
何
を
以
っ
て
「
平
家
物
語
』
の
成
立
と
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

な
か
な
か
に
困
難
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
『
平
家
物
語
」
の
原
態
が
明

確
で
な
い
こ
と
、
多
種
多
様
な
『
平
家
物
語
』
テ
キ
ス
ト
が
現
存
す
る
こ
と

等
、
外
的
諸
条
件
も
相
俟
っ
て
、
『
平
家
物
語
』
の
よ
う
な
複
雑
な
要
素
を

持
つ
作
品
に
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
「
成
立
」
と
は
、
い
つ
の
時
点
、
ど
の
次

元
で
の
こ
と
を
い
う
の
か
、
そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
で
の
「
成
立
」
な
の
か

（
１
｝

等
々
、
に
わ
か
に
は
論
じ
難
い
問
題
が
あ
る
。

「
平
家
物
語
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を

承
知
し
つ
つ
、
こ
の
小
稿
で
は
、
『
平
家
物
語
」
の
作
品
成
立
の
問
題
に
つ

い
て
、
〈
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
構
想
と
論
理
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
か
〉
と

い
う
点
に
つ
い
て
筆
者
な
り
の
簡
単
な
見
取
り
図
を
描
い
て
み
た
い
。
平
家

の
い
ぐ
さ
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
語
り
や
伝
承
が
日
本
各
地
に
膨
溝
と
し
て

起
こ
り
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
大
き
な
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程

『
平
家
物
語
」
成
立
の
論
理

は
じ
め
に

「
平
家
物
語
」
成
立
の
論
理

筆
者
が
『
平
家
物
語
』
の
研
究
に
参
画
し
は
じ
め
た
昭
和
四
○
年
代
後
半

は
、
『
平
家
物
語
」
の
古
態
を
め
ぐ
る
論
議
が
盛
ん
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る

時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
は
、
当
時
読
み
本
系
『
平
家
物
語
」
と
呼
称
さ

れ
て
い
た
テ
キ
ス
ト
群
の
中
、
四
部
合
戦
状
本
『
平
家
物
語
』
と
延
慶
本

「
平
家
物
語
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
古
態
性
を
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
ゾ
ニ

ー
ヮ
Ｊ
一

四
部
合
戦
状
本
の
古
態
性
を
主
張
し
た
の
は
山
下
宏
明
、
信
太
周
両
氏
等
で

（
４
４
一

一
頁
Ｊ
〉

あ
り
、
延
慶
本
古
態
説
を
唱
え
た
の
は
、
水
原
一
氏
や
筆
者
等
で
あ
っ
た
。

（
６
）

そ
の
一
方
で
、
兵
藤
裕
己
氏
は
、
独
自
の
語
り
論
の
立
場
か
ら
、
『
平
家

物
語
』
に
お
け
る
読
み
と
語
り
の
問
題
を
論
じ
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、
『
平
家

物
語
』
に
お
け
る
語
り
と
は
、
モ
ノ
カ
タ
リ
で
あ
り
、
そ
れ
は
権
力
か
ら
疎

外
さ
れ
た
敗
者
即
モ
ノ
（
霊
）
に
よ
る
負
の
歴
史
語
り
を
意
味
す
る
も
の
で

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
論
理

や
構
想
の
は
た
ら
き
が
あ
っ
た
の
か
。

研
究
史
の
視
野
か
ら

小
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あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
兵
藤
氏
は
、
こ
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
に
対
応
す

る
も
の
と
し
て
ョ
ミ
の
世
界
が
あ
っ
た
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
体
制
側
に
よ

り
史
実
と
し
て
の
正
統
性
が
認
め
ら
れ
る
、
信
じ
ら
れ
る
べ
き
歴
史
書
と
し

て
の
平
家
の
物
語
が
あ
り
、
そ
れ
は
言
葉
の
本
来
的
な
意
味
で
の
ョ
ミ
本
と

い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
平
家
の
物
語
は
カ
タ
リ
か
ら
ヨ
ミ

の
世
界
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
と
し
た
。

兵
雌
氏
の
こ
の
論
は
、
そ
の
後
の
氏
の
『
平
家
物
語
』
研
究
の
原
点
を
な

す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
発
想
の
斬
新
さ
は
い
ま
だ
魅
力
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
一
Ｊ
一

そ
れ
は
柳
田
国
男
が
構
想
し
た
語
り
物
論
と
基
本
線
に
お
い
て
通
じ
合
う
も

の
で
あ
り
、
理
念
的
レ
ベ
ル
で
の
蓋
然
性
を
筆
者
も
疑
う
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
視
点
を
現
実
の
『
平
家
物
語
」
と
い
う
作
仙
レ
ベ
ル
の
解
釈
に
限

定
す
る
と
、
兵
縢
氏
の
論
に
は
や
は
り
無
珊
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
例
え
ば
、

「
平
家
物
語
』
諸
本
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
膨
大
な
史
料
の
取
り
込
み
、
し

か
も
政
権
の
中
枢
部
も
し
く
は
そ
の
周
辺
に
い
な
け
れ
ば
入
手
不
可
能
と
考

え
ら
れ
る
史
料
・
情
報
が
か
な
り
の
量
に
達
し
、
し
か
も
作
品
の
基
本
的
な

部
分
を
構
成
し
て
い
る
点
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

一
入
一

『
平
家
物
語
」
の
二
元
的
成
立
論
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
語
り
本
と
読
み
本
の

三
肥
的
成
立
と
い
う
視
点
が
、
こ
の
問
題
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
。

し
か
し
、
今
Ⅱ
の
「
平
家
物
語
』
諸
本
研
究
は
、
語
り
本
と
い
え
ど
も
現
延

慶
本
的
本
文
を
踏
襲
す
る
も
の
と
の
見
解
が
定
着
し
つ
つ
あ
り
、
原
理
的
意

味
に
お
い
て
の
二
元
成
立
説
は
そ
の
蓋
然
性
を
有
し
な
い
と
見
る
の
が
妥
当

－
９
－

で
あ
ろ
う
。
近
時
、
山
下
宏
明
氏
が
、
二
平
家
物
語
』
論
の
課
題
は
、
作
者

論
で
あ
る
よ
り
も
受
容
論
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
問
題

と
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
氏
の
こ
の
指
摘
は
、
雌
本
的
に
語
り
本
の
テ
キ

ス
ト
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
兵

藤
氏
に
よ
る
語
り
か
ら
本
文
へ
と
い
う
構
想
を
少
な
く
と
も
「
平
家
物
語
』

の
次
元
に
お
い
て
は
否
定
す
る
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
即
ち
、
兵
藤
氏
が
前

掲
の
書
物
以
降
、
企
脚
し
て
き
た
語
り
論
は
、
京
郁
で
作
成
さ
れ
、
一
定
の

レ
ベ
ル
ま
で
固
定
化
さ
れ
た
文
字
テ
キ
ス
ト
の
地
方
に
お
け
る
受
容
の
過
程

で
の
変
形
と
受
け
止
め
る
べ
き
だ
と
い
う
論
調
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
筆
荷
の
見
通
し
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
モ
ノ
（
霊
）
を
語
る
平
家
の
物
語
は
、
比
較
的
小
さ
な
形
態
と
し
て
各
所

で
発
生
し
た
が
、
ま
と
ま
っ
た
物
語
の
体
裁
を
獲
得
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
体
制
擁
護
の
立
場
か
ら
す
る
政
権
獲
得
の
物
語
と
し
て
企
図
さ
れ

た
『
平
家
物
総
」
の
制
作
過
侭
に
お
い
て
、
そ
の
一
部
が
糊
人
さ
れ
て
い
っ

た
。
こ
の
『
平
家
物
語
』
が
制
作
さ
れ
る
に
際
し
て
、
制
作
荷
は
、
そ
の
思

想
的
枠
組
み
と
し
て
、
八
幡
神
擁
護
思
想
と
仏
教
的
凶
果
観
を
配
し
た
。
し

か
し
、
一
部
の
政
治
的
立
場
か
ら
す
る
政
権
獲
得
の
物
語
は
、
文
芸
と
し
て

の
稗
通
性
を
持
ち
得
な
い
。
そ
れ
が
、
そ
の
後
の
語
り
本
『
平
家
物
語
」
へ

の
腱
開
を
促
し
た
の
で
は
な
い
か
。

鑛
荷
は
、
『
平
家
物
語
』
成
立
を
兄
定
め
る
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
意
図
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
の
か
と
い
う
観
点
を
重
視
し
た
い
と

考
え
る
。
物
語
の
構
想
は
作
者
の
頭
の
中
に
あ
る
と
し
て
、
あ
の
よ
う
な
膨

大
な
史
料
を
集
め
る
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
に
し
て
集
成
さ
れ
た
の
か
。
筆
者
に
と
っ
て
、
「
平
家
物
語
』
の
成
立
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
基
本
的
に
延
慶
本
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
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を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
、
唯
一
こ
れ
ら
膨
大
な
史
料
の

収
集
に
要
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
根
拠
を
説
明
す
る
に
足
る
内
容
を
備
え
て
い

る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
川
）

水
原
一
氏
は
、
そ
の
説
話
生
成
論
的
立
場
か
ら
、
延
慶
本
の
古
態
性
を
主

張
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
時
に
、
そ
の
雑
蟇
的
性
格
、
作
品
と
し
て
の
構
想

性
の
欠
如
を
説
か
れ
た
。
そ
れ
は
、
「
平
家
物
語
』
に
取
り
込
ま
れ
た
と
想

定
さ
れ
る
説
話
や
語
り
物
の
冊
分
け
作
業
の
実
践
か
ら
、
延
慶
本
に
お
け
る

そ
れ
ら
が
よ
り
本
来
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
と
す
る
こ
と
を
以
っ
て
、
そ
の

占
態
性
の
証
左
と
す
る
氏
の
方
法
論
か
ら
し
て
、
当
然
の
結
論
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
『
平
家
物
語
」
制
作
に
際
し
、
取
り
込
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
史

料
が
、
作
者
の
手
に
よ
っ
て
い
ま
だ
十
分
咀
噌
さ
れ
ず
、
未
消
化
な
ま
ま
、

雑
然
と
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
た
点
に
、
よ
り
原
態
に
近
い
テ
キ
ス
ト

と
し
て
延
慶
本
の
価
値
を
認
定
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

〔
胆
）

筆
者
は
そ
れ
に
対
し
て
、
明
ら
か
に
別
な
立
場
を
表
明
し
て
き
た
。
即
ち
、

延
慶
本
は
一
見
雑
然
と
し
た
様
相
を
呈
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
作
背
に
よ

る
統
一
さ
れ
た
構
想
力
が
作
用
し
て
い
る
と
考
え
、
そ
の
基
底
に
は
、
一
定

の
政
治
的
立
場
や
思
想
性
が
見
ら
れ
る
と
主
張
し
た
。
水
原
氏
は
氏
の
仮
説

（
剛
）

を
拠
り
所
と
し
て
筆
者
の
論
に
強
い
批
判
を
加
え
ら
れ
た
。
水
原
氏
が
作
品

と
し
て
の
延
慶
本
で
は
な
く
、
そ
こ
に
包
含
さ
れ
て
い
る
個
々
の
情
報
の
素

材
と
し
て
の
い
わ
ば
鮮
度
・
純
度
に
注
目
さ
れ
た
の
に
対
し
、
筆
者
は
む
し

ろ
一
個
の
作
品
と
し
て
の
性
質
に
注
目
し
た
と
い
う
と
い
う
相
違
が
、
氏
の

批
判
を
招
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
素
材
と
し
て
の
鮮
度
・
純

度
が
、
作
品
と
し
て
の
統
一
性
を
損
な
う
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。

「
平
家
物
語
』
成
立
の
論
理

延
慶
本
『
平
家
物
語
』
成
立
の
基
底
を
な
し
て
い
る
、
い
わ
ば
物
語
的
求

心
力
の
あ
り
か
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
筆
者
は
、
こ
の
筈
物
の
性
格
の
鼠

も
重
要
な
側
而
を
な
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
同
時
に
宗
教

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
側
面
で
あ
り
、
両
者
の
一
致
点
に
単
に
延
慶
本
の
み
な

ら
ず
『
平
家
物
語
」
成
立
の
基
盤
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
こ
の
小
稿
で
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
誉
と
し
て
の
延
慶
本
の
政
治
的
、

宗
教
思
想
的
枠
組
み
に
つ
い
て
、
そ
の
素
描
を
試
み
て
み
た
い
。
も
と
よ
り
、

こ
れ
ら
の
個
々
の
要
素
は
相
互
に
密
接
に
絡
み
合
っ
て
お
り
、
本
来
、
切
り

離
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
ポ
イ
ン
ト
を
明
確
に
す
る
た

め
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
た
。

延
慶
本
に
お
い
て
は
、
素
材
自
体
（
そ
れ
が
純
然
た
る
外
部
史
料
か
ど
う

か
の
詮
索
は
別
と
し
て
）
に
、
作
者
の
意
図
を
語
ら
せ
る
と
い
っ
た
方
法
が

採
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
史
料
の
意
味
付
け
に
つ
い
て

は
、
あ
る
程
度
注
意
深
く
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
解
釈
可
能
で
あ
る
．
そ
れ
ら

の
意
味
の
連
鎖
が
よ
り
高
次
元
の
一
つ
の
大
き
な
意
味
を
形
成
し
て
ゆ
く
。

こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
、
均
一
で
統
一
さ
れ
た
文
体
に
よ
る
作
品
構
成
と
い

う
近
代
文
学
の
概
念
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に

お
い
て
、
延
慶
本
を
論
ず
る
場
合
、
｜
‐
構
想
」
と
い
う
表
現
の
使
用
に
は
注

意
を
要
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

延
慶
本
成
立
の
枠
組
み

一
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延
慶
本
が
主
張
す
る
政
治
的
枠
組
み
を
以
下
の
各
要
素
の
統
合
の
上
に
想

定
し
て
み
た
い
。
箇
条
書
的
に
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
天
道
思
想
と
怨
霊
慰
撫
に
よ
る
国
家
安
泰

②
皇
統
寿
祝
の
精
神

③
山
門
国
家
観

④
頼
朝
政
権
獲
得
の
物
語

⑤
九
条
家
の
政
治
圏

①
は
、
こ
の
物
語
が
平
家
一
族
の
滅
び
を
語
る
本
質
的
動
機
を
な
す
も
の

で
あ
ろ
う
。
平
家
一
族
の
滅
亡
を
描
く
こ
と
に
は
、
「
盛
者
必
衰
」
と
い
っ

た
無
常
観
的
思
想
を
説
く
と
い
っ
た
観
点
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

延
慶
本
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
背
景
と
し
て
物
語
の
色
調
の
一
部
を
な
す
に

（
川
｝

過
ぎ
な
い
。
「
祗
園
精
舎
ノ
鐘
ノ
声
」
以
下
の
唱
導
的
文
辞
は
、
作
者
の
身

に
備
わ
っ
た
職
業
的
属
性
が
な
さ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
趣
意
は
無

常
の
思
想
を
説
く
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
無
常
の
調
べ
に
乗
せ
て
作
者

が
物
語
っ
て
い
る
の
は
、
秦
の
趙
高
や
漢
の
王
券
を
は
じ
め
と
す
る
謀
叛
の

徒
が
、
そ
の
「
馬
ル
心
」
や
「
猛
キ
事
」
故
に
滅
ん
で
い
っ
た
歴
史
の
事
実

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
後
に
は
常
に
天
道
の
照
覧
が
あ
っ
た
と
す
る
。

天
道
思
想
と
怨
霊
慰
撫
に
よ
る
国
家
安
泰

〈
政
治
思
想
的
枠
組
み
〉

延
慶
本
に
あ
っ
て
は
、
「
縦
上
、
人
事
ハ
詐
ト
云
ト
モ
、
天
道
詐
リ
ガ
タ
キ

者
哉
」
と
い
う
序
章
の
一
句
が
示
す
よ
う
に
、
平
家
は
天
道
へ
の
違
背
故
に

滅
ん
だ
と
し
、
そ
こ
に
歴
史
の
道
理
が
あ
る
と
す
る
。

こ
の
モ
チ
ー
フ
は
以
後
の
物
語
の
展
開
の
中
で
繰
り
返
し
登
場
し
て
く

る
。
た
と
え
ば
、
三
本
、
廿
八
「
兵
革
ノ
祈
秘
法
共
被
行
事
」
で
は
諸
国
の

兵
が
次
々
と
平
家
に
背
き
、
源
氏
に
従
っ
た
こ
と
を
記
し
、

杵
シ
王
葬
棄
民
ア
リ
シ
カ
バ
、
川
爽
競
上
起
り
、
捧
ヲ
漸
台
二
斬
ル
。

身
肉
祷
ヲ
分
ケ
、
百
姓
其
ノ
舌
ソ
食
キ
。
世
挙
テ
平
家
ヲ
悪
ス
ル
コ
ト
、

王
奔
二
異
ナ
ラ
ズ
。

と
、
漢
の
王
弄
の
故
事
を
引
き
つ
つ
、

人
ノ
帰
ス
ル
所
ハ
、
天
ノ
与
フ
ル
所
也
。
人
ノ
叛
ク
所
ハ
、
天
ノ
去
ル

所
也
”

と
、
世
間
の
平
家
離
反
も
結
局
、
天
命
の
去
る
と
こ
ろ
と
述
べ
て
い
る
。
作

荷
の
歴
史
認
識
の
根
底
に
は
、
こ
の
よ
う
な
天
道
観
を
み
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
平
家
の
み
な
ら
ず
木
曽
義
仲
の
滅
び
に

つ
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
義
仲
の
京
都
侵
攻
を
漢
の
沌
公
の
成
陽
宮
侵
攻

の
故
事
と
比
較
し
つ
つ
、

義
仲
モ
先
都
へ
入
ル
ト
云
ト
モ
典
ヲ
慎
シ
ミ
テ
頼
朝
ガ
下
知
ヲ
待
チ
シ

カ
バ
、
浦
公
ガ
諜
二
劣
マ
ジ
物
ヲ
卜
哀
也
。
義
仲
悪
事
ヲ
好
ミ
テ
天
命

二
従
ワ
ズ
。
剰
法
皇
ヲ
編
奉
リ
テ
叛
逆
二
及
ブ
。
積
悪
ノ
余
映
身
二
積

テ
、
首
ヲ
京
都
ニ
伝
う
（
五
本
、
十
二
「
義
仲
等
頸
渡
事
」
）
・

と
、
悪
逆
と
天
命
に
対
す
る
違
背
を
そ
の
滅
び
の
因
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
歴
史
認
識
は
、
物
語
結
末
部
の
大
原
御
幸
の
場
血
に
お

二
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い
て
、
建
礼
門
院
自
ら
、

我
等
ガ
一
門
、
只
官
位
俸
禄
身
二
余
り
、
国
家
ヲ
煩
ス
ノ
ミ
ニ
ァ
ラ
ズ
、

天
子
ヲ
蔑
如
シ
奉
り
、
神
明
仏
陀
ヲ
減
シ
、
悪
業
所
感
之
故
也
。

と
、
我
子
安
徳
天
皇
の
亡
び
を
平
家
一
門
の
悪
行
故
と
語
る
視
点
と
呼
応
す

る
も
の
で
あ
る
。
悪
行
故
に
滅
亡
し
た
平
家
一
門
は
、
怨
霊
と
な
っ
て
苦
界

で
も
が
き
あ
え
い
で
い
る
。
そ
の
魂
は
仏
法
の
力
を
以
っ
て
、
罪
を
清
め
、

救
済
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
、
天
台
比
叡
山
の
法
華
経
思

想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
怨
霊
救
済
の
要
請
は
、
仏
教
界
と
い
う
よ

り
は
、
む
し
ろ
政
治
の
場
か
ら
強
力
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
王
法
仏

法
相
依
の
伝
統
が
色
濃
く
残
存
す
る
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
向
者
を
直

徴
に
分
か
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
怨
霊
の
発
動
が
天
災
地
変
を
も
た
ら

す
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
教
的
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
よ
り
政
治
的
な
問

題
で
あ
る
。

為
政
者
は
常
に
天
道
の
照
覧
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ

て
、
為
政
者
の
あ
る
べ
き
姿
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
前
掲
「
縦
上
、
人

事
ハ
…
」
に
続
い
て
、
作
者
は
「
王
麗
ナ
ル
猶
此
ノ
如
シ
◎
況
ャ
人
臣
従
者

争
力
慎
マ
ザ
ル
ベ
キ
」
と
人
臣
の
「
慎
」
み
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
「
慎
一
を
欠
い
た
例
と
し
て
平
清
盛
の
物
語
が
語
り
出
さ
れ
る
と
い
う
構

成
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
延
慶
本
作
者
の
立
つ
位
置
は
、
古
典
的
な
政
道
観

に
基
づ
く
も
の
と
い
え
、
清
盛
は
、
冒
頭
に
登
場
す
る
歴
史
上
の
諸
人
物
と

同
じ
く
、
そ
の
滅
び
が
最
初
か
ら
約
束
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
物

語
は
清
盛
を
は
じ
め
と
す
る
平
家
一
族
の
悪
行
断
罪
を
も
っ
て
終
わ
る
わ
け

『
平
家
物
語
』
成
立
の
論
理

④
は
、
こ
の
物
語
の
殻
も
大
き
な
枠
組
み
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
平

家
一
族
の
悪
行
が
も
た
ら
し
た
世
界
の
秩
序
の
素
乱
を
頼
朝
が
回
復
す
る
と

い
う
大
構
想
に
従
っ
て
こ
の
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
基
本
的
姿
勢
は
、
こ
の
物
語
が
頼
朝
の
為
政
祝
福
を
以
っ
て
終
わ

っ
て
い
る
と
い
う
点
に
端
的
に
示
さ
れ
て
お
り
、
平
家
の
滅
亡
を
以
っ
て
物

語
を
終
了
す
る
語
り
本
と
の
基
本
的
な
相
違
が
こ
こ
に
あ
る
。
語
り
本
が
頼

｜
一
喝
）

②
③
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
詳
細
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
省
略
し
た
い
。
こ
の
物
語
の
作
者
は
、
基
本
的
に
叡
山
山
門
の
加
護
下
に

お
け
る
王
統
を
中
心
と
す
る
治
世
と
国
家
の
安
泰
と
い
う
図
式
を
理
想
的
体

制
と
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
の
基
底
に
は
、
な
お
皇
統
寿
祝
の
精
神
が
流
れ

て
い
る
と
い
え
る
。

で
は
な
い
。
彼
等
の
犯
し
た
罪
と
微
れ
は
、
滅
亡
後
に
怨
霊
と
な
っ
て
、
現

体
制
を
襲
う
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
重
大
な
政
治
問
題
と
な
る
。
物
語
の
機

能
は
、
平
家
の
怨
霊
を
ひ
た
す
ら
慰
撫
す
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
彼
等

の
行
為
が
天
道
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
解
き
明
か
し
た
上
で
、
死

後
の
世
界
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
そ
の
罪
と
稜
れ
を
払
う
こ
と
に
こ
そ
、
こ

の
物
語
の
機
能
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

頼
朝
に
よ
る
政
権
獲
得
の
物
語

皇
統
寿
祝
の
精
神
と
山
門
国
家
観

一
一
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朝
の
動
向
を
あ
ま
り
詳
細
に
描
か
な
い
の
に
比
し
て
、
延
慶
本
が
さ
ま
ざ
ま

な
説
話
を
織
り
込
み
な
が
ら
か
な
り
綿
密
に
そ
れ
を
描
い
て
い
る
点
は
、
両

者
の
物
語
的
構
想
が
基
本
的
に
相
違
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る

、
ハ
ノ
Ｏ

一
見
種
々
雑
多
に
感
じ
ら
れ
る
膨
大
な
頼
朝
説
話
群
は
、
注
意
深
く
読
め

ば
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
、
か
な
り
強
間
な
物
語
的
求
心
力
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
は
、

１
．
頼
朝
は
な
ぜ
謀
叛
を
起
こ
し
た
の
か
。

２
．
頼
朝
は
な
ぜ
関
東
を
制
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。

３
．
頼
朝
が
謀
叛
人
か
ら
朝
敵
追
討
の
総
責
任
苦
へ
と
変
身
し
得
た
の
は

な
ぜ
か
。

４
．
頼
朝
は
義
仲
・
義
経
と
い
っ
た
近
親
者
を
ど
の
よ
う
に
滅
亡
に
追
い

込
ん
だ
か
。

５
．
頼
朝
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
京
都
政
権
を
支
配
し
て
い
っ
た
の
か
。

と
い
っ
た
問
い
か
け
に
答
え
る
形
で
物
語
ら
れ
て
い
く
。
さ
ま
ざ
ま
な
〈
な

ぜ
〉
に
対
し
逐
一
答
え
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
〈
頼
朝
は
い
か
に
し
て
天
下

の
靭
権
を
穫
得
し
た
の
か
〉
と
い
う
大
テ
ー
マ
へ
の
解
稗
に
繋
が
っ
て
い
く
。

そ
し
て
、
そ
の
政
権
挫
得
の
具
体
的
戦
略
は
、

１
．
勅
勘
を
解
か
れ
、
平
家
討
伐
の
院
宣
を
手
に
入
れ
る
。

２
．
源
氏
の
守
護
神
で
あ
る
八
幡
大
菩
薩
、
或
い
は
伊
豆
箱
根
、
三
島
と

い
っ
た
関
東
の
在
地
神
の
加
護
を
受
け
る
こ
と
。

３
．
北
条
時
政
を
腹
心
と
た
の
む
こ
と
。

４
．
東
国
在
地
武
士
団
の
人
臣
を
つ
か
む
こ
と
。

５
‐
東
国
武
士
団
に
対
し
て
、
自
ら
君
主
と
し
て
臨
む
こ
と
。

６
自
ら
の
対
抗
勢
力
と
な
り
得
る
者
の
排
除
。

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
延
慶
本
は
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
を
通
し
て
、
こ
れ

ら
を
物
語
り
、
全
体
と
し
て
か
な
り
強
固
な
求
心
力
を
持
っ
た
頼
朝
覇
権
獲

得
物
語
を
形
成
し
て
い
る
。

頼
朝
の
覇
権
獲
得
の
過
程
は
、
そ
の
ま
ま
、
平
家
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た

秩
序
の
Ｍ
復
の
過
程
で
あ
っ
た
。
山
門
の
加
護
に
よ
る
王
統
の
治
壯
、
さ
ら

に
は
摂
関
家
に
よ
る
補
佐
と
い
っ
た
旧
体
制
を
雌
本
的
な
脚
家
の
枠
組
み
と

す
る
延
慶
本
作
者
か
ら
み
て
、
頼
朝
政
権
の
発
足
が
そ
の
政
治
的
即
想
に
適

う
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
混
乱
し
た
秩
序
の
回
復
者
と
い
う
一
点
か
ら
の
み
み
て

も
、
そ
の
存
在
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
映
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
巻
十
二
（
六
末
）
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
冒
頭
に
は
大
地
震
記
事
、
さ

ら
に
竜
神
に
よ
る
天
台
の
仏
舎
利
奪
取
の
説
話
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は

平
家
怨
霊
に
よ
る
秩
序
の
混
乱
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
物
語

は
以
後
、
頼
朝
に
よ
る
秩
序
回
復
の
過
程
を
記
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
平
家

の
残
党
狩
や
源
範
頬
、
義
経
、
行
家
の
討
伐
と
い
っ
た
武
力
行
使
の
側
面
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
宙
位
昇
進
や
守
護
地
頭
の
設
椴
、
京
都
政
権
の
人
事
へ

の
直
接
的
介
入
等
、
政
治
的
側
Ⅶ
に
つ
い
て
も
Ｍ
様
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
頼
朝
が
「
議
奏
二
弧
カ
ル
ベ
キ
人
々
」
の
交
名
を
関
東
か
ら

京
都
政
権
に
注
進
し
た
と
し
て
、
藤
原
兼
実
以
Ｆ
の
十
一
名
の
名
を
記
し
、

今
度
源
二
位
（
頼
朝
）
注
進
状
二
入
レ
ル
人
ハ
、
其
ノ
威
ヲ
振
上
、
入

ラ
ザ
ル
人
ハ
、
其
ノ
勢
ヲ
失
う
。
世
ノ
重
ジ
人
ノ
帰
ス
ル
コ
ト
、
平
将

一
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ヲ
治
メ
、
ス
タ
レ
タ
ル
事
ヲ
起
コ
シ
給
ヒ
ヶ
リ
（
六
末
、
二
二
「
十
郎

蔵
人
行
家
被
搦
事
付
人
々
被
解
官
事
」
）
。

右
は
、
九
条
兼
実
の
摂
録
就
任
を
記
し
た
件
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
は
明
ら

か
な
九
条
家
擁
護
の
姿
勢
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
頼
朝
の
推

挙
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
記
し
て
い
る
。

豆
の
九
条
家
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
延
慶
本
に
お
い
て
そ
の
記
述
が

こ
と
に
詳
細
で
あ
る
。
摂
関
家
に
お
け
る
近
衛
家
と
九
条
家
の
確
執
は
、
九

条
家
出
身
の
慈
円
の
『
撒
管
抄
』
の
記
述
な
ど
か
ら
窺
わ
れ
る
が
、
延
慶
本

の
記
述
に
は
、
そ
う
し
た
両
家
の
確
執
の
影
が
宿
っ
て
い
る
。
延
慶
本
は
、

顔
朝
の
後
抑
し
に
よ
っ
て
九
条
兼
実
が
内
覧
の
宣
旨
を
受
け
、
続
い
て
摂
録

の
詔
詳
を
受
け
た
こ
と
を
明
瞭
に
記
し
て
お
り
、
同
時
に
近
衛
家
の
失
脚
を

記
し
て
い
る
。

右
ノ
大
臣
（
兼
実
）
ハ
神
寂
ビ
テ
九
条
二
御
座
ケ
ル
ガ
、
保
元
平
治
ヨ

リ
此
方
、
枇
ノ
乱
し
打
シ
や
キ
テ
、
人
ノ
損
ジ
タ
ル
事
ヒ
マ
ナ
キ
ヲ
、

朝
夕
歎
キ
恩
シ
例
シ
ヶ
ル
陰
信
空
シ
カ
ラ
ズ
、
陽
報
忽
チ
ニ
城
レ
ニ
ケ

胴
二
万
倍
セ
リ
。
娃
人
ノ
成
ス
ニ
非
ズ
、
犬
ノ
与
フ
ル
所
也
。

と
、
頼
朝
の
覇
権
獲
得
が
天
命
に
添
う
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の

意
味
に
お
い
て
も
、
延
慶
本
の
物
語
構
想
の
中
心
の
一
つ
は
、
加
朝
の
覇
権

独
得
の
過
程
を
語
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ル
ャ
ラ
ム
、
力
、
ル
御
悦
ビ
有
リ
ヶ
リ
。
甲
斐
ｊ
ｉ
ｌ
シ
ク
乱
レ
タ
ル
世

九
条
家
の
政
治
圏

「
平
家
物
語
」
成
立
の
論
理

前
述
し
た
よ
う
に
、
延
慶
本
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
宗
教
的
枠
組
み
と
思

想
的
枠
組
み
を
区
分
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。
両
者
は
分

ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
本
壽
の
宗
教
的
枠
組
み
を
論
じ
る
こ
と
は
、

政
治
的
枠
組
み
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
政
治
思
想
は
、
そ
の
ま
ま

九
条
家
が
公
武
合
体
政
権
の
中
枢
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事

実
で
あ
る
が
、
延
慶
本
構
想
上
の
政
治
的
枠
組
み
も
、
お
よ
そ
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は

ソ
レ
ニ
今
ハ
武
ｔ
大
将
軍
世
ヲ
ヒ
シ
卜
取
テ
、
脚
主
、
武
士
大
将
車
ガ

心
ヲ
タ
ガ
ヘ
テ
ハ
、
エ
ヲ
ハ
ス
マ
ジ
キ
時
運
ノ
、
色
ニ
ア
ラ
ハ
レ
テ
出

キ
ヌ
ル
世
ゾ
ト
、
大
神
宮
八
幡
大
菩
薩
モ
ユ
ル
サ
レ
ヌ
レ
バ
、
今
ハ
宝

剣
モ
ム
ャ
ク
ニ
ナ
リ
ヌ
ル
也
二
愚
管
抄
』
）
・

と
い
う
慈
円
の
政
治
認
識
と
も
響
き
合
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
こ
こ
に

は
、
現
代
は
武
士
大
将
単
た
る
頼
朝
が
天
下
の
職
権
を
し
っ
か
り
と
握
っ
て

お
り
、
国
主
即
後
白
河
法
皇
も
頼
朝
と
離
反
し
て
は
い
ら
れ
な
い
時
代
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
伊
勢
大
神
宮
、
八
幡
大
菩
薩
も
認
め
ら
れ
て
い
る
…
と
い

っ
た
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

延
慶
本
が
帆
朝
に
よ
る
覇
権
獲
得
の
過
税
を
詳
細
に
描
き
、
そ
れ
を
称
揚

し
て
い
く
姿
勢
、
さ
ら
に
頼
朝
の
治
世
を
寿
祝
し
て
物
語
を
終
え
て
い
る
と

い
っ
た
点
に
、
こ
う
し
た
九
条
家
の
政
治
的
立
場
の
反
映
を
読
み
取
る
こ
と

は
、
確
度
の
高
い
蓋
然
性
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
宗
教
思
想
的
枠
組
み
〉

一
一
一
一
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宗
教
的
世
界
と
密
着
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
延
慶
本
の
持
つ
世
界
は
、

い
ま
だ
そ
う
し
た
風
土
の
中
に
あ
る
。
天
台
法
華
思
想
に
よ
る
怨
霊
慰
撫
の

観
念
一
つ
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
政
治
の
場
と
直
結
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
あ
え
て
こ
の
物
語
か
ら
政
治
と
は
離

れ
た
宗
教
思
想
的
枠
組
み
を
抽
出
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
仏
教
的
因
果

観
や
仏
教
的
倫
理
観
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
頼
朝
に
よ
る
覇
権
獲
得
の
物
語
は
、
世

界
の
秩
序
回
復
の
物
語
と
し
て
政
治
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
あ
る
べ
き
治
世

と
し
て
祝
福
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
政
治
的
レ
ベ
ル
を
一
歩
離

れ
て
、
頼
朝
個
人
の
生
き
方
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
場
合
、
そ
の
視
点
は

必
ず
し
も
好
意
的
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
倫
理
的
な
観
点
か

ら
は
、
延
慶
本
作
者
は
、
頼
朝
の
生
き
方
を
許
容
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た

い
面
が
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
頼
朝
は
平
治
の
乱
で
囚
わ
れ
、
あ
や
う
く
死
罪

と
な
る
と
こ
ろ
を
、
池
の
尼
の
嘆
願
を
経
て
、
清
盛
に
助
命
さ
れ
て
い
る
。

平
家
ノ
人
々
ヲ
別
二
私
ノ
意
趣
思
上
奉
ル
ベ
キ
事
ナ
シ
。
其
ノ
上
、
池

ノ
尼
御
前
イ
カ
ニ
申
シ
給
フ
ト
モ
、
入
道
免
シ
給
ハ
ズ
ハ
、
争
力
命
生

ク
ベ
キ
。
頼
朝
ガ
流
罪
二
定
マ
リ
シ
事
ハ
、
入
道
殿
ノ
御
恩
也
（
六
未
、

三
十
二
「
小
松
侍
従
忠
房
被
誰
」
）

と
、
頼
朝
自
身
に
語
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
、
緬
朝
の
今
日
あ
る
の
は
、
池
の

尼
お
よ
び
清
盛
に
よ
る
助
命
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
頼
朝
は
そ
の
恩
に

仇
で
報
い
た
。
実
は
延
慶
本
に
お
い
て
は
、
池
の
尼
お
よ
び
清
盛
に
よ
る
頼

朝
助
命
の
モ
チ
ー
フ
は
、
繰
り
返
し
登
場
し
て
く
る
。
物
語
終
結
部
に
い
う

よ
う
に
頼
朝
が
前
世
か
ら
の
「
果
報
日
出
」
き
人
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

現
世
に
お
け
る
忘
恩
の
行
為
は
、
仏
教
的
倫
理
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
い
か

に
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
。

苛
ノ
恩
ヲ
忘
レ
テ
、
朝
威
ヲ
軽
ズ
ル
者
ノ
、
忽
チ
ニ
天
ノ
責
ヲ
蒙
リ
ヌ
。

サ
レ
バ
、
頼
朝
旧
恩
ヲ
忘
レ
テ
、
宿
望
ヲ
達
セ
ム
事
、
神
明
ユ
ル
シ
給

ハ
ジ
ト
、
旧
例
ヲ
考
ヘ
テ
、
敢
テ
驚
ク
事
無
リ
ヶ
リ
（
二
中
、
十
五

「
右
兵
衛
佐
謀
叛
発
ス
礪
」
）
・

頼
朝
挙
兵
に
際
し
て
の
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
そ
の
ま
ま
作
者
の
思
想
の

表
明
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
頼
朝
助
命
の
モ
チ
ー
フ

が
物
語
の
中
で
執
勧
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
平
家

や
木
曽
義
仲
は
、
そ
の
悪
行
故
に
天
道
や
仏
神
に
背
き
、
破
滅
を
迎
え
た
。

そ
れ
は
、
神
明
に
よ
る
処
罰
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
因
果
応
報
の
現
世
に
お

け
る
具
現
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
忘
恩
の
徒
頼
朝
に
対
す
る
仏
神
の
処
罰
は

い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
こ
の
問
題
は
、
歴
史
と
向
き
合
っ
た
作
肴
に
と
っ
て

わ
れ
わ
れ
の
想
像
以
上
に
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
延
慶
本
作
者
内
部
で
は
決
着

を
み
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
政
治
思
想
的
枠
組
み
と
仏
教
者
流
の
因
果
思

想
は
、
延
慶
本
の
中
に
お
い
て
は
、
そ
の
整
合
性
を
獲
得
し
て
い
な
い
か
に

み
え
る
。

以
上
、
き
わ
め
て
粗
雑
な
メ
モ
で
は
あ
る
が
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
」
の

思
想
的
枠
組
み
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
要
素
を
取
り
上
げ
て
み
た
。
こ
の

物
語
は
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
密
接
な
関
連
の
も
と
に
、
き
わ
め
て
求
心
力

一
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の
高
い
物
語
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
近
代
文
学

に
お
け
る
構
想
の
完
成
度
と
い
っ
た
問
題
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ

る
。

延
慶
本
の
作
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
に
対
す
る
構
想
を
、
自
家
薬
龍

中
の
唱
導
流
の
文
体
や
、
現
実
の
事
象
の
意
味
を
図
る
源
泉
と
し
て
の
故
事

の
引
用
、
さ
ら
に
は
説
話
そ
の
も
の
に
意
味
を
語
ら
せ
る
等
と
い
っ
た
手
法

に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
１
）
牧
野
淳
司
氏
の
『
軍
記
と
語
り
物
』
調
号
に
お
け
る
『
平
家
物

語
」
研
究
展
望
等
参
照
。

（
２
）
山
下
宏
明
「
平
家
物
語
四
部
合
戦
状
本
に
関
す
る
研
究
」
（
名
古

屋
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
第
十
一
輯
）
等
参
照
。

（
３
）
信
太
周
「
〃
歴
史
そ
の
ま
ま
〃
と
〃
歴
史
ば
な
れ
〃
’
四
部
合
戦

状
平
家
物
語
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
文
学
Ｓ
４
．
Ⅱ
）
等
参
照
〃

（
４
）
水
原
一
二
岡
部
合
戦
状
平
家
物
語
』
批
判
」
、
弓
延
慶
本
平
家

物
語
」
考
」
（
い
ず
れ
も
『
平
家
物
語
の
形
成
』
所
収
）
等
参
照
〕

（
５
）
小
林
美
和
二
平
家
物
語
」
古
態
論
」
亀
平
家
物
語
生
成
論
』
所

収
）
《

（
６
）
丘
余

（
７
）
柳
｛

参
照
。

（
８
）
壹
畏
富
倉
徳
次
郎
『
平
家
物
語
研
究
」
参
照
。

兵
藤
裕
己

柳
田
国
男

参
照
。

「
平
家
物
語
』
成
立
の
論
理

「
語
り
物
序
説
」
参
照
。

「
有
王
と
俊
寛
僧
都
」
二
物
語
と
語
り
物
」
所
収
）

（
付
記
）
こ
の
小
論
は
、
平
成
十
川
年
度
立
命
館
大
学
Ｈ
本
文
学
会
に

お
け
る
同
魑
で
の
講
演
を
論
文
の
体
裁
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

（
９
）
山
下
宏
明
二
平
家
物
語
』
の
受
容
ｌ
批
評
の
ゆ
く
え
’
」
（
文

学
２
０
０
２
年
７
．
８
Ⅱ
号
）

（
Ⅲ
）
兵
藤
裕
己
『
平
家
物
語
の
歴
史
と
芸
能
』
参
照
。

（
Ⅱ
）
水
原
一
一
平
家
物
語
の
形
成
」
お
よ
び
『
延
慶
本
平
家
物
語
論

考
』
参
照
。

（
ｕ
）
小
林
美
和
『
平
家
物
語
生
成
論
』
お
よ
び
『
平
家
物
語
の
成
立
』

参
照
。

（
脇
）
水
原
一
『
延
慶
本
平
家
物
語
論
考
』
参
照
。

（
皿
）
延
慶
本
の
本
文
引
用
は
、
勉
誠
社
版
に
よ
り
、
一
部
、
読
み
や

す
く
す
る
た
め
表
記
を
改
め
た
。

（
旧
）
小
林
美
和
「
寿
祝
と
唱
導
の
文
芸
」
二
平
家
物
語
生
成
論
』
所

収
）
参
照
。

（
こ
ば
や
し
．
よ
し
か
ず
帝
塚
山
大
学
短
期
大
学
部
教
授
）
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