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一
、
問
題
の
所
在

疑
問
表
現
の
変
遷
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
疑
問
表
現
形
式
の
全
般
に
わ
た
っ

て
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
の
変
遷
を
考
察
さ
れ
た
阪
倉
篤
義
氏
は
、
疑
問
助
詞
ヤ
と
カ
と
の
機
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
捉
え
て
お
ら

（1）
れ
る
。



カ
＝
文
中
の
カ
は
、
現
に
疑
問
点
と
な
っ
て
い
る
事
実
そ
の
も
の
を
直
接
に
指
示
し
て
「
こ
こ
が
疑
わ
れ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を

示
す
も
の
で
、
い
わ
ば
部
分
的
疑
問
を
表
す
。
連
体
形
を
う
け
て
文
末
に
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
こ
ま
で
の
叙
述
の
す
べ
て
を
体

言
的
に
と
り
ま
と
め
て
、
こ
れ
を
全
体
的
に
疑
わ
し
い
　
（
な
い
し
は
不
確
定
な
）
事
実
と
し
て
表
現
す
る
も
の
。

ヤ
＝
文
中
の
ヤ
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
対
象
を
提
示
強
調
す
る
は
た
ら
き
を
持
ち
、
疑
問
点
そ
の
も
の
は
ヤ
の
下

に
示
さ
れ
る
。
文
末
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
一
文
の
叙
述
を
そ
の
ま
ま
に
聞
き
手
に
も
ち
か
け
る
と
い
う
気
息
を
生
む
。
ヤ
は

文
中
か
文
末
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
文
の
叙
述
を
全
体
的
に
強
調
し
（
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
間
投
助
詞
ヤ
の
機
能
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
）
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
相
手
に
も
ち
か
け
る
と
い
う
気
息
を
生
む
も
の
。

こ
れ
は
カ
は
疑
問
詞
を
承
け
る
が
ヤ
は
承
け
な
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
た
富
士
谷
成
章
の
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
　
の
考
え
を
引
き
継
い
だ
も
の
と

（2）

い
っ
て
よ
く
、
阪
倉
氏
以
前
に
も
、
例
え
ば
松
下
大
三
郎
氏
も
阪
倉
氏
と
基
本
的
に
は
同
じ
よ
う
に
説
い
て
お
ら
れ
る
。
阪
倉
氏
は
カ
・
ヤ

の
機
能
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
文
中
の
ヤ
が
消
滅
し
て
文
末
カ
へ
移
行
し
た
こ
と
の
文
法
史
的
意
味
を
、
問
題
と
す
べ
き
事
態
を
一
つ

の
判
断
に
ま
と
め
て
、
疑
問
の
事
実
と
し
て
明
確
に
提
示
す
る
表
現
形
式
へ
の
移
行
で
あ
り
、
「
表
現
の
論
理
化
」
へ
の
志
向
で
あ
る
と
説
か

れ
て
い
る
。

阪
倉
氏
の
説
を
承
け
て
近
藤
泰
弘
氏
も
、
ヤ
は
文
全
体
を
疑
問
の
対
象
と
す
る
も
の
で
、
文
中
の
ヤ
は
「
（
主
文
の
）
述
語
に
疑
問
点
」
が

（3）

あ
り
、
カ
は
「
（
主
文
の
）
述
語
以
外
に
疑
問
点
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ヤ
（
カ
も
）
は
そ
の
承
け
る
語
に
疑
問
点
が
あ
る
と
す
る
考
え
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
重
見
一
行
氏
は
、
中
古
の
資
料
に

於
い
て
、
文
中
ヤ
の
後
は
一
文
節
が
殆
ど
で
し
か
も
そ
れ
自
身
で
は
情
報
価
値
の
な
い
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
「
～
に
や
」
の
ご
と
き
省

略
が
多
い
の
も
、
そ
れ
が
情
報
価
値
な
き
部
分
ゆ
え
の
省
略
で
あ
っ
て
、
文
中
文
末
を
問
わ
ず
、
ヤ
の
承
け
る
語
に
「
疑
問
の
中
心
」
が
あ

る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
構
文
上
の
傾
向
は
、
疑
問
詞
を
承
け
る
か
否
か
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
文
中
カ
の
場
合
に
も
共
通
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
ゆ
え
、
ヤ
と
同
様
に
カ
も
そ
の
承
け
る
語
が
「
疑
問
の
中
心
」
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
ヤ
と
カ
と
の
違
い
は
「
説
明
要

疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
消
長
に
つ
い
て
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求
の
疑
問
表
現
」
と
　
「
判
定
要
求
の
疑
問
表
現
」
　
の
い
ず
れ
を
形
成
し
や
す
い
か
だ
け
で
あ
り
、
た
だ
　
「
情
報
化
中
心
機
能
」
と
い
う
面
に

（4）

於
い
て
カ
の
方
が
ヤ
よ
り
も
強
い
の
だ
と
さ
れ
る
。

「
情
報
構
造
」
と
い
う
観
点
か
ら
係
り
結
び
を
考
察
さ
れ
た
小
川
栄
一
氏
は
、
重
見
氏
の
考
え
を
支
持
さ
れ
た
上
で
、
疑
問
表
現
を
「
疑
問

の
焦
点
を
表
す
成
分
」
と
「
疑
問
の
前
提
と
な
る
確
定
の
こ
と
が
ら
を
表
す
成
分
」
と
の
結
合
と
す
れ
ば
、
前
者
が
情
報
価
値
が
高
く
、
ヤ

（5）

に
は
疑
問
詞
を
承
け
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
係
助
詞
と
し
て
は
情
報
価
値
を
高
く
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

文
中
ヤ
か
ら
文
末
カ
へ
の
移
行
を
主
格
助
詞
ガ
の
発
達
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
た
柳
田
征
司
氏
も
、
ヤ
と
カ
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
「
周

知
の
如
く
、
助
詞
「
ヤ
」
や
「
カ
」
が
下
接
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
語
句
に
つ
い
て
疑
問
を
発
し
て
い
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

「
龍
の
頸
の
玉
刊
取
り
て
お
は
し
た
る
。
」
（
竹
取
物
語
）
を
、
阪
倉
氏
は
大
納
言
が
龍
の
雫
の
玉
を
採
っ
て
き
た
か
ど
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
を
全
体
的
に
問
う
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
柳
田
氏
は
、
文
脈
か
ら
み
て
　
「
大
伴
の
大
納
言
が
取
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
龍
の

頸
の
玉
か
？
」
と
解
さ
れ
る
の
も
の
で
あ
っ
て
、
「
龍
の
頸
の
玉
」
　
で
あ
る
か
否
か
を
問
う
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
子
安
の
貝
と
り
た

（6）

る
叫
。
」
（
同
）
　
の
場
合
は
、
「
と
り
た
る
」
か
ど
う
か
を
問
う
も
の
だ
と
説
か
れ
る
。

疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
機
能
に
つ
い
て
、
カ
に
つ
い
て
は
諸
家
で
異
な
る
と
こ
ろ
は
無
い
。
し
か
し
、
文
中
ヤ
に
つ
い
て
は
述
語
に
疑
問
点

が
あ
る
と
す
る
考
え
と
ヤ
の
前
に
疑
問
点
が
あ
る
と
す
る
全
く
相
反
す
る
考
え
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
疑
問
の
焦
点
の
捉
え
方
に
問

題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本
稿
の
筆
者
も
ヤ
の
機
能
は
そ
の
承
け
る
語
を
「
疑
問
の
焦
点
」
と
し
て
示
す
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
本

稿
で
言
う
「
疑
問
の
焦
点
」
は
重
見
氏
の
言
わ
れ
る
「
疑
問
の
中
心
」
と
は
そ
の
捉
え
方
に
於
い
て
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
重
見
氏
は
、

ヤ
の
上
の
語
句
に
疑
問
点
が
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
述
語
に
疑
問
点
が
あ
る
と
い
う
見
方
と
は
矛
盾
し
な
い
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
近

藤
氏
が
述
語
に
疑
問
点
が
あ
る
と
さ
れ
る
次
の
例
、

○
少
将
の
君
や
l
お
は
し
ま
す
と
間
ひ
け
り
。
（
大
和
物
語
）

に
つ
い
て
重
見
氏
は
、
「
確
か
に
、
今
日
普
通
か
か
る
場
合
「
少
将
の
君
咄
お
ら
れ
る
か
」
と
「
は
」
を
用
い
る
。
既
述
の
ご
と
き
「
は
」
の



理
解
よ
り
す
れ
ば
、
従
っ
て
右
の
例
は
近
藤
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
（
中
略
）
中
古
に
お
け
る
問
い
か
け
の
会
話
表

現
の
大
部
分
が
文
末
「
や
」
で
あ
り
、
（
大
和
〉
に
お
い
て
も
、
－
つ
ま
り
作
者
が
あ
え
て
文
中
「
や
」
の
表
現
を
選
ん
だ
と
思
わ
れ
る
事
を

考
え
る
と
、
（
中
略
）
こ
の
例
は
、
大
和
な
る
女
が
、
一
途
に
少
将
を
尋
ね
て
左
衛
門
陣
に
至
り
、
少
将
に
つ
い
て
質
問
す
る
と
は
あ
ら
か
じ

め
知
ら
ぬ
通
り
が
か
り
の
人
に
、
探
し
て
い
る
の
は
誰
で
も
な
い
「
少
将
の
君
」
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
告
げ
た
い
、
切
迫
し
た
気
持
ち

で
の
発
話
な
る
事
を
考
え
る
と
、
今
日
で
も
「
少
将
の
君
鋼
お
ら
れ
る
か
」
と
「
が
」
を
使
う
事
は
不
自
然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
勿
論
そ
れ
は
既
述
の
ご
と
く
、
上
下
接
文
言
全
体
を
質
問
の
対
象
に
す
る
事
で
あ
り
、
結
局
近
藤
氏
の
理
解
と
一
致
す
る
事
に
な
る
」

と
言
わ
れ
る
。
氏
は
、
ヤ
（
カ
も
）
を
用
い
た
文
は
全
体
が
「
疑
問
の
対
象
」
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
阪
倉
氏

や
近
藤
氏
の
見
解
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
「
疑
問
の
焦
点
」
を
、
「
そ
の
文
の
中
で
疑
わ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
構
成
要
素
」
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
疑
問
表
現
の
成
立

に
は
「
前
提
」
が
あ
る
。
同
一
の
疑
問
表
現
で
あ
っ
て
も
、
な
に
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
疑
問
の
焦
点
は
異
な
る
。
例
え
ば
、

○
君
は
新
聞
を
読
ん
で
い
る
の
か
。

は
、
前
提
が
「
君
は
な
に
か
を
読
ん
で
い
る
」
で
あ
れ
ば
、
「
新
聞
」
が
疑
問
の
焦
点
と
な
る
。
「
君
は
新
聞
を
ど
の
よ
う
に
か
し
て
い
る
」

が
前
提
で
あ
れ
ば
、
「
読
ん
で
い
る
」
が
疑
問
の
焦
点
と
な
る
。
さ
ら
に
は
「
君
は
な
ん
ら
か
の
行
動
を
し
た
」
が
前
提
で
あ
れ
ば
、
「
新
聞

を
読
ん
で
い
る
」
が
疑
問
の
焦
点
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
前
提
が
な
に
で
あ
る
か
は
場
面
や
文
脈
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

文
中
ヤ
か
ら
文
末
カ
へ
の
移
行
と
主
格
助
詞
ガ
の
発
達
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
柳
田
氏
が
注
目
す
べ
き
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
要
判
定
の
疑
問
表
現
に
於
い
て
、
主
格
を
承
け
る
文
中
の
ヤ
が
主
格
助
詞
ガ
の
発
達
に
よ
っ
て
ガ
に
置
き
換
え
ら
れ
て
、
古
代
語
の

「
某
刊
参
ら
ふ
。
」
（
「
某
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
）
と
い
う
形
式
が
「
某
叫
参
ら
ふ
叫
。
」
と
な
り
、
「
汝
ら
噛
ま
だ
下
ら
ぬ
顛
」
（
「
ま
だ
下

ら
ぬ
」
か
ど
う
か
を
問
う
）
と
の
区
別
が
ガ
と
ハ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
説
か
れ
た
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
が
、
主
格

に
立
つ
語
を
承
け
る
ヤ
が
主
格
助
詞
ガ
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
主
格
に
立
つ
語
を
承
け
る
ヤ
は
体
言
に
直
接
ヤ
が
付
く
と
い
う
慣
用
が
あ

疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
消
長
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

っ
た
た
め
に
ガ
と
の
連
接
が
許
さ
れ
ず
、
ヤ
が
排
除
さ
れ
た
と
説
か
れ
る
点
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

本
稿
で
は
格
助
詞
ガ
の
発
達
過
程
に
あ
っ
た
中
世
に
つ
い
て
、
中
世
前
期
の
資
料
と
し
て
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
を
取
り
上
げ
て
、
特
に

ヤ
の
機
能
に
つ
い
て
再
検
討
し
、
さ
ら
に
中
世
後
期
の
『
天
草
版
平
家
物
語
』
と
の
比
較
か
ら
、
文
中
ヤ
の
消
滅
と
ガ
の
発
達
と
の
関
連
に

つ
い
て
も
考
え
て
見
た
い
と
思
う
。
な
お
、
ヤ
と
カ
と
が
関
わ
る
疑
問
表
現
の
み
を
問
題
と
す
る
の
で
、
「
疑
問
詞

ヤ
・
カ
の
関
わ
ら
な
い
疑
問
表
現
は
考
察
の
対
象
に
入
れ
て
い
な
い
。

ゾ
。
」
形
式
等
の

二
、
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
に
於
け
る
ヤ
と
力
の
機
能

本
節
に
於
い
て
は
、
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
を
資
料
と
し
て
、
ヤ
と
カ
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
『
覚
一
本
』
　
の
疑
問
表
現
の
う
ち
、

（7）

ヤ
・
カ
の
関
わ
る
形
式
と
用
例
数
は
別
表
1
の
通
り
で
あ
る
。

1
、
要
説
明
の
疑
問
表
現

『
覚
一
本
』
に
於
け
る
要
説
明
の
疑
問
表
現
に
用
い
ら
れ
る
カ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
付
け
加
え
る
こ
と
は

な
い
。
た
だ
、
「
疑
問
詞
＋
カ
」
は
文
の
様
々
な
構
成
要
素
に
立
つ
が
、
疑
問
詞
が
ヲ
格
の
場
合
に
は
必
ず
格
助
詞
ヲ
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

①
我
方
ざ
ま
に
い
か
な
る
う
き
目
を
刻
み
ん
ず
ら
ん
と
、
な
げ
き
あ
ひ
…
（
下
2
3
7
・
2
）

（8）

『
覚
一
本
』
に
於
い
て
、
ヤ
が
疑
問
詞
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
疑
問
詞
（
…
）
ヤ
　
ー
　
」

と
「
疑
問
詞
！
ヤ
」
が
そ
れ
ぞ
れ
八
例
と
一
例
見
ら
れ
る
。

②
な
に
物
の
し
わ
ざ
に
刊
有
け
ん
、
落
書
を
ぞ
し
た
り
け
る
。
（
上
2
9
g
・
2
）

③
薩
摩
守
忠
度
は
、
い
づ
く
よ
り
刊
か
へ
ら
れ
た
り
け
ん
、
侍
五
醇
、
童
一
人
、
わ
が
身
共
に
七
騎
取
て
返
し
…
（
下
1
0
2
・
1
1
）

④
「
朝
敵
調
伏
せ
よ
と
仰
下
る
。
…
。
仇
是
を
調
伏
す
。
何
の
と
が
刊
候
べ
き
」
と
ぞ
申
け
る
。
（
上
根
・
9
）



〔
別
表
1
〕

要
説
明
の
疑
問
表
現

○
疑
問
詞
（
…
）
　
カ
1
。

○
疑
問
詞
（
…
）
　
カ
　
ー
　
ヤ
。

○
疑
問
詞

○
疑
問
詞
（
…
）
　
ヤ

○
疑
問
詞

要
判
定
の
疑
問
表
現

○
－
ヤ

カ
。

ヤ
。

カ
ヤ
。

二
一
三
例

六
例

二
〇
例

八
例

一
例

三
〇
七
例

一
五
五
例

三
四
例

九
例

（
間
一
〇
・
疑
五
〇
・
反
一
五
三
）

、01、

（
反
六
）

（
間
二
〇
）

（
疑
七
・
反
一
）

（
間
一
）

（
間
三
八
・
疑
二
四
二
・
反
二
七
）

（
問
六
四
・
疑
八
一
・
反
一
〇
）

（
間
一
六
・
反
一
八
）

へ
川
）

（
疑
九
）

（
注
　
「
間
」
は
問
い
、
「
疑
」

は
疑
い
、
「
反
」
は
反
語
）

⑤
「
。
い
づ
れ
の
文
欝
に
よ
っ
て
即
身
成
仏
の
ぎ
を
立
ら
る
ゝ
刊
。
…
」
と
の
給
へ
ば
（
下
聖
5
）

2
、
要
判
定
の
疑
問
表
現

本
稿
で
特
に
問
題
と
す
る
の
は
要
判
定
の
疑
問
表
現
に
於
け
る
ヤ
と
カ
で
あ
る
。
便
宜
、
カ
か
ら
見
て
ゆ
く
。

Ⅲ
文
末
カ
の
用
法

文
末
カ
は
一
五
五
例
あ
り
、
文
末
ヤ
を
圧
倒
し
て
い
る
。
『
覚
一
本
』
に
於
け
る
要
説
明
の
疑
問
表
現
は
、
文
末
の
カ
と
文
中
の
ヤ
と
が
大

勢
を
占
め
る
。
主
語
や
連
用
修
飾
語
は
ヤ
、
述
語
は
カ
が
承
け
る
と
い
う
役
割
分
担
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
文
末
カ
は
「
主
語
＋
述

疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
消
長
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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（11）

語
」
構
造
の
文
の
場
合
に
は
そ
の
殆
ど
が
「
A
可
B
カ
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
直
接
承
け
て
い
る
述
語
を

話
し
手
の
疑
問
の
焦
点
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

⑥
「
い
か
に
、
重
能
副
心
が
は
り
し
た
る
叫
、
け
ふ
こ
そ
わ
ろ
う
見
ゆ
れ
。
…
」
（
下
3
3
0
・
1
3
）

⑦
八
日
と
い
ふ
に
お
き
あ
が
〈
ツ
）
て
「
修
行
と
い
ふ
副
こ
れ
程
の
大
事
叫
」
と
人
に
と
へ
ば
…
（
上
3
5
4
・
3
）

⑧
「
や
ゝ
法
印
御
房
、
浄
海
が
申
虞
副
僻
事
叫
。
…
」
（
上
2
5
2
・
3
）

「
A
ハ
ア
ル
カ
」
と
い
う
形
式
で
人
の
在
・
不
在
を
問
う
疑
問
表
現
も
少
な
く
な
く
、
そ
の
A
は
殆
ん
ど
が
既
知
の
人
物
で
あ
る
。

⑨
さ
ぶ
ら
ひ
に
は
、
「
競
副
あ
る
叫
」
。
「
候
」
。
「
競
副
あ
る
叫
」
。
「
候
」
と
て
、
あ
し
た
よ
り
夕
に
及
ま
で
伺
候
す
。
（
上
2
9
4
・
1
1
）

⑩
「
…
。
貞
能
副
な
い
叫
。
少
将
に
洒
す
ゝ
め
よ
」
と
の
給
へ
ば
、
貞
能
御
酌
に
ま
い
り
た
り
。
（
上
2
4
6
・
1
6
）

⑪
城
の
う
ち
を
に
ら
ま
へ
、
大
音
声
を
あ
げ
て
、
「
こ
ぞ
の
冬
の
比
鎌
倉
を
い
で
L
よ
り
、
命
を
ば
兵
衛
佐
殿
に
た
て
ま
つ
り
、
か
ば
ね

を
ば
一
谷
で
さ
ら
さ
ん
と
お
も
ひ
き
（
ツ
）
た
る
直
実
ぞ
や
。
室
山
・
水
嶋
ニ
ケ
度
の
合
戦
に
高
名
し
た
り
と
な
の
る
越
中
次
郎
兵
衛
咄

な
い
刺
、
上
総
五
郎
兵
衛
、
悪
七
兵
衛
咄
な
い
叫
、
能
登
殿
噛
ま
し
ま
さ
ぬ
叫
。
高
名
も
敵
に
よ
9
）
て
こ
そ
す
れ
。
人
ご
と
に
あ
ふ

て
は
え
せ
じ
も
の
を
。
直
実
に
お
ち
あ
へ
や
お
ち
あ
へ
」
と
の
ゝ
し
9
）
た
り
。
（
下
2
0
4
・
3
～
4
）

⑩
⑪
で
は
「
な
い
か
」
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
疑
問
の
焦
点
が
述
語
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
後
述
の
「
A
判
あ
る
」
と
「
A
は

あ
る
叫
」
と
は
意
味
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
A
が
未
知
の
人
物
で
あ
る
場
合
も
稀
に
あ
る
（
一
例
の
み
）
。

⑫
「
。
此
程
に
平
家
の
う
し
ろ
矢
ゐ
つ
べ
い
物
は
な
い
叫
」
「
阿
波
民
部
重
能
が
お
と
ゝ
、
桜
間
の
介
能
遠
と
て
候
」
。
（
下
3
0
8
・
4
）

義
経
の
発
言
で
、
「
こ
の
付
近
に
平
家
の
味
方
で
、
わ
れ
わ
れ
に
う
し
ろ
矢
を
射
そ
う
な
者
は
な
い
か
」
と
問
う
て
い
る
。
義
経
に
と
っ
て
知

り
た
い
情
報
は
、
「
あ
る
か
な
い
か
」
の
み
で
は
な
く
、
「
う
し
ろ
矢
ゐ
つ
べ
い
物
」
が
誰
で
あ
る
か
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
答
え
に
も
「
阿

波
民
部
重
能
が
お
と
～
、
桜
間
の
介
能
遠
」
と
特
定
の
固
有
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

拗
文
末
ヤ
の
用
法



文
末
の
ヤ
は
三
十
四
例
あ
る
が
、
す
べ
て
活
用
語
の
終
止
形
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
。

⑬
「
君
は
い
ま
だ
し
ろ
し
め
さ
れ
さ
ぶ
ら
は
ず
刊
。
⊥
（
下
3
3
6
・
1
1
）

⑭
大
明
神
御
託
宣
あ
（
ツ
）
て
、
「
汝
し
れ
り
刊
、
忘
れ
り
刊
、
あ
る
聖
を
も
（
ツ
）
て
い
は
せ
し
事
は
。
…
」
（
上
禦
1
3
）

⑮
上
皇
仰
け
る
は
、
「
当
時
西
天
に
生
身
如
来
出
世
し
給
て
、
説
法
利
生
し
給
な
る
に
、
ま
い
り
て
ち
ゃ
う
も
ん
す
べ
し
刊
」
と
仰
ら
れ

け
れ
ば
　
（
下
2
9
8
・
3
）

⑯
「
こ
の
つ
ゐ
で
に
戒
を
も
た
ぼ
や
と
存
候
は
、
・
出
家
仕
候
は
で
は
か
な
ひ
候
ま
じ
や
l
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
（
下
聖
1
4
）

⑰
「
…
。
御
命
こ
い
う
け
ま
い
ら
せ
給
ひ
て
、
御
弟
子
に
せ
さ
せ
給
ひ
な
ん
刊
」
と
て
、
聖
に
た
ふ
れ
ふ
し
（
下
川
∵
3
）

⑩
「
…
。
ふ
み
を
や
ら
ぼ
や
と
思
は
。
た
づ
ね
て
ゆ
き
て
ん
刊
」
と
の
給
へ
ば
（
下
Ⅲ
・
1
3
）

⑳
は
八
歳
の
安
徳
天
皇
に
対
す
る
二
位
の
尼
の
こ
と
ば
、
⑭
は
夢
の
中
の
大
明
神
の
お
告
げ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
文
末
の
ヤ
は
、
問
い
か
け
て

返
答
を
期
待
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
自
分
の
判
断
を
相
手
に
持
ち
か
け
る
表
現
や
、
勧
誘
や
依
頼
の
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
終
止
形
を

承
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
末
ヤ
は
述
語
（
終
止
形
）
に
つ
い
て
疑
問
を
発
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
を
全
体
と
し
て

問
い
か
け
る
も
の
で
あ
る
。

㈲
文
中
ヤ
の
用
法

文
末
の
ヤ
は
文
全
体
を
疑
問
点
と
し
て
問
い
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
文
中
の
ヤ
も
文
全
体
を
疑
問
点
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
述
語
に
疑
問
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
、
ヤ
の
承
け
る
語
に
疑
問
の
焦
点
が
あ
る
と
言
え
る
例
を
挙
げ
る
。

⑩
片
折
戸
し
た
る
屋
を
見
つ
け
て
は
、
「
此
内
に
刊
お
は
す
ら
ん
」
と
、
ひ
か
へ
く
き
ゝ
け
れ
共
、
琴
ひ
く
所
も
な
か
り
け
り
。
（
上
3
2
7

4
）

⑳
熊
野
別
当
湛
増
は
、
平
家
へ
刊
ま
い
る
べ
き
、
源
氏
へ
刊
ま
い
る
べ
き
と
て
、
田
な
べ
の
新
熊
野
に
て
御
神
楽
奏
し
て
、
権
現
に
祈

疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
消
長
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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誓
し
た
て
ま
つ
る
。
（
下
3
2
7
・
5
）

⑩
は
、
高
倉
天
皇
の
命
令
で
小
督
の
行
方
を
探
し
て
い
る
仲
国
の
発
言
で
あ
る
。
小
督
が
「
ど
こ
に
い
る
か
」
を
捜
し
て
い
る
仲
国
の
発
言

で
あ
る
か
ら
前
提
は
「
小
督
は
ど
こ
か
に
お
は
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
疑
問
の
焦
点
は
「
此
処
」
に
あ
る
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
⑳
は
平
家
と
源
氏
の
い
ず
れ
に
与
す
る
べ
き
か
を
決
め
か
ね
て
い
る
熊
野
別
当
湛
増
の
心
話
で
あ
る
。
前
提
は
「
平
家
か
源
氏

か
の
ど
ち
ら
か
に
参
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
疑
問
の
焦
点
は
「
平
家
」
あ
る
い
は
「
源
氏
」
で
あ
る
。

⑳
三
位
中
将
申
さ
れ
け
る
は
、
「
重
衡
千
人
万
人
が
命
に
も
、
三
種
の
神
器
を
か
へ
ま
い
ら
せ
ん
と
は
、
内
府
以
下
一
門
の
物
共
、
一
人

も
よ
も
申
候
は
じ
。
も
し
女
性
に
て
候
へ
ば
、
母
儀
の
二
品
な
ん
ど
刊
さ
も
申
候
は
ん
ず
ら
ん
。
…
」
（
下
班
・
2
）

生
け
捕
り
に
な
っ
て
都
に
帰
さ
れ
た
三
位
中
将
重
衡
に
対
し
て
、
法
皇
か
ら
三
種
の
神
器
を
返
還
す
れ
ば
屋
島
に
帰
そ
う
と
の
申
入
れ
が
あ

り
、
そ
れ
を
聞
い
た
重
衡
が
、
「
私
の
命
を
三
種
の
神
器
と
交
換
し
よ
う
な
ど
と
言
う
者
は
我
が
一
門
に
居
る
は
ず
も
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と

を
言
う
人
が
い
る
と
す
れ
ば
、
も
し
女
性
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
母
の
二
位
の
尼
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
前
提
は
「
そ
う
い
う

こ
と
を
言
う
人
が
だ
れ
か
い
る
」
で
あ
っ
て
、
疑
問
の
焦
点
は
「
母
儀
の
二
品
な
ん
ど
」
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

⑳
何
事
や
ら
ん
と
て
、
御
前
ち
か
う
参
じ
た
れ
ば
、
「
な
ん
ぢ
も
し
小
督
が
行
ゑ
刊
し
り
た
る
」
。
仲
国
「
い
か
で
か
し
り
ま
い
ら
せ
候

べ
き
。
ゆ
め
〈
し
り
ま
い
ら
せ
ず
候
」
。
（
上
舗
・
4
）

⑳
は
小
督
の
行
方
を
高
倉
天
皇
が
仲
国
に
尋
ね
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
何
か
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
る
場
合
、
期
待
す
る

答
え
は
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
。
も
し
知
っ
て
い
て
も
「
知
っ
て
い
ま
す
」
と
の
み
答
え
た
の
で
は
疑
念
は
解
消
し
な
い
。
そ
の

何
か
に
対
す
る
情
報
、
⑳
で
は
「
小
督
の
ゆ
く
ゑ
」
が
重
要
で
あ
る
。
疑
問
の
焦
点
は
こ
こ
に
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

文
中
ヤ
の
疑
問
文
が
「
主
語
十
述
語
」
構
造
で
あ
る
場
合
、
『
覚
一
本
』
で
は
「
A
判
あ
る
」
形
式
で
人
の
在
・
不
在
を
問
う
も
の
が
多
い
。

す
で
に
見
た
如
く
、
「
A
は
あ
る
叫
」
の
場
合
は
述
語
の
「
あ
る
か
な
い
か
」
が
疑
問
の
焦
点
で
あ
っ
た
。
文
中
ヤ
の
場
合
は
A
に
疑
問
の
焦

点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。



⑳
「
若
此
辺
に
、
我
方
さ
ま
の
も
の
刊
あ
る
。
舟
に
の
ら
ぬ
先
に
い
ひ
を
く
べ
き
事
あ
り
。
m
冒
ま
い
ら
せ
よ
」
と
の
給
ひ
け
れ
ば
、

其
辺
を
は
し
り
ま
は
9
）
て
尋
け
れ
共
、
我
こ
そ
大
納
言
殿
の
方
と
云
者
一
人
も
な
し
。
（
上
川
・
＝
〇

⑭
判
官
涙
を
は
ら
ノ
＼
と
な
が
し
、
「
此
辺
に
た
9
）
と
き
僧
や
l
あ
る
」
と
て
、
た
づ
ね
い
だ
し
…
（
下
㍑
・
H
巳

⑳
伊
勢
三
郎
義
盛
を
め
し
て
、
「
あ
の
勢
の
な
か
に
、
し
か
る
べ
い
物
刊
あ
る
。
一
人
め
し
て
ま
い
れ
。
た
づ
ぬ
べ
き
事
あ
り
」
と
の
給

へ
ば
、
義
盛
畏
（
ツ
）
て
う
け
給
は
り
、
…
具
し
て
ま
い
り
た
り
。
（
下
3
0
7
・
1
0
）

⑳
大
音
声
を
あ
げ
て
、
「
此
御
中
に
、
甲
斐
の
二
条
次
郎
殿
の
御
手
の
大
判
在
ま
す
」
と
と
ひ
け
れ
ば
〒
聖
1
4
）

右
の
例
は
い
ず
れ
も
「
～
の
な
か
に
、
A
や
あ
る
」
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
⑳
は
大
納
言
成
親
が
流
罪
に
処
せ
ら
れ
児
島
に
移
さ
れ
る
途
中
、

付
添
い
の
武
士
に
問
い
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
「
我
方
さ
ま
の
も
の
」
に
つ
い
て
の
情
報
は
話
し
手
も
聞
き
手
も
共
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
こ
れ
は
旧
情
報
で
あ
る
。
し
か
し
、
話
し
手
の
成
親
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
は
知
る
と
こ
ろ
で
な
い
。
「
こ
の
辺
に

味
方
の
も
の
が
誰
か
い
る
」
を
前
提
と
し
た
疑
問
表
現
で
あ
り
、
そ
の
「
誰
か
」
が
知
り
た
い
の
で
あ
る
。
疑
問
の
焦
点
は
「
我
方
さ
ま
の

も
の
」
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
答
え
に
は
「
我
こ
そ
大
納
言
殿
の
方
と
云
者
一
人
も
な
し
」
の
よ
う
に
、
「
誰
か
」
に
対
す

る
情
報
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
⑳
⑳
⑳
も
こ
れ
と
同
様
に
解
さ
れ
る
。

⑳
入
道
相
国
、
「
大
判
あ
る
、
人
や
l
あ
る
」
と
め
さ
れ
け
れ
ど
も
、
お
り
ふ
し
人
も
ま
い
ら
ず
。
（
上
聖
1
4
）

⑳
は
、
遷
都
し
た
あ
と
の
平
家
の
人
々
の
夢
見
が
悪
く
な
り
、
清
盛
の
寝
室
に
も
物
の
怪
が
現
れ
た
た
め
に
、
驚
い
た
清
盛
が
人
を
呼
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
人
」
は
近
習
の
人
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
前
提
は
「
近
習
の
人
の
誰
か
が
い
る
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合

も
疑
問
の
焦
点
は
「
人
」
に
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。

次
の
例
は
「
A
や
あ
る
」
の
A
が
特
定
固
有
名
で
あ
る
。
A
が
既
知
で
あ
る
た
め
に
、
疑
問
の
焦
点
は
述
語
に
あ
る
よ
う
に
も
見
え
よ
う
。

⑳
い
ま
は
か
う
と
お
ぼ
え
け
る
時
、
か
9
）
ぱ
と
お
き
、
舟
の
へ
に
た
9
）
て
奥
の
方
を
に
ら
ま
へ
、
大
音
声
を
あ
げ
て
、
「
龍
王
や
l
あ
る
、

龍
王
や
l
あ
る
」
と
ぞ
よ
う
だ
り
け
る
。
（
上
3
6
2
・
1
1
）

疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
消
長
に
つ
い
て
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六
八

文
覚
が
天
龍
灘
を
船
で
下
ろ
う
と
し
て
い
た
時
、
大
風
大
波
が
立
っ
て
危
険
な
状
況
に
な
っ
た
の
で
、
海
を
荒
ら
す
も
の
で
あ
る
龍
神
に
向

か
っ
て
呼
び
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
文
脈
を
無
視
す
れ
ば
、
「
龍
王
は
い
る
か
」
の
意
で
疑
問
の
焦
点
は
「
い
る
」
に
あ
る
と
も
解
釈

で
き
る
。
し
か
し
、
海
を
荒
ら
し
て
い
る
張
本
人
が
龍
王
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
「
誰
か
（
海
を
荒
ら
す
も
の
）
が
い
る
」
と
い

ぅ
こ
と
を
前
提
と
し
た
疑
問
表
現
で
あ
る
。
疑
問
の
焦
点
は
「
龍
王
」
に
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
「
あ
る
か
ど
う
か
」
に
疑

問
の
焦
点
を
置
く
の
で
あ
れ
ば
、
「
龍
王
は
あ
る
叫
」
と
い
う
形
式
が
選
択
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
ヤ
は
そ
の
承
け
る
語
に
疑
問
の
焦
点
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
文
中
ヤ
の
機
能
は
、
そ
の
承

け
る
語
を
話
し
手
が
疑
っ
て
い
る
要
素
（
疑
問
の
焦
点
）
と
し
て
卓
立
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
、
文
中
ヤ
が
文
を
全
体
と
し
て
問
い
か
け
る
も
の
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
は
、
疑
問
の
前
提
を
ど
う
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
疑
問

の
焦
点
が
変
わ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
⑲
の
例
で
言
え
ば
、
前
提
を
「
小
督
は
何
ら
か
の
行
為
を
し
た
」
と
す
る
な
ら
ば
、
「
此
内
に
や
お
は
す

ら
ん
」
全
体
が
疑
問
の
焦
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
⑩
の
場
合
は
「
此
内
に
」
に
ヤ
が
付
い
て
い
る
以
上
、

前
提
は
「
小
督
は
ど
こ
か
に
お
は
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
文
中
ヤ
の
用
法
の
大
多
数
は
、
次
の
例
の
よ
う
に
、
「
～
に
や
」
「
～
と
や
」
で
後
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
表
現
の
慣
用

化
、
あ
る
い
は
「
に
」
や
「
と
」
は
そ
の
後
に
続
く
語
が
推
定
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
重
要
な
情
報
（
新
情
報
）
は
省
略
さ
れ
な
い
と

い
う
原
則
に
従
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。

⑳
新
大
納
言
「
是
に
て
矢
へ
と
に
刊
」
と
聞
給
へ
ば
、
さ
は
な
く
し
て
、
備
前
の
児
嶋
へ
な
が
す
べ
L
と
の
御
使
な
り
。
（
上
1
8
1
＝
望

こ
こ
で
、
先
学
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
例
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
み
よ
う
。
ヤ
は
文
を
全
体
と
し
て
問
い
か
け
る
と
さ
れ
る
阪
倉
氏
は
、
さ

き
に
あ
げ
た
『
竹
取
物
語
』
の
「
龍
の
頸
の
玉
刊
取
り
て
お
は
し
た
る
。
」
に
つ
い
て
、
「
大
納
言
が
龍
の
頸
の
玉
を
採
っ
て
き
た
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
を
、
全
体
的
に
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
、
「
龍
の
頸
の
玉
刈
取
り
て
お
は
し
た
る
」
と
言
え
ば
、
採
っ
て
き
た
の

（12）

が
龍
の
首
の
玉
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
文
脈
の
上
か
ら
み
て
、
「
大
納
言
は
何
か
を
採
っ



て
き
た
」
を
前
提
と
す
る
疑
問
表
現
で
あ
っ
て
、
疑
問
の
焦
点
は
「
龍
の
頸
の
玉
」
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

ヤ
は
述
語
に
疑
問
点
が
あ
る
と
さ
れ
る
近
藤
氏
が
挙
げ
ら
れ
た
例
の
う
ち
、
一
つ
は
さ
き
に
掲
げ
た
『
大
和
物
語
』
の
「
少
将
の
君
刊
お

は
し
ま
す
」
で
あ
る
。
文
脈
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
大
和
な
る
女
に
と
っ
て
少
将
の
君
は
既
知
の
人
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヤ
は
旧
情

報
を
承
け
て
い
て
、
述
語
「
お
は
し
ま
す
」
に
疑
問
点
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
は
、
前
提
を
「
少
将
の
君
は
何

ら
か
の
状
態
に
あ
る
」
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
は
大
和
が
情
を
交
わ
し
た
少
将
と
離
々
れ
に
な
っ
た
た
め
、
少
将
の
勤
務

先
ま
で
出
か
け
て
、
「
い
か
で
少
将
の
君
に
物
き
こ
え
む
」
と
す
る
が
、
ら
ち
が
あ
か
な
く
て
通
り
が
か
り
の
男
に
問
い
か
け
た
の
で
あ
っ
て
、

話
し
手
の
少
将
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
を
確
信
し
て
の
発
言
で
あ
る
。
「
（
こ
こ
に
は
）
誰
か
が
居
る
」
を
前
提
と
す
る
疑
問
表
現
で
あ
っ
て
、
「
少

将
の
君
が
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
」
の
意
と
解
釈
さ
れ
る
。
疑
問
の
焦
点
は
「
少
将
の
君
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
も
近
藤

氏
の
挙
げ
ら
れ
た
例
で
あ
る
。

○
か
ぐ
や
姫
、
ひ
か
り
刊
有
る
と
見
る
に
ほ
た
る
の
ひ
か
り
だ
に
な
し
。
（
竹
取
物
語
）

石
つ
く
り
の
皇
子
が
持
っ
て
き
た
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
に
つ
い
て
、
か
ぐ
や
姫
が
そ
の
真
偽
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
当
の
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
青
紺
ま
た
は
黒
の
光
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
か
ぐ
や
姫
が
そ
れ
を

確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
光
は
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。
前
提
は
「
仏
の
御
石
の
鉢
は
何
ら
か
の
特
質
が
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
本
当
に
仏
の
御
石
の
鉢
な
ら
ば
、
光
が
あ
る
だ
ろ
う
と
見
た
が
、
蛍
ほ
ど
の
光
も
無
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
「
光
」
に
疑
問
の
焦
点
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

『
覚
一
本
平
家
物
語
』
の
ヤ
の
用
法
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
、
次
に
は
、
こ
れ
が
室
町
後
期
の
『
天
草
版
平
家
物
語
』
で
ど
の
よ

（13）

う
に
変
化
し
て
い
る
か
を
主
格
助
詞
ガ
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て
見
る
こ
と
と
す
る
。

疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
消
長
に
つ
い
て
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三
、
『
天
草
版
平
家
物
語
』
　
の
ヤ
・
力

（14）

『
天
草
版
』
　
の
原
拠
と
な
っ
た
平
家
物
語
は
、
巻
三
ま
で
は
覚
一
本
、
そ
れ
以
降
は
百
二
十
句
本
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
『
天

草
版
』
　
の
疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
用
例
の
う
ち
原
拠
本
に
対
応
す
る
本
文
の
あ
る
用
例
に
つ
い
て
、
両
者
を
比
較
し
て
用
法
の
推
移
を
考
察
す

る
。
原
拠
本
と
し
て
は
、
巻
三
ま
で
は
古
典
大
系
本
（
『
覚
』
と
略
称
）
、
巻
四
～
巻
七
と
巻
九
～
巻
十
二
ま
で
は
斯
道
文
庫
蔵
カ
タ
カ
ナ
本
（
『
斯
』

と
略
称
）
、
巻
八
は
京
都
府
立
資
料
館
本
を
用
い
た
。

は
じ
め
に
、
『
天
草
版
』
に
於
け
る
疑
問
衷
現
（
ヤ
・
カ
を
含
む
も
の
）
の
概
要
に
つ
い
て
、
形
式
と
用
例
数
を
纏
め
る
と
別
表
2
の
通
り
で

（15）
あ
る
。
要
説
明
の
疑
問
表
現
は
旧
来
の
「
疑
問
詞
（
…
）
カ
　
　
ー
　
　
」
の
他
に
新
た
な
形
式
で
あ
る
「
疑
問
詞
　
　
－
　
　
カ
」
も
こ
れ
と
同
じ
程

度
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
要
判
定
の
疑
問
表
現
で
は
、
文
末
カ
が
八
割
以
上
を
占
め
て
い
て
、
文
中
ヤ
か
ら
文
末
カ
へ
の
移
行
が
著
し
い
。

し
か
し
、
文
中
ヤ
も
末
だ
残
存
し
て
い
る
。

〔
別
表
2
〕



1
、
要
説
明
の
疑
問
表
現

原
拠
本
の
「
疑
問
詞
（
…
）
カ
ー
」
は
『
天
草
版
』
で
は
次
の
二
形
式
に
な
る
。

I
『
天
草
版
』
で
も
「
疑
問
詞
（
…
）
カ
1
」
（
三
十
七
例
）

‥
n
『
天
草
版
』
で
は
「
疑
問
詞
1
カ
」
（
十
一
例
）

但
し
、
i
の
場
合
で
も
反
語
表
現
の
場
合
に
は
『
天
草
版
』
で
は
文
末
に
ゾ
が
添
加
さ
れ
る
例
も
あ
り
衰
退
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。
（
原
拠

本
の
用
例
に
は
〇
、
『
天
草
版
』
の
用
例
に
は
◎
を
付
す
。
）

O
「
此
君
ノ
御
為
二
命
ヲ
捨
ン
1
誰
カ
l
惜
奉
ル
ベ
キ
」
ト
感
涙
身
ニ
ア
マ
リ
（
『
斯
』
6
4
6
）

◎
「
こ
の
君
の
お
た
め
に
命
を
捨
て
う
こ
と
、
誰
叫
惜
し
か
ら
う
判
」
感
涙
を
流
し
（
m
・
仰
望

原
拠
本
に
は
「
疑
問
詞
！
ヤ
」
（
二
例
）
、
「
疑
問
詞
＋
ヤ
　
ー
　
」
（
一
例
）
と
い
っ
た
疑
問
詞
と
と
も
に
用
い
る
ヤ
が
見
ら
れ
る
が
、

そ
れ
ら
も
『
天
草
版
』
で
は
「
疑
問
詞
1
カ
」
に
な
っ
て
い
る
。

ヲ

サ

ナ

キ

　

l

1

　

－

O
「
少
人
ハ
鳶
二
候
ヤ
」
下
問
レ
ケ
レ
ハ
…
（
『
斯
』
7
5
3
）

◎
「
幼
い
人
は
叫
瑚
引
に
ご
ざ
る
剖
」
と
間
は
れ
た
れ
ば
…
（
…
聖
琶

○
…
、
イ
カ
ナ
ル
大
判
ヨ
ミ
タ
リ
ケ
ン
、
（
『
斯
』
型

◎
…
、
何
者
瑚
詠
う
だ
叫
、
（
1
3
1
・
1
8
）

最
後
の
例
は
文
中
の
ヤ
が
主
格
助
詞
ガ
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
『
天
草
版
』
で
は
主
格
助
詞
ガ
は
極
め
て
盛
ん
で
あ
る

（16）

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
疑
問
詞
を
承
け
る
カ
が
ガ
に
な
る
例
は
稀
で
あ
る
。

2
、
要
判
定
の
疑
問
表
現

の
文
末
の
カ
・
ヤ
の
対
応
形
式

原
拠
本
の
文
末
カ
は
『
天
草
版
』
で
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
八
十
五
例
）
。
そ
し
て
、
「
主
語
＋
述
語
」
構
造
の
場
合
、
原
拠
本

疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
消
長
に
つ
い
て
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－
パ
　
ー
　
カ
。
」
形
式
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

「
四
郎
殿
パ
透
り
玉
ヒ
ヌ
ル
刺
、
サ
ガ
ツ
テ
ヲ
ワ
ス
ル
カ
l
L
「
サ
カ
ラ
セ
玉
ヒ
テ
候
」
ト
答
フ
。
（
『
斯
』
型

「
四
郎
殿
は
お
通
り
あ
っ
た
叫
？
さ
が
っ
て
お
ぢ
や
る
刺
？
」
「
さ
が
ら
せ
ら
れ
て
ご
ざ
る
」
と
答
ゆ
る
。
（
2
3
2
・
3
）

「
…
。
越
中
ノ
二
郎
兵
衛
可
ナ
イ
刺
、
…
又
能
登
殿
可
ヲ
ワ
セ
ヌ
カ
。
…
」
ト
ソ
旬
ケ
ル
（
『
斯
』
型

「
…
。
越
中
の
次
郎
兵
衛
咄
な
い
叫
？
能
登
殿
咄
ご
ざ
ら
ぬ
叫
？
：
」
と
の
の
し
る
に
よ
っ
て
（
2
6
5
・
2
1
）

原
拠
本
の
文
末
ヤ
も
『
天
草
版
』
で
は
文
末
カ
に
な
る
（
九
例
）
。

O
「
…
、
太
政
大
臣
の
官
に
至
る
人
の
甲
胃
を
よ
ろ
ふ
事
、
礼
義
を
背
に
あ
ら
ず
や
l
。
…
」
（
『
覚
』
上
1
7
2
・
5
）

◎
「
…
、
太
政
大
臣
の
官
に
い
た
る
人
の
甲
胃
を
鎧
ふ
こ
と
、
礼
儀
を
そ
む
く
で
は
ご
ざ
な
い
叫
？
：
。
」
（
亜
・
ほ
）

O
「
汝
可
知
ス
刊
。
…
」
（
『
斯
』
Ⅲ
）

◎
「
汝
咄
知
ら
ぬ
叫
？
：
」
（
3
1
8
・
3
）

拗
文
中
ヤ
の
対
応
形
式

さ
て
、
問
題
と
す
る
原
拠
本
の
文
中
ヤ
で
あ
る
が
、
『
天
草
版
』
と
の
対
応
は
、

i
　
『
天
草
版
』
　
で
は
文
中
カ
　
（
四
例
）

‥
1
1
　
『
天
草
版
』
　
で
は
文
末
カ
　
（
六
十
七
例
）

一
1
1
1
　
『
天
草
版
』
　
で
も
文
中
ヤ
　
（
三
十
二
例
）

の
三
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

1
類
に
つ
い
て
、
『
天
草
版
』
に
は
疑
問
詞
と
共
起
し
な
い
文
中
カ
が
七
例
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
連
用
修
飾
語
に
つ
く
ニ
カ
で
あ
る
。
そ
の

う
ち
原
拠
本
に
対
応
す
る
本
文
が
あ
る
四
例
は
原
拠
本
で
は
ニ
ヤ
と
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
『
天
草
版
』
に
見
え
る
疑
問
詞
と
共
起
し
な
い
文
中

カ
は
口
語
訳
上
に
生
じ
た
語
法
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。



○
其
し
る
L
に
や
、
宿
病
た
ち
ど
こ
ろ
に
い
へ
て
、
天
命
を
全
う
す
。
（
『
覚
』
上
9
0
・
9
）

◎
天
道
か
ら
そ
の
所
作
を
御
受
納
な
さ
る
る
し
る
L
に
叫
、
病
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
平
癒
し
て
、
（
1
1
・
5
）

O
「
哀
レ
是
レ
ハ
斉
藤
別
当
実
盛
ニ
テ
刊
ア
ラ
ン
、
…
」
（
『
斯
』
埜

◎
「
あ
は
れ
、
こ
れ
は
実
盛
で
叫
あ
る
ら
う
、
…
」
（
1
7
1
・
1
0
）

主
格
助
詞
ガ
と
の
関
連
が
あ
る
の
は
‥
1
1
類
と
一
1
1
1
類
に
於
け
る
ガ
格
に
立
つ
語
を
承
け
る
ヤ
で
あ
る
。
‥
1
1
類
は
六
十
七
例
で
あ
る
が
、
そ
の

う
ち
ガ
格
に
立
つ
語
を
承
け
る
ヤ
は
十
五
例
で
あ
る
。
そ
の
十
五
例
中
十
三
例
が
『
天
草
版
』
　
で
は
ガ
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
他
に
ハ

（17）

に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
一
例
、
そ
の
他
一
例
で
あ
っ
て
、
『
天
草
版
』
で
は
ガ
格
に
立
つ
語
を
承
け
る
ヤ
は
ガ
に
置
き
換
え
ら
れ
る

と
言
っ
て
よ
い
。

○
…
、
平
家
ハ
運
刊
尽
ヌ
ラ
ン
、
大
勢
ト
コ
ソ
見
テ
ン
ケ
レ
　
（
『
斯
』
6
4
2
）

◎
…
、
平
家
は
運
鋼
尽
き
た
叫
、
…
（
3
3
1
・
1
3
）

○
…
、
ナ
ヲ
命
刊
惜
カ
リ
ケ
ン
、
…
（
『
斯
』
6
7
6
）

◎
…
、
な
は
命
刺
惜
し
か
っ
た
叫
、
…
（
3
5
1
・
2

ア
ツ
ハ

0
「
・
。
哀
レ
案
内
知
タ
ル
者
刊
ア
ル
」
ト
ロ
々
二
申
ス
所
ニ
…
（
『
斯
』
5
1
g
）

◎
あ
は
れ
、
案
内
を
知
っ
た
者
瑚
あ
る
叫
と
口
々
に
申
す
と
こ
ろ
で
、
…
（
2
5
8
・
鬱

O
「
此
中
二
一
条
次
郎
殿
ノ
手
ノ
大
判
ヲ
ワ
ス
ル
」
ト
呼
ケ
リ
。
（
『
斯
』
塑

◎
「
こ
の
う
ち
に
一
条
の
次
郎
殿
の
手
の
大
胡
ご
ざ
る
刺
」
と
呼
ば
は
っ
た
れ
ば
（
2
5
0
・
1
）

○
判
官
悲
ミ
玉
ヒ
テ
「
此
辺
二
僧
刊
ア
ル
」
ト
宣
ハ
…
（
『
斯
』
6
4
6
・
6
）

◎
義
経
悲
し
ま
せ
ら
れ
て
、
「
こ
の
辺
に
僧
瑚
あ
る
珂
」
と
間
は
せ
ら
る
れ
ば
（
3
3
4
・
1
3
）

主
格
助
詞
ガ
の
発
達
と
文
中
ヤ
の
消
滅
と
の
関
連
に
つ
い
て
柳
田
氏
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
古
代
語
で
は
「
～
を
や

疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
消
長
に
つ
い
て
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七
四

～
」
「
～
に
や
～
」
「
～
と
や
～
」
　
の
よ
う
に
、
ヲ
（
ヲ
格
は
ヲ
の
無
い
場
合
も
あ
る
）
・
ニ
・
ト
な
ど
の
格
に
は
そ
の
助
詞
の
下
に
ヤ
を
付
し
て

い
た
が
、
主
格
の
場
合
は
「
前
の
世
に
も
御
契
刊
深
か
り
け
む
。
」
（
源
氏
物
語
）
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
示
す
助
詞
が
無
か
っ
た
た
め
に
体
言
に

直
接
ヤ
を
付
し
て
い
た
。
こ
れ
が
長
い
間
の
慣
用
と
し
て
固
定
化
し
て
い
た
た
め
に
、
ガ
と
ヤ
と
の
連
接
が
許
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
に
ガ
格

に
付
く
ヤ
が
ガ
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
他
の
格
に
も
広
が
っ
て
ゆ
き
、
文
中
の
ヤ
は
衰
退
し
た
。

注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
が
、
ヤ
の
機
能
を
省
み
る
と
き
別
の
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ヤ
の
機
能
は
疑
問
の
焦

点
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
主
格
助
詞
ガ
は
周
知
の
如
く
未
知
の
情
報
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
主
格
に
立
つ
語
に
は

ヤ
が
直
接
付
く
と
い
う
慣
用
が
あ
っ
た
た
め
に
ガ
が
入
り
込
め
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
ヤ
と
ガ
と
は
連
接
す
る
必
要
が
無
か
っ
た
の
だ

と
考
え
る
方
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
中
ヤ
が
ハ
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
例
も
一
例
な
が
ら
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別
の
理
由

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

◎
重
衡
「
今
は
か
か
る
身
に
な
っ
て
ご
ざ
れ
ば
、
一
門
に
面
を
あ
は
せ
う
ず
る
と
も
存
ぜ
ぬ
、
女
性
で
あ
れ
ば
、
二
位
の
尼
な
ど
副
い

ま
一
度
見
う
と
も
思
は
れ
う
刺
、
そ
の
ほ
か
に
あ
は
れ
を
か
け
う
ず
る
者
あ
ら
う
ず
る
と
も
存
ぜ
ぬ
。
…
」
（
2
9
2
・
4
）

前
掲
の
『
覚
一
本
』
㊧
に
対
応
す
る
例
で
あ
る
が
原
拠
本
の
『
斯
道
文
庫
本
』
は
『
覚
一
本
』
と
内
容
が
異
な
っ
て
い
て
、
「
今
ハ
カ
、
ル
身

二
成
テ
候
へ
ハ
、
一
門
面
ヲ
合
ス
ヘ
シ
ト
モ
覚
ヱ
ス
候
フ
、
女
性
ニ
テ
ヲ
ワ
ス
レ
ハ
、
二
位
尼
ナ
ン
ト
刊
、
今
一
度
ミ
ン
ト
モ
思
ハ
ン
ス
ラ

ン
、
其
ノ
外
哀
ヲ
懸
ク
へ
キ
者
有
へ
シ
ト
モ
覚
ヱ
ス
候
」
　
（
型
と
あ
る
。
『
斯
道
文
庫
本
』
で
は
「
二
位
尼
」
と
「
其
ノ
外
哀
ヲ
懸
ク
へ
キ
者
」

と
が
対
比
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
　
『
天
草
版
』
　
で
は
ハ
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

主
格
以
外
の
格
に
立
つ
語
を
承
け
る
ヤ
は
原
拠
本
で
は
「
～
に
や
～
」
「
～
を
や
～
」
「
～
と
や
～
」
等
、
他
の
助
詞
と
と
も
に
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
『
天
草
版
』
　
で
は
、

○
今
は
の
時
に
な
り
し
か
ば
、
さ
す
が
心
材
刊
か
ゝ
ら
れ
け
ん
、
…
（
『
覚
』
上
1
8
3
・
1
3
）

◎
い
ま
は
の
時
に
な
れ
ば
、
さ
す
が
心
吋
か
か
っ
た
叫
、
…
（
5
7
・
琶



○
判
官
、
叶
ハ
シ
ト
ヤ
忠
レ
ケ
ン
、
…
（
『
斯
』
6
6
8
）

◎
河
野
こ
れ
を
聞
い
て
、
か
な
う
ま
じ
い
日
思
う
た
叫
、
…
（
2
5
3
・
鬱

○
…
ト
、
口
々
二
申
セ
ハ
、
入
道
心
外
刊
知
り
玉
ヒ
ケ
ン
、
…
（
『
斯
』
型

◎
…
と
、
口
々
に
申
さ
れ
た
れ
ば
、
三
位
の
入
道
は
そ
れ
が
心
劃
し
ら
れ
た
叫
、
（
1
2
0
・
2
）

の
よ
う
に
、
ヤ
の
み
が
消
去
さ
れ
て
文
末
に
カ
が
置
か
れ
る
。
そ
し
て
、
原
拠
本
で
ヲ
格
の
語
に
ヤ
が
単
独
で
付
い
て
い
る
場
合
は
『
天
草

版
』
　
で
は
ヤ
が
ヲ
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

O
「
…
。
是
で
い
ひ
つ
る
様
に
、
入
道
が
許
へ
射
手
な
（
ン
）
ど
刊
む
か
へ
ん
ず
ら
ん
」
と
の
給
へ
ば
（
『
覚
』
上
1
7
6
・
1
2
）

◎
「
…
。
こ
れ
で
言
う
た
や
う
に
清
盛
が
も
と
へ
討
手
な
ど
到
迎
へ
う
ず
る
叫
」
と
言
は
れ
た
れ
ば
（
5
0
・
2

0
「
是
は
都
よ
り
な
が
さ
れ
給
し
、
法
勝
寺
執
行
御
房
と
中
人
の
、
御
行
え
刊
知
り
た
る
」
と
間
に
（
『
覚
』
上
2
3
4
・
1
0
）

◎
「
こ
れ
は
都
か
ら
流
さ
れ
ら
れ
た
俊
寛
と
い
ふ
人
の
ゆ
く
へ
到
知
っ
た
刺
」
と
問
う
に
（
8
6
・
曇

か
く
の
如
く
ヲ
格
に
立
つ
語
を
承
け
る
ヤ
が
ヲ
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
と
、
ガ
格
に
立
つ
語
を
承
け
る
ヤ
が
ガ
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
と
は
同
一
の
変
化
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
文
中
の
ヤ
は
主
格
と
他
の
格
と
を
問
わ
ず
、
文
の
成
分
の
格
関
係
を
明
示
し

ょ
う
と
す
る
流
れ
の
な
か
で
消
滅
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
い
て
、
文
中
ヤ
の
消
滅
と
文
末
カ
へ
の
一
本
化
は
「
論
理

的
表
現
」
　
へ
の
志
向
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

な
お
、
『
天
草
版
』
に
は
文
中
ヤ
も
残
存
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
原
拠
本
に
対
応
す
る
文
が
あ
る
一
1
1
1
類
三
十
二
例
の
う
ち
、
「
い
ま
や
」
「
か

く
や
」
と
い
っ
た
慣
用
句
や
歌
の
例
等
を
除
く
十
八
例
を
見
る
と
、
ニ
ヤ
・
ト
ヤ
・
（
ニ
）
　
モ
ヤ
の
他
に
ガ
格
を
承
け
る
ヤ
も
あ
る
。

○
も
し
か
様
の
も
の
も
、
し
う
の
御
ゆ
く
え
知
た
る
事
刊
あ
ら
ん
と
（
『
覚
』
上
2
3
4
・
9
）

◎
も
し
こ
の
や
う
な
も
の
も
わ
が
主
の
お
ん
ゆ
く
へ
を
知
る
こ
と
叫
刊
あ
ら
う
か
と
（
8
6
・
9
）

イ

ト

ヽ

　

　

－

○
…
、
幽
二
間
ユ
ル
ヱ
イ
ヤ
声
へ
、
最
哀
ヤ
増
リ
ケ
ン
。
（
『
斯
』
　
5
5
7
）

疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
消
長
に
つ
い
て
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◎
…
、
か
す
か
に
聞
ゆ
る
え
い
や
声
い
と
ど
あ
は
れ
や
ま
さ
り
つ
ら
う
。
（
2
8
2
ふ
望

し
か
し
、
文
末
カ
の
形
式
に
移
行
し
た
も
の
に
比
し
て
文
中
ヤ
は
会
話
文
と
地
の
文
と
い
う
位
相
差
も
文
構
成
上
の
差
異
も
特
に
認
め
が
た

く
、
古
形
の
残
存
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
原
拠
本
の
「
人
や
あ
る
」
が
そ
の
ま
ま
『
天
草
版
』
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ

る
。

○
法
皇
御
庵
室
二
人
ラ
セ
玉
ヒ
テ
「
大
判
ア
ル
ノ
＼
」
ト
召
サ
レ
ケ
レ
ト
モ
…
（
『
斯
』
7
6
3
）

◎
法
皇
御
庵
室
に
人
ら
せ
ら
れ
て
「
入
朝
あ
る
7
人
刊
あ
る
」
と
召
さ
れ
た
れ
ど
（
3
9
7
・
1
）

「
人
や
あ
る
」
は
「
誰
か
い
る
か
」
の
意
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
主
格
助
詞
ガ
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
『
天

草
版
エ
ソ
ポ
物
語
』
で
も
疑
問
詞
を
承
け
る
カ
（
問
い
）
と
し
て
は
「
誰
カ
ア
ル
」
の
み
が
慣
用
表
現
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
を
柳
田
氏
は

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

四
、
結
　
　
び

本
稿
で
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
要
約
し
て
結
び
と
し
た
い
。
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
に
於
け
る
疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
機
能
に
つ
い
て
、
カ
は
従

来
説
か
れ
て
き
た
よ
う
に
疑
問
の
佳
憲
を
表
す
語
に
直
接
付
く
も
の
で
あ
る
。
文
中
ヤ
は
述
語
に
疑
問
点
が
あ
っ
て
文
を
全
体
と
し
て
問
い

か
け
る
も
の
の
よ
う
に
も
説
か
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
疑
問
表
現
の
前
提
の
捉
え
方
に
起
因
す
る
の
で
あ
っ
て
、
中
世
に
於
け
る
文
中
ヤ
は

要
判
定
の
疑
問
文
に
於
い
て
、
そ
の
承
け
る
語
が
疑
問
の
焦
点
で
あ
る
こ
と
を
卓
立
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
天
草
版
平
家
物
語
』
の
疑
問
表
現
に
つ
い
て
原
拠
本
と
の
対
応
を
見
る
に
、
原
拠
本
の
主
格
に
立
つ
語
を
承
け
る
ヤ
の
多
く
は
『
天
草
版
』

で
は
主
格
助
詞
ガ
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
文
中
ヤ
は
曲
調
終
止
法
の
衰
退
と
文
の
成
分
の
格
関
係
を
明
示
し
ょ
う
と
す
る
流
れ
の
中
で

消
滅
す
る
の
で
あ
る
が
、
ヤ
は
疑
問
の
焦
点
を
卓
立
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
主
格
助
詞
ガ
の
発
達
に
伴
っ
て
主
格
に
立
つ
語
を

承
け
る
ヤ
は
未
知
の
情
報
を
承
け
る
ガ
に
そ
の
ま
ま
置
き
換
え
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
文
中
ヤ
が
消
滅
し
文
末
カ
に
移
行
し
た
結
果
、



カ
は
疑
問
の
焦
点
を
表
す
語
に
直
接
付
く
の
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
主
語
＋
述
語
」
構
造
の
文
に
つ
い
て
は
「
1
ハ
1
－
カ
。
」

と
「
－
ガ
ー
カ
。
」
と
の
二
形
式
に
よ
っ
て
、
疑
問
の
焦
点
が
主
語
に
あ
る
か
述
語
に
あ
る
か
の
区
別
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（2）

（3）（4）（5）

（6）（7）

沢
田
美
代
子
氏
「
助
詞
カ
・
ヤ
の
歴
史
的
変
遷
」
（
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要
」
8
　
昭
和
竺

長
瀬
富
子
氏
「
室
町
時
代
の
疑
問
表
現
－
助
詞
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
「
言
語
と
文
芸
」
5
4
　
昭
和
竺

山
口
尭
二
氏
『
日
本
語
疑
問
表
現
通
史
』
（
平
成
2
）

阪
倉
篤
義
民
「
文
法
史
に
つ
い
て
－
琵
表
現
の
変
遷
を
一
例
と
し
て
－
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
聖
1
0
　
『
文
章
と
表
現
』
昭
和
5
0
年
再
録
）

同
　
　
　
「
反
語
に
つ
い
て
」
（
「
万
葉
」
昭
和
3
2
・
1
『
文
章
と
表
現
』
昭
和
5
0
年
再
録
）

同
　
　
　
　
「
疑
問
表
現
の
変
遷
」
（
『
日
本
語
表
現
の
流
れ
』
平
成
5
）

柳
田
征
司
氏
『
室
町
時
代
の
国
語
』
（
昭
6
0
　
第
二
章
　
第
二
節
）

松
下
氏
は
、
「
○
春
刊
と
き
花
や
遅
き
と
聞
き
分
か
む
鴬
だ
に
も
鳴
か
ず
も
あ
る
か
な
（
古
今
集
）
」
は
二
「
春
」
と
い
う
も
の
を
一
つ
決
め
て
置

い
て
其
の
春
が
早
過
ぎ
る
の
か
ど
う
か
を
疑
ふ
の
で
あ
る
。
「
春
や
と
き
」
は
「
春
が
早
い
の
か
」
の
意
で
あ
る
。
春
は
決
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
疑
ふ

の
は
そ
の
早
い
か
ど
う
か
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
、
ヤ
を
「
一
定
的
疑
問
」
、
カ
を
「
不
定
的
或
は
例
示
的
疑
問
」
と
説
明
さ
れ
る
（
『
改
撰
標
準
日
本

文
法
』
）
。

松
尾
捨
次
郎
氏
も
、
文
中
ヤ
は
そ
れ
が
承
け
る
も
の
が
疑
問
点
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
「
く
ひ
な
刊
た
ゝ
く
。
」
な
ど
の
場

合
二
た
ゝ
く
は
く
ひ
な
か
、
人
か
。
」
と
「
水
鶏
の
叩
く
か
風
等
の
音
か
。
」
と
の
二
様
に
解
釈
し
う
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
・
1

「
其
の
助
詞
が
、
単
に
其
の
上
の
語
に
附
い
た
と
い
ふ
意
識
」
と
、
‥
1
1
「
其
の
助
詞
が
、
そ
の
文
・
句
の
係
と
な
っ
て
、
述
語
に
対
し
て
其
の
力
を

及
す
者
で
あ
る
と
い
ふ
意
識
」
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
（
『
国
語
法
論
致
　
追
補
版
』
昭
和
型
。

「
古
文
に
お
け
る
疑
問
表
現
」
（
『
国
文
法
講
座
　
3
』
明
治
書
院
　
昭
和
竺

「
中
古
助
詞
「
や
」
の
構
文
的
機
能
」
（
「
国
語
学
」
一
六
二
集
　
平
成
2
・
9
）

「
情
報
構
造
と
し
て
の
係
結
び
」
（
「
国
語
国
文
学
」
3
2
　
平
成
5
・
3
）

注
Ⅲ
柳
田
氏
論
文
。
以
下
同
じ
。

『
古
典
文
学
大
系
』
所
収
本
文
に
よ
る
。

疑
問
助
詞
ヤ
・
カ
の
消
長
に
つ
い
て
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八

（
8
）
　
石
井
文
夫
氏
「
中
世
の
疑
問
助
詞
八
や
）
に
つ
い
て
－
文
の
な
か
に
あ
る
ば
あ
い
ー
」
　
（
「
未
定
稿
」
3
　
昭
和
3
1
）
。
な
お
、
中
古
か
ら
見
ら
れ
る
「
な

ど
や
」
　
は
除
外
し
て
い
る
。

（
9
）
　
「
疑
問
詞
－
「
ゾ
ヤ
。
」
、
「
疑
問
詞
（
…
）
　
カ
　
ー
　
ヤ
。
」
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。

○
宮
腹
の
女
房
「
さ
て
も
一
日
、
な
に
と
て
扇
を
ば
つ
か
ひ
や
み
し
ぞ
や
」
と
と
は
れ
け
れ
ば
　
（
上
3
6
7
・
1
3
）

〇
一
万
の
開
け
ん
に
お
い
て
は
、
い
か
で
叫
そ
の
な
げ
き
な
か
ら
ん
刊
。
（
上
2
9
8
・
3
）

○
御
折
の
高
僧
達
、
い
づ
れ
叫
そ
ら
く
あ
ら
む
刊
。
（
下
1
2
5
・
2

0
「
。
今
度
平
氏
の
頸
ど
も
大
路
を
わ
た
さ
れ
ず
は
、
自
今
以
後
な
ん
の
い
さ
み
あ
ッ
て
叫
凶
戌
を
し
り
ぞ
け
ん
刊
」
と
、
両
人
頻
に
う
ッ
た
へ

申
あ
ひ
だ
　
（
下
2
3
8
・
1
1
）

こ
の
よ
う
な
ヤ
は
漢
文
訓
読
語
法
の
「
革
1
－
ヤ
。
」
、
「
ナ
ン
ゾ
　
ー
　
ヤ
。
」
な
ど
と
同
じ
く
、
詠
嘆
と
考
え
る
べ
き
か
と
も
思
わ
れ
る
。
な
お
、

「
ヤ
ラ
ン
」
は
除
外
し
て
い
る
。

（
1
0
）
　
「
　
　
－
　
　
カ
ヤ
。
」
が
九
例
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
慣
用
句
的
用
法
で
あ
る
。

O
「
是
は
さ
れ
ば
夢
か
や
、
夢
か
」
と
ぞ
驚
か
れ
け
る
。
（
上
2
6
1
・
2
）

（
1
1
）
　
他
に
、
ノ
、
ガ
が
そ
れ
ぞ
れ
一
例
、
無
助
詞
が
一
例
で
あ
る
。
ガ
の
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

O
「
…
。
た
と
へ
ば
都
の
守
護
し
て
あ
ら
ん
も
の
叫
馬
一
匹
づ
ゝ
か
う
て
の
ら
ざ
る
べ
き
叫
。
…
」
（
下
1
5
2
・
1
6
）

（
1
2
）
　
『
日
本
語
表
現
の
流
れ
』

（
1
3
）
　
亀
井
高
孝
・
阪
田
雪
子
氏
潮
字
『
ハ
ビ
ヤ
ン
抄
キ
リ
シ
タ
ン
版
平
家
物
語
』
　
に
よ
る
。

（
1
4
）
　
清
瀬
良
一
氏
『
天
草
版
平
家
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
　
（
昭
和
5
7
）

（
1
5
）
　
喜
一
検
校
と
右
馬
之
允
と
の
対
話
や
序
文
は
除
く
。
ま
た
ゾ
ヤ
も
対
象
か
ら
外
す
。

（
埜
　
寿
岳
章
子
氏
は
史
記
抄
で
も
主
述
関
係
に
あ
る
場
合
で
無
助
詞
で
あ
る
の
は
「
ア
リ
」
「
ナ
シ
」
の
如
き
定
型
表
現
や
文
語
風
の
表
現
の
場
合
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
「
室
町
時
代
の
「
の
・
が
」
　
『
室
町
時
代
語
の
表
現
』
所
収
）
。
な
お
、
類
例
に
次
が
あ
る
。

○
何
者
珂
こ
の
国
に
ゐ
て
平
家
の
方
人
を
す
る
か
と
…
の
の
し
る
と
こ
ろ
に
（
1
5
8
・
1
5
）

○
誰
が
漏
ら
い
た
か
、
…
（
2
7
・
1
3
）

（
1
7
）
　
そ
の
他
と
し
た
の
は
次
の
例
で
あ
る
。

○
…
を
、
あ
な
が
ち
に
法
皇
の
と
が
め
給
ふ
べ
き
様
や
あ
る
。
」
　
（
『
覚
』
　
1
5
3
・
1
）

◎
…
と
て
、
あ
な
が
ち
に
法
皇
の
お
香
め
あ
ら
う
ず
る
こ
と
叫
？
（
2
2
0
・
2
0
）




