡
持
二
参
前
備
前
守

行
家
之
首
.0

注
2
に
同
じ

｢義
憲
以
下
三
行
'
非
表
意
事
蹟
｣
と
す
る
｡

r吾
妻
鏡
』
を
見
て
ゆ
-
と

｢山
名
三
郎
｣
と
わ
か
る
o

3

F平
家
物
語
評
誇
3
下
､

56頁
1

注
2
に
同
じ
｡

『吾
妻
鏡
】
文
治
二
年
間
七
月
十
日
の
条
'
｢亦
義
経
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