
一
　
は
じ
め
に
─
問
題
の
所
在

　
平
家
の
盛
衰
を
諸
行
無
常
と
い
う
仏
教
言
説
の
枠
の
中
で
語
り
つ
つ
も
、
争

乱
の
中
で
命
を
落
と
し
た
り
、
葛
藤
し
、
苦
し
み
を
抱
い
て
生
き
て
い
っ
た
り

し
た
者
た
ち
の
〝
生
〟
を
語
り
出
そ
う
と
す
る
『
平
家
物
語
』
は
、
日
本
中
世
、

近
世
に
お
い
て
絵
画
化
さ
れ
て
い 

。

　
そ
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
〈
一
の
谷
合
戦
〉
を
大
き
く
描
い
た
屏
風
絵
が
あ
る
。

〝
一
の
谷
合
戦
図
屏
風
〟
で
あ
る
。
現
存
最
古
の
も
の
は
、
室
町
時
代
末
と
推
察

さ
れ
て
い
る
智
積
院
蔵
「
一
の
谷
合
戦
図
屏
風
」
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
降

は
現
存
す
る
も
の
も
多
く
、
か
ね
て
か
ら
川
本
桂
子
氏
や
田
沢
裕
賀
氏
に
よ
っ

て
、
モ
テ
ィ
ー
フ
や
描
か
れ
方
に
よ
る
分
類
が
行
わ
れ
て 

。
ま
た
、
近
年
、

〝
一
の
谷
合
戦
図
屏
風
〟
は
そ
の
「
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
の
多
さ
が
指
摘
さ
れ
、

「
近
世
期
の
名
所
絵
的
な
表
現
」
や
「
近
世
期
制
作
の
テ
キ
ス
ト
（
古
浄
瑠
璃

「
源
平
兵
揃
」
な
ど
）
と
対
応
さ
せ
て
見
て
い
く
必
要
」
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
な 

。『
平
家
物
語
』
と
の
対
応
関
係
だ
け
で
な
く
、
絵
画
制
作
主
体
の
当

っ
た＊１

き
た＊２

っ
た＊３

時
の
文
化
事
象
と
の
対
話
に
よ
る
表
現
、
つ
ま
り
、
絵
画
制
作
主
体
の
［
解

釈
─
表
現
］
行
為
過
程
＝〈
絵
語
り
〉
が
分
析
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
に
は
、〈
一
の
谷
合
戦
〉
を
描
い
た
「
源
平
合

戦
図
屏
風
（
一
の
谷
合
戦
図
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
屏
風
絵
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

成
立
は
、「
近
世
前
期
、
十
七
世
紀
代
」、
制
作
者
は
、
狩
野
派
の
絵
師
と
考
え

ら
れ
て 

。

　
本
屏
風
絵
に
つ
い
て
、
前
田
徹
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て 

。

　
こ
の
屏
風
で
は
、
生
田
の
森
の
戦
場
を
通
例
よ
り
も
一
扇
分
広
く
と
っ

て
大
軍
勢
の
乱
戦
場
面
を
詳
細
か
つ
躍
動
的
に
描
き
き
る
と
と
も
に
、『
平

家
物
語
』
が
描
く
さ
ま
ざ
ま
な
こ
の
合
戦
の
逸
話
の
中
か
ら
、
卑
怯
未
練

や
悲
哀
を
連
想
さ
せ
る
場
面
が
か
な
り
の
程
度
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
ほ
か
の
屏
風
諸
本
で
は
相
対
的
に
よ
り
『
平
家
物
語
』
に
沿

う
形
で
多
様
な
逸
話
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
屏
風
は
や
や
武
勇

を
偏
愛
す
る
と
も
い
う
べ
き
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
日
的
な
感

い
る＊４

い
る＊５

─　　─５５
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史
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覚
で
は
執
拗
さ
す
ら
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
に
、
血
な
ま
ぐ
さ
い
凄
惨
な
描
写

が
繰
り
返
し
描
か
れ
て
お
り
、
戦
場
の
現
実
的
な
姿
を
も
示
し
て
い
る
こ

と
も
指
摘
し
た
。
こ
の
屏
風
は
、
躍
動
的
な
乱
戦
場
面
と
と
も
に
、
戦
場

で
必
然
的
に
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
凄
惨
な
光
景
を
も
丹
念
に
描
き
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
、『
平
家
物
語
』
由
来
の
逸
話
を
重
視
す
る
ほ
か
の
一
の
谷
合

戦
図
屏
風
諸
本
に
比
べ
る
と
や
や
特
徴
的
な
形
で
、
戦
場
の
「
光
」
と

「
影
」
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
屏
風
が
制
作
さ
れ
た
十
七
世
紀
は
、

戦
国
の
遺
風
と
し
て
武
勇
を
尊
重
す
る
意
識
を
残
し
な
が
ら
、
次
第
に
泰

平
の
世
の
文
化
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
踏

ま
え
れ
ば
、
こ
の
屏
風
が
示
す
武
勇
の
賛
美
や
戦
場
の
凄
惨
な
光
景
の
描

写
か
ら
は
、
こ
う
し
た
現
実
に
は
合
戦
が
発
生
し
な
く
な
っ
た
時
代
の
中

で
、
戦
場
に
臨
む
武
士
の
心
構
え
や
、
戦
場
の
現
実
的
な
あ
り
さ
ま
を
視

覚
的
に
伝
え
よ
う
と
い
っ
た
制
作
意
図
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
屏
風
に
は
、
現
実
的
に
は
戦
が
な
く
な
っ
た
時
代
に
お
け
る
、
武
家

の
戦
場
教
育
の
教
材
と
も
言
う
べ
き
性
格
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
本
屏
風
絵
は
、
他
の
屏
風
絵
と
比
べ
て
、
詳
細
か
つ
躍
動
的
に
生
田
の
森
の

乱
戦
場
面
を
描
き
き
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
凄
惨
な
戦
闘
場
面
（「
影
」）
を
描

き
加
え
、
ま
た
、『
平
家
物
語
』
か
ら
武
勇
を
語
る
逸
話
（「
光
」）
を
選
ん
で
描

く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
現
実
に
は
合
戦
が
発
生
し
な
く
な
っ
た
時
代
の
中
で
、
戦

場
に
臨
む
武
士
の
心
構
え
や
、
戦
場
の
現
実
的
な
あ
り
さ
ま
を
視
覚
的
に
伝
え

よ
う
と
い
っ
た
制
作
意
図
」
を
も
つ
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

場
面
選
択
の
趣
向
に
は
特
徴
が
あ
り
、
ま
た
凄
惨
な
戦
闘
場
面
を
描
き
加
え
て

い
る
。
し
か
し
、
本
屏
風
絵
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
戦
場
の
『
光
』
と

『
影
』」
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
物
語
場
面
そ
の
も
の
の
語
り
方
や
画
面

を
分
け
て
い
る
霞
、
ま
た
は
、
物
語
場
面
の
場
そ
の
も
の
の
山
の
稜
線
や
巌
の

線
の
語
り
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
別
の
文
脈
が
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
、
前
田
氏
の
詳
細
な
検
討
を
参
考
に
し
つ
つ
、
さ
ら
に
絵
相
に
検
討
を

加
え
る
こ
と
で
、
本
屏
風
絵
の
〝
語
り
〟
に
つ
い
て
分
析
を
し
て
い
き
た
い
。

　
そ
の
検
討
に
入
る
前
に
、
改
め
て
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
で
〈
一
の
谷
合

戦
〉
が
、
ど
の
よ
う
な
出
来
事
と
順
序
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認

し
て
お
く
。

■
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
巻
第
九

　
老
馬
─
①
能
登
殿
、
山
の
手
を
守
る
。

②
道
盛
、
北
の
方
と
の
最
後
の
名
残
を
惜
し
む
。

③
九
郎
御
曹
司
（
義
経
）、
一
万
余
騎
を
二
手
に
分
け
、
一
方
は
一
の

谷
の
西
の
手
に
遣
わ
し
、
自
身
は
鵯
越
に
向
か
う
。

④
別
府
小
太
郎
の
進
言
に
よ
り
老
馬
の
手
綱
を
放
ち
山
の
案
内
者
と

す
る
。

⑤
武
蔵
坊
弁
慶
、
山
の
案
内
者
と
し
て
、
老
翁
を
連
れ
て
来
る
。
老

翁
の
息
子
が
案
内
者
と
な
り
、
御
曹
司
か
ら
鷲
尾
三
郎
義
久
と
名

を
与
え
ら
れ
る
。

　
一
二
之
懸
─
搦
手
の
熊
谷
と
平
山
の
先
陣
争
い
。

　
二
度
之
懸
─
①
大
手
、
生
田
の
森
に
て
、
河
原
太
郎
・
次
郎
兄
弟
、
先
陣
を

し
、
二
人
と
も
命
を
落
と
す
。

②
梶
原
、
河
原
兄
弟
を
討
た
せ
た
こ
と
を
不
覚
に
思
い
、
五
百

─　　─５６



余
騎
で
平
家
の
城
に
討
ち
入
る
。

③
梶
原
平
三
、
一
旦
引
き
上
げ
た
後
、
息
子
の
梶
原
源
太
が
取

り
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
再
び
攻
め
入
る
。

④
梶
原
平
三
、
源
太
が
敵
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見

つ
け
加
勢
し
、
敵
を
討
ち
取
る
。

　
坂
落
─
①
生
田
の
森
で
両
軍
合
戦
を
始
め
る
。

②
鵯
越
に
て
、
御
曹
司
軍
に
鹿
が
驚
き
、
平
家
の
城
郭
に
落
ち
る
。

落
ち
た
鹿
を
、
武
知
清
教
射
る
。

③
御
曹
司
、
鵯
越
よ
り
馬
を
落
と
し
、
落
と
す
道
を
確
か
め
る
。

④
一
斉
に
鵯
越
よ
り
落
ち
る
も
大
盤
石
の
上
に
降
り
立
ち
、
落
と
す

の
を
躊
躇
す
る
。

⑤
佐
原
十
郎
義
連
進
み
出
て
真
っ
先
に
駆
け
下
り
る
。

⑥
平
家
の
城
内
に
落
ち
入
っ
た
源
氏
は
、
火
を
放
つ
。

⑦
平
家
の
人
々
、
我
先
に
と
逃
げ
惑
う
。

⑧
能
登
殿
、
真
っ
先
に
八
島
に
渡
る
。

　
越
中
前
司
最
期
─
越
中
前
司
盛
俊
、
猪
俣
小
平
六
則
綱
に
討
た
れ
る
。

　
忠
教
最
期
─
薩
摩
守
忠
教
、
岡
辺
六
野
太
忠
純
に
討
た
れ
る
。
忠
純
、
箙
よ

り
「
旅
宿
花
」
題
の
和
歌
一
首
を
見
つ
け
る
。

　
重
衡
生
捕
─
本
三
位
中
将
重
衡
、
庄
の
四
郎
高
家
に
生
け
捕
り
に
さ
れ
る
。

後
藤
兵
衛
盛
長
、
重
衡
を
置
き
去
り
に
し
て
逃
げ
る
。

　
敦
盛
最
期
─
敦
盛
、
熊
谷
次
郎
直
実
に
討
た
れ
る
。

　
知
章
最
期
─
①
蔵
人
大
夫
成
盛
、
土
屋
五
郎
重
行
に
討
た
れ
る
。

②
皇
后
宮
亮
経
正
、
河
越
小
太
郎
重
房
に
討
た
れ
る
。

③
若
狭
守
経
俊
、
淡
路
守
清
房
、
尾
張
守
清
定
一
所
で
討
た
れ

る
。

④
新
中
納
言
知
盛
、
息
子
の
武
蔵
守
知
章
、
侍
の
監
物
太
郎
が

敵
と
討
ち
組
む
間
に
海
上
に
逃
げ
る
。
新
中
納
言
の
乗
っ
て

い
た
馬
を
河
越
小
太
郎
重
房
が
取
っ
て
院
に
献
上
し
、
井
上

黒
と
名
付
け
ら
れ
る
。

　
落
足
─
①
備
中
守
師
盛
、
本
田
次
郎
に
海
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
討
た
れ
る
。

②
道
盛
、
木
村
三
郎
成
綱
等
に
討
た
れ
る
。

③
合
戦
後
の
戦
場
の
描
写
及
び
討
た
れ
た
兵
の
名
前
の
列
挙
。

④
主
上
を
は
じ
め
と
し
て
海
上
に
逃
げ
た
平
家
の
様
子
。

　
以
上
が
語
ら
れ
て
い
る
出
来
事
と
順
序
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
覚
一
本
は
、

一
の
谷
合
戦
に
お
い
て
、
あ
る
一
つ
の
場
で
生
起
し
た
出
来
事
だ
け
を
語
る
の

で
は
な
く
、
大
手
と
搦
手
、
鵯
越
と
平
家
の
城
郭
、
そ
し
て
浜
戦
な
ど
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
で
生
起
し
た
出
来
事
の
一
つ
一
つ
を
、
時
に
は
同
時
多
発
的
に
生
起

し
た
で
あ
ろ
う
出
来
事
の
一
つ
一
つ
を
語
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
で
は
、
本

屏
風
絵
は
〈
一
の
谷
合
戦
〉
を
ど
の
よ
う
に
語
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
。

二
　〝
霞
〟
に
よ
る
画
面
の
分
節
化
と
場
面
分
け

　
か
つ
て
太
田
昌
子
氏
は
、「
絵
の
読
み
方
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
座
談
会
の
中
で
、

鎌
倉
時
代
後
期
制
作
の
「
法
華
経
曼
荼
羅
」、
縦
二
メ
ー
ト
ル
弱
、
横
一
メ
ー
ト

ル
強
と
い
う
巨
大
掛
幅
を
題
材
と
し
て
、
大
画
面
の
絵
画
で
は
、
山
や
岩
、
霞

や
木
、
家
や
棟
、
そ
し
て
部
屋
に
よ
っ
て
場
面
が
分
け
ら
れ
、
同
時
代
の
人
々

─　　─５７



は
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
よ
る

場
面
作
り
や
分
節
化
が
誰
に

で
も
読
み
取
れ
た
と
し
て

 

。

　
本
屏
風
絵
に
お
い
て
は
、

金
泥
で
描
か
れ
た
霞
が
そ
れ

に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

　
霞
に
よ
っ
て
画
面
は
、
①

右
上
部
か
ら
中
央
上
部
、
②

中
央
部
か
ら
右
下
部
、
③
左

上
部
か
ら
左
下
部
の
三
つ
に

大
き
く
は
分
け
ら
れ
る
（
上

図
参
照
）。
詳
細
は
後
述
す

る
が
、
①
は
主
に
坂
落
、
②

は
平
家
の
城
郭
と
生
田
の
森

の
合
戦
、
③
は
主
に
坂
落
後

の
浜
戦
の
事
が
描
か
れ
て
い

る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
三
つ
の
分

け
方
は
、
大
雑
把
な
も
の
で
、

例
え
ば
、
③
に
は
、
坂
落
前

の
熊
谷
・
平
山
の
一
二
之
懸

が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

①
と
②
は
、
霞
が
途
切
れ
、

い
る＊６

平
家
の
城
郭
の
上
で
つ
な
が
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
霞
に
よ
っ
て
〈
一
の
谷

合
戦
〉
の
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
場
面
）
を
収
め
よ
う
と
す
る
も
、
収
ま
り
き

ら
な
い
点
や
場
面
が
繋
が
れ
て
い
る
点
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ひ
と
ま
ず
は
霞
に
よ
っ
て
上
述
の
よ
う
に
画
面
を
三
つ
に
分
け
、
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
。

三
　
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
と
の
違
い

　
そ
れ
で
は
、
画
面
①
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
く
。
第
一
扇
と
第
二
扇
の

上
部
に
は
、
馬
に
乗
り
一
行
の
先
頭

を
行
く
義
経
と
、
ひ
ざ
ま
ず
き
弓
を

左
下
に
置
い
て
義
経
を
見
上
げ
る
老

翁
、
そ
し
て
、
そ
の
老
翁
の
後
ろ
に

弁
慶
が
描
か
れ
て 

（
下
図
参

照
）。
本
場
面
は
、
義
経
が
猟
師
の

老
翁
に
道
を
問
う
場
面
を
描
い
た
も

の
だ
ろ
う
。

▼
覚
一
本
『
平
家
物
語
』

　
武
蔵
坊
弁
慶
、
老
翁
を
一
人
具
し
て
参
り
た
り
。
御
曹
司
、「
あ
れ
は
な

に
も
の
ぞ
」
と
問
た
ま
へ
ば
、「
此
山
の
猟
師
で
候
」
と
申
す
。「
さ
て
は

案
内
は
知
ッ
た
る
ら
ん
。
あ
り
の
ま
ゝ
に
申
せ
」
と
こ
そ
の
た
ま
ひ
け
れ
。

「
争
か
存
知
仕
ら
で
候
べ
き
」。「
こ
れ
よ
り
平
家
の
城
廓
一
谷
へ
落
さ
ん
と

い
る＊７

─　　─５８



思
ふ
は
い
か
に
」。「
ゆ
め
〳
〵
叶
ひ
候
ま
じ
。
卅
丈
の
谷
、
十
五
丈
の
岩

さ
き
な
ン
ど
申
所
は
、
人
の
か
よ
ふ
べ
き
様
候
は
ず
。
ま
し
て
御
馬
な
ン

ど
は
思
ひ
も
よ
り
候
は
ず
。
其
う
へ
、
城
の
う
ち
に
は
落
し
あ
な
を
も
掘

り
、
ひ
し
を
も
う
ゑ
て
待
ま
ゐ
ら
せ
候
ら
ん
」
と
申
。「
さ
て
さ
様
の
所
は

鹿
か
よ
ふ
か
」。「
鹿
は
か
よ
ひ
候
。
世
間
だ
に
も
あ
た
ゝ
か
に
な
り
候
へ

ば
、
草
の
ふ
か
い
に
臥
さ
う
ど
て
、
播
磨
の
鹿
は
丹
波
へ
越
え
、
世
間
だ

に
さ
む
な
り
候
へ
ば
、
雪
の
あ
さ
り
に
は
ま
ん
と
て
、
丹
波
の
鹿
は
播
磨

の
印
南
野
へ
か
よ
ひ
候
」
と
申
。
御
曹
司
、「
さ
て
は
馬
場
ご
ざ
ん
な
れ
。

鹿
の
か
よ
は
う
所
を
、
馬
の
か
よ
は
ぬ
や
う
や
は
あ
る
。
や
が
て
な
ん
ぢ

案
内
つ
か
ま
つ
れ
」
と
ぞ
の
た
ま
ひ
け
る
。「
此
身
は
と
し
老
て
か
な
ふ
ま

じ
い
」
よ
し
を
申
す
。（
以
下
、「
鷲
尾
三
郎
義
久
」
と
の
対
面
は
割
愛
。

ま
た
、
本
文
傍
線
は
引
用
者
。
以
下
本
文
の
引
用
に
お
い
て
同
様
。）

　
こ
の
よ
う
に
本
屏
風
絵
は
、
義
経
一
行
と
老
翁
と
の
対
面
場
面
を
描
い
て
い

る
。
し
か
し
、
本
屏
風
絵
は
『
平
家
物
語
』
を
忠
実
に
描
い
て
い
な
い
。「
武
蔵

坊
弁
慶
、
老
翁
を
一
人
具
し
て
参
り
た
り
。」
の
直
前
は
、
別
府
小
太
郎
の
進
言

に
よ
っ
て
老
馬
を
先
頭
に
し
て
山
路
を
行
く
も
、
日
暮
れ
に
な
っ
た
の
で
陣
を

と
る
義
経
一
行
が
語
ら
れ
て
い
る
。

▼
覚
一
本
『
平
家
物
語
』

　
白
葦
毛
な
る
老
馬
に
、
か
ゞ
み
鞍
お
き
、
し
ろ
ぐ
つ
わ
あ
げ
、
手
綱
む

す
ン
で
う
ち
か
け
、
さ
き
に
追
ッ
た
て
て
、
い
ま
だ
知
ら
ぬ
深
山
へ
こ
そ

入
り
給
へ
。（
中
略
─
引
用
者
）
松
の
雪
だ
に
消
や
ら
で
、
苔
の
ほ
そ
道
か

す
か
な
り
。
嵐
に
た
ぐ
ふ
を
り
〳
〵
は
、
梅
花
と
も
又
う
た
が
は
る
れ
。

東
西
に
鞭
を
あ
げ
、
駒
を
は
や
め
て
ゆ
く
程
に
、
山
路
に
日
暮
れ
ぬ
れ
ば
、

み
な
お
り
ゐ
て
陣
を
と
る
。

　
そ
し
て
、
陣
を
と
っ
た
と
こ
ろ
に
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
武
蔵
坊
弁
慶
が

老
翁
を
連
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
屏
風
絵
は
陣
を
と
る
義
経
一
行

を
描
く
の
で
は
な
く
、〝
黒
駒
に
乗
っ
て
い
る
〟
義
経
を
描
い
て
い
る
。
で
は
、

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
絵
相
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

四
　
義
経
の
語
ら
れ
方
（
一
）─〝
黒
駒
〟
に
よ
る
語
り

　
義
経
と
黒
駒
と
の
関
係
を
探
っ
て
い
く
と
、
坂
落
の
場
面
で
義
経
が
「
大
夫

黒
」
と
い
う
黒
駒
に
乗
っ
て
い
た
と
語
る
テ
キ
ス
ト
に
行
き
着
く
。
覚
一
本

『
平
家
物
語
』
で
は
、
巻
九
の
一
の
谷
合
戦
の
場
面
で
、
義
経
が
黒
駒
に
乗
っ
て

い
た
こ
と
は
語
ら
れ
な
い
も
の
の
、
後
に
八
島
に
て
討
ち
死
に
し
た
嗣
信
を
語

る
場
面
で
、
義
経
が
坂
落
の
際
に
「
大
夫
黒
」
と
い
う
黒
駒
に
乗
っ
て
い
た
こ

と
が
語
ら
れ
る
。

▼
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
巻
第
十
一
「
嗣
信
最
期
」

　（
引
用
者
註
、
佐
藤
三
郎
兵
衛
嗣
信
が
）
た
だ
よ
わ
り
に
よ
わ
り
に
け
れ

ば
、
判
官
涙
を
は
ら
は
ら
と
な
が
し
、「
此
辺
に
た
ッ
と
き
僧
や
あ
る
」
と

て
た
づ
ね
い
だ
し
、「
手
負
の
た
だ
い
ま
お
ち
い
る
に
、
一
日
経
書
い
て
と

ぶ
ら
へ
」
と
て
、
黒
き
馬
の
ふ
と
う
た
く
ま
し
い
に
、
黄
覆
輪
の
鞍
お
い

て
、
か
の
僧
に
た
び
に
け
り
。
判
官
五
位
尉
に
な
ら
れ
し
時
、
五
位
に
な

し
て
大
夫
黒
と
よ
ば
れ
し
馬
な
り
。
一
の
谷
の
鵯
越
を
も
こ
の
馬
に
て
ぞ

─　　─５９



お
と
さ
れ
た
り
け
る
。

　
さ
ら
に
、『
源
平
盛 

』
で
は
、『
平
家
物
語
』
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
義

経
の
坂
落
直
前
で
の
「
大
夫
黒
」
へ
の
乗
り
換
え
が
語
ら
れ
て
い
る
。

▼『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
三
七
「
義
経
鵯
越
を
落
す
並
畠
山
馬
を
荷
ふ
事
附
馬
の

因
縁
の
事
」

　
時
既
に
よ
く
な
り
た
り
。
大
手
に
力
を
合
せ
ん
と
て
見
下
せ
ば
、
実
に

上
七
八
段
は
小
石
交
り
の
白
砂
な
り
。
馬
の
足
と
ど
ま
る
べ
き
様
な
し
。

歩
に
て
も
、
馬
に
て
も
、
落
す
べ
き
所
に
非
ず
。
さ
れ
ば
と
て
、
さ
て
あ

る
べ
き
事
な
ら
ね
ば
、
只
今
ま
で
乗
た
り
け
る
大
鹿
毛
に
は
、
佐
藤
三
郎

兵
衛
を
乗
せ
、
我
身
は
大
夫
と
云
馬
に
乗
り
替
へ
て
、
谷
へ
打
向
け
給
ひ
、

「
鹿
の
通
ひ
路
は
馬
の
馬
場
ぞ
。
各
々
落
せ
。
落
せ
」
と
勧
め
給
ふ
。

　
こ
の
よ
う
に
『
平
家
物
語
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
な
ど
〈
一
の
谷
の
合
戦
〉

を
語
る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
黒
駒
は
義
経
が
坂
落
を
し
た
際
に
乗
っ
て
い
た

馬
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
特
に
『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
、『
平
家
物
語
』
で
は

語
ら
れ
て
い
な
い
坂
落
直
前
で
の
大
夫
黒
へ
の
乗
り
換
え
が
語
ら
れ
、『
平
家
物

語
』
よ
り
も
坂
落
の
場
に
お
け
る
義
経
と
大
夫
黒
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
な
っ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が 

。

　
管
見
の
限
り
で
は
、
文
字
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
坂
落
以
前
に
義
経
が
「
大

夫
黒
」
に
乗
り
換
え
た
と
い
う
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
本
屏
風
絵
が
制
作

さ
れ
た
当
時
、
義
経
と
大
夫
黒
（
黒
駒
）
と
が
、
坂
落
と
い
う
場
に
お
い
て
、

強
固
に
結
び
つ
き
、
観
念
化
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
坂
落
以
前
の
本
場
面
に
お

衰
記＊８え

る＊９

い
て
も
、
黒
駒
に
乗
っ
た
義
経
が
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ 

。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
黒
駒
（
大
夫
黒
）
に
義
経
が
騎
乗
し
た
姿
は
坂
落

に
向
か
う
本
場
面
に
は
相
応
し
く
、
そ
し
て
、
当
時
の
鑑
賞
者
は
そ
の
姿
か
ら

坂
落
と
い
う
今
後
の
場
面
を
も
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

黒
駒
に
騎
乗
し
た
義
経
の
姿
は
、
老
翁
と
の
対
面
と
い
う
物
語
の
一
場
面
を
語

り
出
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
今
後
に
展
開
さ
れ
る
坂
落
と
い
う
場
面
を
も
想

起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

五
　
義
経
の
語
ら
れ
方
（
二
）─〝
騎
乗
〟
に
よ
る
語
り

　
さ
て
、
上
述
の
よ
う
に
義
経
が
黒
駒
に
乗
っ
て
い
る
絵
相
の
背
景
に
は
、
義

経
と
大
夫
黒
と
の
結
び
つ
き
、
つ
ま
り
義
経
の
観
念
化
が
関
わ
っ
て
い
る
と
推

察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
義
経
が
大
夫
黒
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
は
い
え
、
必
ず

騎
乗
し
て
い
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
他
絵
画
テ
キ
ス
ト
に
は
、
例
え
ば
、
次

の
二
つ
な
ど
に
は
、
義
経
が
陣
を
と
っ
て
老
翁
及
び
鷲
尾
三
郎
義
久
と
対
面
す

る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
側
に
は
義
経
が
乗
っ
て
き
た
馬
の
手
綱
を

持
っ
て
控
え
る
家
来
が
描
か
れ
て 

。

・
東
京
富
士
美
術
館
本
「
源
平
合
戦
図
屏
風
」（
海
北
友
雪
筆
）

・
神
戸
市
立
博
物
館
本
「
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
」（
狩
野
吉
信
筆
、
十

七
世
紀
）

　
で
は
、
騎
乗
の
姿
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
語
り
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
第
一
扇
の
上
部
に
は
、
義
経
の
後
続
が
描
か
れ
て
い
る
（
左
図
参
照
）。

小
高
い
山
に
よ
っ
て
義
経
と
は
途
切
れ
る
も
の
の
、
山
の
間
か
ら
は
士
卒
達
が

連
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
本
屏
風
絵
は
、
小
高
い
山
で

う
か＊　１０

い
る＊　１１

─　　─６０



義
経
と
後
続
と
を
区
切
り
老
翁
と
の
対
面
の
場
を
創
出
し
つ
つ
も
、
一
方
で
山

の
間
か
ら
士
卒
達
を
見
せ
る
こ
と
で
、
義
経
に
後
続
が
い
た
こ
と
も
伝
え
て
い

る
。
で
は
、
そ
う
し
た
絵
相
が
何
を
語
り
出
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、

義
経
が
馬
に
乗
り
大
将
と
し
て
先
頭
に
立
っ
て
士
卒
達
を
率
い
て
き
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
義
経
を
語
っ
た
も
の
に
、『
源
平
盛
衰

記
』
が
あ
る
。『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
、
鵯
越
に
向
か
い
始
め
た
直
後
に
、
鵯
越

の
長
く
険
し
い
山
道
を
馬
に
乗
っ
て
歩
み
を
進
め
つ
つ
、
士
卒
を
叱
咤
す
る
義

経
の
姿
が
語
ら
れ
る
。

▼『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
三
六
「
清
章
鹿
を
射
る
並
義
経
鵯
越
に
赴
く
事
」

　
太
夫
と
い
ふ
黒
馬
に
は
、
白
覆
輪
の
鞍
置
て
、
労
り
て
引
か
せ
ら
る
。

こ
の
黒
は
今
度
の
上
洛
に
鎌
倉
殿
よ
り
得
給
へ
り
。
本
の
名
を
ば
薄
墨
と

ぞ
申
け
る
。
か
の
山
道
は
、
長
山
遥
か
に
連
き
て
人
跡
殆
ど
絶
え
た
り
。

鵯
越
と
て
ゆ
ゆ
し
き
嶮
難
の
石
巌
な
り
。
自
ら
鹿
ば
か
り
こ
そ
通
り
け
る

に
、
軍
将
前
に
進
ん
で
宣
ひ
け
る
は
、「
義
経
が
乗
り
た
る
大
鹿
毛
は
、
陸

奥
国
に
て
名
を
得
た
る
気
高
き
逸
物
な
り
。
敵
に
あ
は
ん
時
は
、
必
ず
こ

の
馬
に
乗
る
べ
し
と
て
、
平
泉
を
立
ち
し
時
、
秀
衡
が
我
に
得
さ
せ
た
り

き
。
鎌
倉
殿
の
賜
び
た
る
薄
墨
に
も
、
底
は
ま
さ
り
て
こ
そ
あ
る
ら
め
。

さ
れ
ば
宇
治
川
を
渡
り
し
時
も
、
こ
の
二
匹
の
馬
共
は
鞍
づ
め
よ
り
上
を

濡
さ
ざ
る
逸
物
な
り
。
さ
て
も
我
が
朝
の
名
馬
に
は
、
三
日
月
・
和
琴
・

鳥
形
・
浦
々
・
荒
磯
・
望
月
・
宮
木
・
大
耳
子
・
小
耳
子
・
夏
引
・
小
花

な
ん
ど
な
り
。
或
は
長
七
寸
に
あ
ま
り
、
或
は
八
寸
な
ん
ど
あ
け
り
と
い

ふ
。
満
政
が
赤
六
、
貞
任
が
大
黒
に
も
劣
る
べ
し
と
も
覚
え
ず
。
音
に
聞

ゆ
る
鵯
越
の
巌
石
、
こ
の
馬
の
翔
ら
ざ
る
べ
き
所
に
し
も
あ
ら
じ
。
卯
刻

の
矢
合
せ
、
急
げ
や
、
急
げ
や
。
夜
半
に
」
と
て
、
伏
木
・
磯
道
を
も
嫌

は
ず
、
木
透
を
守
つ
て
、
引
懸
け
、
引
懸
け
、
さ
し
く
つ
ろ
げ
て
打
ち
給

へ
ば
、
我
も
我
も
と
続
き
た
り
。

　『
源
平
盛
衰
記
』
の
場
面
を
描
い

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

義
経
が
騎
乗
し
、
そ
し
て
小
高
い
山

の
間
か
ら
後
ろ
に
士
卒
達
が
続
く
絵

相
か
ら
は
、
老
翁
と
対
面
す
る
ま
で

の
、
義
経
が
騎
乗
し
、
山
道
を
先
頭

に
立
っ
て
士
卒
を
引
き
連
れ
て
登
っ

て
き
た
と
い
う
、
本
場
面
以
前
の
物

語
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

 

。
義
経
の
騎
乗
し
て
い
る
姿
と

そ
の
後
ろ
に
続
く
士
卒
た
ち
を
目
に

し
た
鑑
賞
者
は
、
義
経
が
老
翁
と
対

面
し
道
を
問
う
と
い
う
本
場
面
に
至

る
ま
で
の
物
語
を
も
想
起
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
、
義
経
が
〝
黒
駒
〟
に

〝
乗
っ
て
い
る
〟
と
い
う
二
つ
の
点

に
こ
だ
わ
っ
て
、
絵
相
を
分
析
し
て

き
た
。『
平
家
物
語
』
や
『
源
平
盛

衰
記
』
と
い
っ
た
〈
一
の
谷
合
戦
〉

ろ
う＊　１２
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を
語
る
テ
キ
ス
ト
の
み
の
分
析
に
な
っ
た
が
、
本
屏
風
絵
に
は
、
お
そ
ら
く
当

時
観
念
化
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
大
夫
黒
」
に
「
乗
っ
た
」
義
経
の
姿
が
描

か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
絵
相
は
、
本
場
面
の
物
語
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

以
前
の
物
語
（
大
将
と
し
て
鵯
越
に
向
か
う
）
と
そ
れ
以
後
の
物
語
（
坂
落
）

を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
絵
相
の
語
り
は
、
一

場
面
の
み
を
鑑
賞
者
に
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
義
経
を
中
心
と
し
た
そ
の
前
後

の
物
語
を
も
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
　
坂
落
の
語
り
方
─〝
稜
線
・
巌
・
霞
〟
に
よ
る
語
り

　
さ
て
、
本
場
面
を
読
ん
だ
鑑
賞
者
の
目
線
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
動
く
だ

ろ
う
か
。
画
面
を
見
る
と
、
老
翁
と
弁
慶
の
背
後
に
は
、
こ
ん
も
り
と
し
た

木
々
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
は
霞
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
（
下
図
参
照
）。
一
方
で
、

義
経
の
後
続
を
隠
し
て
い
る
山
の
稜
線
は
左
下
に
伸
び
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鑑

賞
者
の
目
線
は
、
木
々
や
霞
に
よ
っ
て
山
の
稜
線
に
注
目
さ
せ
ら
れ
、
そ
し
て

そ
の
稜
線
に
よ
っ
て
画
面
左
下
へ
と
誘
わ
れ
る
。
す
る
と
、
な
だ
ら
か
な
山
の

稜
線
が
終
わ
る
と
と
も
に
、
ご
つ
ご
つ
と
し
た
巌
が
見
え
始
め
、
霞
が
左
上
に

ゆ
る
や
か
に
上
が
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
巌
の
縦
の
線
が
大
き
く
伸
び
始
め
る
。

そ
う
し
て
、
そ
の
岩
肌
に
合
わ
せ
て
目
線
を
上
下
さ
せ
て
い
っ
た
先
に
、
坂
落

直
前
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
旦
、
霞
と
山
の
稜
線
に
従
っ
て
目
線
を
下

方
に
向
け
て
い
た
鑑
賞
者
は
、
坂
落
の
場
面
が
そ
の
目
線
の
位
置
よ
り
も
上
に

描
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
ま
さ
に
見
上
げ
る
よ
う
な
感
覚
で
坂
落
の
場
面
を
見

る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
義
経
た
ち
の
姿
が
一
旦
消
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、

義
経
た
ち
が
突
然
現
れ
た
と
い
う
感
覚
も
抱
く
こ
と
だ
ろ
う
。
坂
落
の
場
面
の

右
に
描
か
れ
て
い
る
霞
も
、
落
差
や
義

経
た
ち
の
登
場
を
演
出
す
る
も
の
と
し

て
、
効
果
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
老
翁
と
の
対
面
以
後
は
、

義
経
達
（
人
物
）
は
描
か
れ
ず
、
場
面

の
場
そ
の
も
の
の
山
や
巌
を
鑑
賞
者
が

注
目
し
て
見
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
険
し
い
山
容
に
よ
っ
て
、

義
経
達
の
辿
っ
た
鵯
越
の
険
難
さ
は
想

像
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
よ

う
な
物
語
の
展
開
を
語
る
だ
け
で
は
な

く
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
、
坂
落
の

場
面
を
効
果
的
に
鑑
賞
者
に
読
ま
せ
る

た
め
の
工
夫
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
坂
落
へ
と
誘
う

山
の
稜
線
・
巌
の
縦
線
・
霞
の
語
り
は
、

坂
落
を
演
出
す
る
た
め
の
語
り
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
そ
の
よ

う
な
語
り
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

七
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
本
稿
で
は
、
物
語
場
面
の
語
ら
れ
方
や
場
面
分
け
し
て
い
る
霞
、
場

─　　─６２



面
の
場
（
山
の
稜
線
や
巌
）
に
着
目
し
、〈
絵
語
り
〉
を
読
み
解
い
て
き
た
。
本

屏
風
絵
は
、『
平
家
物
語
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
な
ど
の
物
語
を
忠
実
に
描
く
の

で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
当
時
観
念
化
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
大
夫
黒
に
乗
っ
た

義
経
を
描
き
、
ま
た
、
後
続
も
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
将
と
し
て
坂
落
に
向

か
う
義
経
の
姿
を
語
り
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
は
、
霞
や
山
の
稜
線
、

巌
の
線
に
よ
っ
て
、
坂
落
の
落
差
や
義
経
の
登
場
の
衝
撃
を
鑑
賞
者
が
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
、
坂
落
の
場
面
に
至
る
ま
で
を
語
り
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

見
る
と
、
画
面
①
は
義
経
や
義
経
の
坂
落
に
拘
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
で
は
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
語
り
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

　
ま
た
、
本
稿
で
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、

・
鑑
賞
者
が
知
っ
て
い
る
義
経
の
物
語
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

・〈
義
経
〉
は
ど
の
よ
う
に
観
念
化
さ
れ
て
い
た
の
か
、『
平
家
物
語
』
や
『
源

平
盛
衰
記
』
外
か
ら
の
分
析
。

・
中
世
絵
巻
や
合
戦
絵
の
語
り
口
と
の
交
渉
（
義
経
の
後
続
に
い
る
士
卒
に
は

談
笑
す
る
者
た
ち
も
い
る
。
こ
う
し
た
姿
を
見
る
と
、
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
物

語
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
疑
問
も
残
る
。
例
え
ば
、
中
世

絵
巻
に
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
直
接
関
係
し
な
い
図
像
を
慣
用
句
的
に
用
い
た

り
、
空
白
を
埋
め
る
た
め
に
図
像
を
描
い
た
り
す
る
手
法
が
取
ら
れ
て 

。

前
田
氏
論
文
で
は
、「
大
坂
夏
の
陣
図
屏
風
」
か
ら
の
図
像
の
転
用
や
近
世
的
な

武
士
や
城
の
姿
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
本
屏
風
絵
は
、
合
戦
絵
の
語
り
口
で

も
っ
て
一
の
谷
合
戦
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）。

　
以
上
、
課
題
も
残
る
が
、「
源
平
合
戦
図
屏
風
（
一
の
谷
合
戦
図
）」
の
〈
絵

語
り
〉
に
関
す
る
覚
書
と
し
て
一
旦
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

い
る＊　１３

〔
付
記
〕「
源
平
合
戦
図
屏
風
（
一
の
谷
合
戦
図
）」
の
掲
載
に
つ
い
て
兵
庫
県
立

歴
史
博
物
館
、
ま
た
、
当
館
学
芸
員
前
田
徹
氏
か
ら
格
別
の
ご
高
配
を
い
た
だ

い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

注＊
１
　
古
記
録
に
は
、
平
家
絵
の
存
在
を
知
ら
せ
る
記
事
が
複
数
あ
る
が
本
稿

で
は
割
愛
す
る
。
た
だ
し
、『
翰
林
五
鳳
集
』（
一
六
二
三
）
所
収
の
天
隱

（
一
四
二
二
─
一
五
〇
〇
）
の
画
賛
に
は
、
一
の
谷
合
戦
図
に
関
わ
る
も
の

が
あ
る
の
で
指
摘
し
て
お
く
。

・「
一
谷
城
圖
」　
　
　
萬
騎
下
山
源
氏
兵
　
平
家
運
盡
出
堅
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
江
不
洗
英
雄
恨
　
日
夜
風
濤
戰
鼓
聲

・「
熊
谷
招
敦
盛
圖
」　
生
年
十
六
美
男
兒
　
身
命
碎
珠
廻
馬
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
谷
道
心
從
此
始
　
法
然
室
内
念
阿
彌

＊
２
　
川
本
桂
子
「『
平
家
物
語
』
に
取
材
し
た
合
戦
屏
風
の
諸
相
と
そ
の
成
立

に
つ
い
て
」（
一
三
八
頁
～
一
四
五
頁
。『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
五
巻
　
人

物
画
　
大
和
絵
系
人
物
』、
株
式
会
社
講
談
社
、
一
九
七
九
年
）。
田
沢
裕

賀
「
平
家
物
語
　
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
の
諸
相
と
展
開
」（
二
七
〇

頁
～
二
七
七
頁
。『
秘
蔵
日
本
美
術
大
観
一
　
大
英
博
物
館
Ⅰ
』、
株
式
会

社
講
談
社
、
一
九
九
二
年
）。

＊
３
　『
平
家
物
語
大
事
典
』（
五
二
二
頁
。
東
京
書
籍
株
式
会
社
、
二
〇
一
〇

年
）

＊
４
　
前
田
徹
「
い
く
さ
場
の
描
か
れ
方
─
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
本
一
の
谷

合
戦
図
屏
風
」（
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
紀
要
『
塵
界
』
第
二
十
二
号
、
二

〇
一
一
年
三
月
）
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＊
５
　
註
４
前
田
論
文

＊
６
　
太
田
昌
子
・
西
山
克
・
大
西
廣
・
小
峯
和
明
（
司
会
）「《
座
談
会
》
絵

の
読
み
方
─
イ
メ
ー
ジ
・
テ
ク
ス
ト
・
メ
デ
ィ
ア
」（『
文
学
』
第
十
巻
第

五
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）

＊
７
　
弁
慶
は
、
薙
刀
を
持
っ
て
い
る
。
弁
慶
の
「
七
つ
道
具
」
は
「
比
較
的

は
や
く
か
ら
常
套
表
現
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
つ
の
が

描
か
れ
て
い
る
（
六
四
九
頁
。『
歴
史
学
辞
典
第
３
巻
　
か
た
ち
と
し
る

し
』、
株
式
会
社
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
）。
な
お
、
本
屏
風
絵
に
は
、
老

翁
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
絵
画
テ
キ
ス
ト
諸
本
に
は
①
老
翁
と
鷲
尾

三
郎
義
久
を
一
緒
に
描
く
も
の
、
②
鷲
尾
三
郎
義
久
の
み
を
描
く
も
の
、

③
本
屏
風
絵
の
よ
う
に
老
翁
の
み
を
描
く
も
の
の
三
種
類
の
絵
相
が
あ
る
。

文
字
テ
キ
ス
ト
で
、
本
屏
風
絵
の
よ
う
に
ま
ず
は
老
翁
と
の
対
面
を
語
る

テ
キ
ス
ト
は
、『
平
家
物
語
』
と
謡
曲
「
二
度
掛
」。『
源
平
盛
衰
記
』
は
鷲

尾
三
郎
義
久
の
み
の
対
面
を
語
る
。

＊
８
　
本
文
は
、『
新
定
源
平
盛
衰
記
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
一
年
）
に

拠
っ
た
。

＊
９
　
本
屏
風
絵
が
制
作
さ
れ
た
時
代
か
ら
は
や
や
下
る
が
、
江
戸
時
代
の
通

俗
軍
記
作
者
馬
場
信
意
の
撰
に
よ
る
義
経
の
一
代
記
『
義
経
勲
功
記
』（
大

阪
府
立
中
之
島
図
書
館
石
崎
文
庫
蔵
）
に
は
、『
源
平
盛
衰
記
』
と
同
じ
よ

う
な
記
事
が
あ
る
。

　
義
経
爰
ニ
テ
思
慮
シ
玉
ヒ
。
今
マ
デ
乗
リ
玉
ヘ
ル
。
大
鹿
毛
ニ
。
佐
藤

三
郎
継
信
ヲ
乗
セ
玉
ヒ
。
我
身
ハ
太
夫
黒
ト
云
フ
名
馬
ニ
乗
替
玉
フ
。

＊
　
　
泉
万
里
「
幸
若
舞
曲
「
八
島
」
と
そ
の
絵
画
」（『
大
和
文
華
』
第
一
一

１０
三
号
、
二
〇
〇
五
年
八
月
）
で
は
、
近
世
初
期
の
幸
若
舞
曲
「
八
島
」
を

絵
画
化
し
た
も
の
に
、
義
経
が
黒
駒
に
乗
っ
て
い
る
図
が
あ
る
と
の
指
摘

が
あ
る
。
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
狩
野
探
幽
筆
『
義
経
図
』（
牟
礼
高
松

図
）（
一
六
六
三
年
前
成
立
）
で
は
、
黒
駒
に
ま
た
が
る
義
経
が
描
か
れ
て

い
る
。
義
経
の
観
念
化
を
考
え
る
上
で
は
、
幸
若
舞
曲
「
八
島
」
な
ど
の

嗣
信
の
物
語
の
広
ま
り
な
ど
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

＊
　
　
カ
ラ
ー
図
録
の
み
の
確
認
な
の
で
断
言
は
出
来
な
い
が
、
東
京
富
士
美

１１
術
館
本
に
描
か
れ
た
義
経
の
馬
は
黒
駒
に
見
え
る
。
も
し
黒
駒
で
あ
れ
ば
、

本
屏
風
絵
の
絵
相
は
特
徴
的
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
義
経
が
騎
乗

し
た
ま
ま
鷲
尾
三
郎
義
久
と
対
面
す
る
も
の
に
、『
源
平
盛
衰
記
絵
巻
』

（
一
七
世
紀
半
）
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
『
源
平
盛
衰
記
絵
巻
』（
青
幻
社
、

二
〇
〇
八
年
）
の
白
黒
版
の
み
で
の
確
認
と
な
り
、
黒
駒
か
は
不
明
。
ま

た
、
本
屏
風
絵
と
異
な
っ
て
義
経
の
後
続
が
描
か
れ
て
い
な
い
。

＊
　
　
神
戸
市
立
博
物
館
本
「
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
」（
狩
野
吉
信
筆
、

１２
十
七
世
紀
）
は
、
陣
を
と
っ
て
対
面
す
る
場
面
の
前
に
、
山
道
に
て
義
経

が
騎
乗
し
た
ま
ま
、
後
続
を
振
り
返
っ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、『
源

平
盛
衰
記
』
に
近
い
。
ま
た
、
海
の
見
え
る
杜
美
術
館
蔵
奈
良
絵
本
『
源

平
盛
衰
記
』（
江
戸
時
代
前
期
）
に
は
、「
鷲
尾
一
谷
案
内
者
事
」
の
前
に
、

「
清
草
射
鹿
並
義
経
赴
鵯
越
事
」
の
場
面
が
描
か
れ
、
山
中
を
騎
乗
し
て
進

む
義
経
一
行
が
描
か
れ
て
い
る
。

＊
　
　
拙
稿
「〈
絵
語
り
〉
論
序
説
」（『
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要 

１３
第
二
部
』
五
五
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究

科
。
四
七
九
頁
～
四
八
六
頁
。）
に
ま
と
め
て
述
べ
た
も
の
が
あ
る
。

（
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
）

─　　─６４




