
111

は
　
じ
　
め
　
に

『
平
家
物
語
』
に
は
多
様
な
諸
本
が
み
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
本
の
生
成
過
程
に
お
い

て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
図
に
よ
り
物
語
が
変
容
を
と
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
流
動
的
な
物

語
の
様
態
を
捉
え
る
こ
と
に
関
連
す
る
事
項
は
、
以
下
の
よ
う
に
新
学
習
指
導
要
領
に
お

い
て
も
見
出
せ
る
（
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）。

◎
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
（
平
成
三
十
年
三
月
告
示
）「
古
典
探
究
」

〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕

・「
A　

読
む
こ
と
」
に
関
す
る
指
導
事
項

ウ　

必
要
に
応
じ
て
書
き
手
の
考
え
や
目
的
、
意
図
を
捉
え
て
内
容
を
解
釈
す
る
と

と
も
に
、
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
特
色
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
。

エ　

作
品
の
成
立
し
た
背
景
や
他
の
作
品
な
ど
と
の
関
係
を
踏
ま
え
な
が
ら
古
典
な

ど
を
読
み
、
そ
の
内
容
の
解
釈
を
深
め
、
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
。

ク　

古
典
の
作
品
や
文
章
を
多
面
的
・
多
角
的
な
視
点
か
ら
評
価
す
る
こ
と
を
通
し

て
、
我
が
国
の
言
語
文
化
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る

こ
と
。

・「
A　

読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
に
つ
い
て
の
言
語
活
動
例

イ　

同
じ
題
材
を
取
り
上
げ
た
複
数
の
古
典
の
作
品
や
文
章
を
読
み
比
べ
、
思
想
や

感
情
な
ど
の
共
通
点
や
相
違
点
に
つ
い
て
論
述
し
た
り
発
表
し
た
り
す
る
活
動
。

そ
れ
で
は
、
教
員
志
望
の
学
生
が
具
体
的
な
実
感
を
伴
っ
て
物
語
の
変
容
に
つ
い
て
把

握
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

高
等
学
校
教
科
書
に
定
番
教
材
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
『
平
家
物
語
』「
忠
度
都
落
」
に

み
ら
れ
る
平
忠
度
の
「
さ
ざ
な
み
や
」
詠
は
、『
平
家
物
語
』
諸
本
の
増
補
系
（
読
み
本
系
）・

語
り
本
系
に
よ
っ
て
物
語
上
の
役
割
が
異
な
る
こ
と
が
中
村
文
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

（
注
１
）

さ
ら
に
「
ゆ
き
く
れ
て
」
詠
が
み
ら
れ
る
「
忠
度
最
期
」
の
場
面
に
つ
い
て
も
、

中
村
文
氏
お
よ
び
櫻
井
陽
子
氏
に
よ
っ
て
諸
本
に
よ
る
本
文
内
容
の
異
な
り
と
和
歌
の
関

係
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
が
施
さ
れ
て
い
る
。

（
注
２
）こ
れ
ら
の
先
学
の
驥
尾
に
付
し
て
、
和
歌

の
多
義
性
を
利
用
し
た
物
語
の
変
容
の
状
況
に
つ
い
て
整
理
し
た
上
で
、
教
員
志
望
学
生

を
受
講
生
に
含
む
「
日
本
文
学
概
論
」
に
お
い
て
行
っ
た
実
践
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
物
語
の
変
容
と
和
歌
の
多
義
性

│ 

「
日
本
文
学
概
論
」
で
の
実
践
報
告 

│

山　

﨑　

真　

克

キ
ー
ワ
ー
ド
：
日
本
文
学
概
論
・『
平
家
物
語
』・
忠
度
都
落
・
忠
度
最
期
・
物
語
の
変
容
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二
　「
忠
度
都
落
」
の
「
さ
ざ
な
み
や
」
詠

『
平
家
物
語
』
が
中
学
校
・
高
等
学
校
の
古
典
教
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
が
あ
り
、
特
に
「
忠
度
都
落
」
の
場
面
を
取
り
上
げ
た
も
の

と
し
て
は
、
安
野
博
之
氏
、
田
中
幹
子
・
加
藤
兼
司
氏
、
浜
畑
圭
吾
・
下
西
忠
・
鈴
木
徳

男
氏
な
ど
の
論
考
が
み
ら
れ
る
。

（
注
３
）な

か
で
も
安
野
博
之
氏
は
、
覚
一
本
を
そ
の
代
表
と
す

る
語
り
本
系
の
本
文
を
基
礎
テ
ク
ス
ト
し
た
「
忠
度
都
落
」
が
「
美
し
い
師
弟
愛
の
物
語
」

「
鎮
魂
の
物
語
」「
歌
道
執
心
な
い
し
は
風
流
に
心
を
寄
せ
る
人
物
の
物
語
」
な
ど
さ
ま
ざ

ま
に
読
ま
れ
て
き
た
と
し
、「
そ
の
時
代
の
要
請
に
よ
り
、「
忠
度
都
落
」
は
、
い
か

よ
う
に
も
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
便
利
な
教
材
」
と
し
て
教
科
書
に
採
択
さ
れ
て
き
た
と

述
べ
る
。

一
方
、
中
村
文
氏
は
、『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
忠
度
が
突
出
し
て
「
歌
人
」
と
し
て

の
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
す
る
従
来
の
見
方
に
対
し
て
、「
忠
度
都
落
」
の
場
面
は
「
武

門
歌
人
の
優
雅
さ
や
歌
道
に
執
す
る
姿
勢
を
顕
彰
す
る
こ
と
の
み
を
目
指
し
て
描
か
れ
て

は
い
な
い
」
と
す
る
。

・
覚
一
本
平
家
物
語
巻
第
七
「
忠
度
都
落
」

…
薩
摩
守
宣
ひ
け
る
は
、「
年
来
申
し
承
ッ
て
後
、
お
ろ
か
な
ら
ぬ
御
事
に
お
も

ひ
ま
ゐ
ら
せ
候
へ
ど
も
、
こ
の
二
三
年
は
、
京
都
の
さ
わ
ぎ
、
国
々
の
み
だ
れ
、
し

か
し
な
が
ら
当
家
の
身
の
上
の
事
に
候
ふ
間
、
疎
略
を
存
ぜ
ず
と
い
へ
ど
も
、
つ
ね

に
ま
ゐ
り
よ
る
事
も
候
は
ず
。
君
既
に
都
を
出
で
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
一
門
の
運
命
は
や

つ
き
候
ひ
ぬ
。
撰
集
の
あ
る
べ
き
よ
し
承
り
候
ひ
し
か
ば
、
生
涯
の
面
目
に
、
一
首

な
り
と
も
御
恩
を
か
う
ぶ
ら
う
ど
存
じ
て
候
ひ
し
に
、
や
が
て
世
の
み
だ
れ
い
で
き

て
、
そ
の
沙
汰
な
く
候
ふ
条
、
た
だ
一
身
の
歎
き
と
存
ず
る
候
ふ
。
世
し
づ
ま
り
候

ひ
な
ば
、
勅
撰
の
御
沙
汰
候
は
ん
ず
ら
む
。
こ
れ
に
候
ふ
巻
物
の
う
ち
に
、
さ
り
ぬ

べ
き
も
の
候
は
ば
、
一
首
な
り
と
も
御
恩
を
蒙
ッ
て
、
草
の
陰
に
て
も
う
れ
し
と
存

じ
候
は
ば
、
遠
き
御
ま
も
り
で
こ
そ
候
は
ん
ず
れ
」
と
て
、
日
ご
ろ
読
み
お
か
れ
た

る
歌
ど
も
の
な
か
に
、
秀
歌
と
お
ぼ
し
き
を
百
余
首
書
き
あ
つ
め
ら
れ
た
る
巻
物
を
、

今
は
と
て
う
ッ
た
た
れ
け
る
時
、
こ
れ
を
と
ッ
て
も
た
れ
た
り
し
が
、
鎧
の
ひ
き
あ

は
せ
よ
り
取
り
い
で
て
俊
成
卿
に
奉
る
。（
中
略
）
そ
の
後
世
し
づ
ま
ッ
て
、
千
載

集
を
撰
ぜ
ら
れ
け
る
に
、
忠
度
の
あ
り
し
あ
り
さ
ま
、
い
ひ
お
き
し
こ
と
の
葉
、
今

更
お
も
ひ
い
で
て
哀
れ
な
り
け
れ
ば
、
か
の
巻
物
の
う
ち
に
さ
り
ぬ
べ
き
歌
い
く
ら

も
あ
り
け
れ
ど
も
、
勅
勘
の
人
な
れ
ば
、
名
字
を
ば
あ
ら
は
さ
れ
ず
、「
故
郷
花
」

と
い
ふ
題
に
て
よ
ま
れ
た
り
け
る
歌
一
首
ぞ
、「
読
人
し
ら
ず
」
と
入
れ
ら
れ
け
る
。

さ
ざ
な
み
や
志
賀
の
都
は
あ
れ
に
し
を
む
か
し
な
が
ら
の
山
ざ
く
ら
か
な

そ
の
身
朝
敵
と
な
り
に
し
上
は
、
子
細
に
お
よ
ば
ず
と
い
ひ
な
が
ら
、
う
ら
め
し
か

り
し
事
ど
も
な
り
。

（
注
４
）　

覚
一
本
の
傾
向
に
つ
い
て
中
村
氏
は
、
都
落
に
際
し
て
俊
成
邸
を
訪
ね
た
忠
度
が
「
既

に
死
を
宿
命
づ
け
ら
れ
た
存
在
」
で
あ
り
、「
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
死
を
引
き
受
け

さ
せ
ら
れ
た
者
と
そ
れ
を
見
送
る
者
と
の
、
最
終
的
な
交
流
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
」

に
よ
っ
て
「
こ
の
段
が
哀
感
に
満
ち
て
い
る
」
と
述
べ
る
。

増
補
系
（
読
み
本
系
）
の
代
表
と
し
て
取
り
上
げ
る
延
慶
本
で
は
、「
歌
道
に
対
す
る

執
着
心
の
あ
か
ら
さ
ま
な
吐
露
」
と
し
て
、
忠
度
が
俊
成
に
対
し
て
自
ら
の
詠
草
を
託
す

こ
と
が
示
さ
れ
る
。

・
延
慶
本
平
家
物
語
第
三
末
「
薩
摩
守
道
ヨ
リ
返
テ
俊
成
卿
ニ
相
給
事
」

…
「
世
シ
ヅ
マ
リ
候
ナ
バ
、
定
テ
勅
撰
ノ
切
終
候
ワ
ム
ズ
ラ
ム
。
身
コ
ソ
カ
ヽ
ル

有
様
ニ
マ
カ
リ
成
候
ト
モ
、
ナ
カ
ラ
ム
ア
ト
マ
デ
モ
、
此
道
ニ
名
ヲ
カ
ケ
ム
事
、
生

前
之
面
目
タ
ル
ベ
シ
。
集
撰
集
ノ
中
ニ
、
此
巻
物
ノ
内
ニ
サ
ル
ベ
キ
句
候
ハ
ヾ
、
思

食
出
シ
テ
、
一
首
入
ラ
レ
候
ナ
ム
ヤ
。
且
ハ
又
念
仏
ヲ
モ
御
訪
候
ベ
シ
」
ト
テ
、
鎧

ノ
引
合
ヨ
リ
百
首
ノ
巻
物
ヲ
取
出
シ
テ
、
門
ヨ
リ
内
ヘ
投
入
テ
、「
忠
度
今
ハ
西
海
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ノ
浪
ニ
シ
ヅ
ム
ト
モ
、
此
世
ニ
思
置
事
候
ワ
ズ
、
サ
ラ
バ
入
セ
給
ヘ
」
ト
テ
、
涙
ヲ

ノ
ゴ
イ
テ
帰
ニ
ケ
リ
。
俊
成
卿
感
涙
ヲ
ヲ
サ
ヘ
テ
内
ヘ
帰
入
テ
、
燈
ノ
本
ニ
テ
彼
巻

物
ヲ
見
ラ
レ
ケ
レ
バ
、
秀
歌
共
ノ
中
ニ
、「
古
京
ノ
花
」
ト
云
題
ヲ
。

サ
ヾ
ナ
ミ
ヤ
シ
ガ
ノ
ミ
ヤ
コ
ハ
ア
レ
ニ
シ
ヲ
ム
カ
シ
ナ
ガ
ラ
ノ
山
ザ
ク
ラ
カ
ナ

「
忍
恋
」
ニ
。

イ
カ
ニ
セ
ム
ミ
ヤ
ギ
ガ
ハ
ラ
ニ
ツ
ム
セ
リ
ノ
ネ
ノ
ミ
ナ
ケ
ド
モ
シ
ル
人
ノ
ナ
キ

其
後
イ
ク
ホ
ド
モ
ナ
ク
テ
世
シ
ヅ
マ
リ
ニ
ケ
リ
。
彼
ノ
集
ヲ
奏
セ
ラ
レ
ケ
ル
ニ
、

忠
度
此
道
ニ
ス
キ
テ
、
道
ヨ
リ
帰
タ
リ
シ
志
ア
サ
カ
ラ
ズ
。
但
シ
勅
勘
ノ
人
ノ
名
ヲ

入
ル
ヽ
事
、
ハ
ヾ
カ
リ
ア
ル
事
ナ
レ
バ
ト
テ
、
此
二
首
ヲ
「
ヨ
ミ
人
シ
ラ
ズ
」
ト
ゾ

入
ラ
レ
ケ
ル
。
サ
コ
ソ
カ
ワ
リ
行
世
ニ
テ
ア
ラ
メ
、
殿
上
人
ナ
ム
ド
ノ
ヨ
マ
レ
タ
ル

歌
ヲ
、「
読
人
シ
ラ
ズ
」
ト
被
入
ケ
ル
コ
ソ
口
惜
ケ
レ
。

（
注
５
）　

覚
一
本
と
比
較
し
て
叙
述
が
簡
略
な
延
慶
本
で
は
、「
さ
ざ
な
み
や
」
詠
は
「
い
か
に

せ
む
」
詠（

注
６
）と

と
も
に
『
千
載
和
歌
集
』
へ
の
入
集
の
事
実
を
示
す
根
拠
と
し
て
の
役
割
が

課
せ
ら
れ
て
い
る
。

『
千
載
和
歌
集
』
に
「
さ
ざ
浪
や
し
が
の
み
や
こ
は
あ
れ
に
し
を
む
か
し
な
が
ら
の
山

ざ
く
ら
か
な
」（
春
上
・
66
・「
故
郷
花
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け
る
」・
よ
み
人
し
ら

ず
）

（
注
７
）

と
し
て
入
集
す
る
当
該
歌
は
、
忠
度
集
・
15
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
詞
書
に
「
為

業
歌
合
に
、
故
郷
花
を
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
〜
治
承
二
年

（
一
一
七
八
）頃
に
催
さ
れ
た『
寂
念（
藤
原
為
業
）歌
合
』で
の
詠
作
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
８
）よ
っ

て
こ
の
「
さ
ざ
な
み
や
」
詠
は
、
中
村
氏
が
「
荒
廃
し
た
旧
都
と
咲
き
誇
る
山
桜
と
を
詠

じ
た
、
転
変
す
る
人
事
と
変
わ
る
こ
と
の
な
い
自
然
と
の
対
比
を
眼
目
と
す
る
作
」
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
本
来
は
「
都
落
」
の
場
面
と
は
関
係
の
な
い
内
容
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
覚
一
本
に
お
い
て
は
、「
平
家
一
門
の
運
命
す
べ
て
を
覆
い
尽
く
し
て
表
象

す
る
か
の
よ
う
な
象
徴
性
」
を
持
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。「
さ
ざ
な
み
や
」
詠
の
「
多

義
性
」
の
利
用
、
す
な
わ
ち
「
話
柄
と
の
間
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
重
層
的
な
情

調
を
最
大
限
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
哀
切
な
話
を
よ
り
い
っ
そ
う
濃
厚
で
複
雑
な
味
わ
い

を
持
つ
哀
切
さ
で
彩
る
」
こ
と
を
意
図
し
た
物
語
の
変
容
を
覚
一
本
は
行
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

三
　「
忠
度
最
期
」
の
「
ゆ
き
く
れ
て
」
詠

続
い
て
本
節
で
も
、
中
村
氏
の
論
考
に
従
っ
て
覚
一
本
・
延
慶
本
の
本
文
内
容
お
よ
び

「
ゆ
き
く
れ
て
」
詠
の
物
語
上
の
役
割
に
つ
い
て
の
整
理
を
行
う
。

・
覚
一
本
平
家
物
語
巻
第
九
「
忠
度
最
期
」

…
六
野
太
が
童
お
く
れ
ば
せ
に
馳
せ
来
た
ッ
て
、
打
刀
を
ぬ
き
、
薩
摩
守
の
右
の

か
ひ
な
を
、
ひ
ぢ
の
も
と
よ
り
ふ
つ
と
き
り
お
と
す
。
今
は
か
う
と
や
お
も
は
れ
け

ん
、「
し
ば
し
の
け
、
十
念
と
な
へ
ん
」
と
て
、
六
野
太
を
つ
か
う
で
、
弓
だ
け
ば

か
り
な
げ
の
け
ら
れ
た
り
。
そ
の
後
西
に
む
か
ひ
、
高
声
に
十
念
と
な
へ
、「
光
明

遍
照
十
方
世
界
、
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
と
の
た
ま
ひ
も
は
て
ね
ば
、
六
野
太
う
し

ろ
よ
り
よ
ッ
て
薩
摩
守
の
頸
を
う
つ
。
よ
い
大
将
軍
う
ッ
た
り
と
お
も
ひ
け
れ
ど
も
、

名
を
ば
誰
と
も
し
ら
ざ
り
け
る
に
、
箙
に
む
す
び
付
け
ら
れ
た
る
文
を
と
い
て
み
れ

ば
、「
旅
宿
花
」
と
い
ふ
題
に
て
、
一
首
の
歌
を
ぞ
よ
ま
れ
た
る
。

「
ゆ
き
く
れ
て
木
の
し
た
か
げ
を
や
ど
と
せ
ば
花
や
こ
よ
ひ
の
あ
る
じ
な
ら
ま
し

忠
度
」
と
か
か
れ
た
り
け
る
に
こ
そ
、
薩
摩
守
と
は
し
り
て
ン
ん
げ
れ
。
太
刀
の
さ

き
に
つ
ら
ぬ
き
、
た
か
く
さ
し
あ
げ
、
大
音
声
を
あ
げ
て
、「
こ
の
日
ご
ろ
平
家
の

御
方
に
き
こ
え
さ
せ
給
ひ
つ
る
薩
摩
守
殿
を
ば
、
岡
部
の
六
野
太
忠
純
が
う
ち
た
て

ま
ッ
た
る
ぞ
や
」
と
名
の
り
け
れ
ば
、
敵
も
み
か
た
も
こ
れ
を
き
い
て
、「
あ
な
い

と
ほ
し
、
武
芸
に
も
歌
道
に
も
達
者
に
て
お
は
し
つ
る
人
を
、
あ
ッ
た
ら
大
将
軍
を
」

と
て
、
涙
を
な
が
し
袖
を
ぬ
ら
さ
ぬ
は
な
か
り
け
り
。
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「
ゆ
き
く
れ
て
」
詠
は
、
忠
度
の
家
集
等
に
は
見
出
せ
な
い
た
め
、
実
作
で
あ
る
か
ど

う
か
の
確
証
は
得
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
の
歌
は
花
を
見
る
う
ち
に
日
が
暮
れ
て
し
ま
っ

た
感
慨
を
述
べ
た
内
容
で
あ
り
、「
さ
ざ
な
み
や
」
詠
と
同
様
に
、
一
ノ
谷
の
合
戦
に
お

い
て
討
た
れ
る
際
な
ど
物
語
が
進
行
す
る
そ
の
場
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
覚
一
本

に
お
い
て
は
、
忠
度
を
討
っ
た
六
野
太
が
、
そ
の
首
の
主
が
忠
度
で
あ
る
こ
と
を
知
る
契

機
と
し
て
、当
該
歌
と
「
忠
度
」
と
い
う
署
名
が
機
能
し
て
い
る
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

中
村
氏
が
述
べ
る
通
り
、
物
語
の
中
に
当
該
歌
を
置
く
こ
と
で
、「
敗
者
と
な
っ
て
行
き

場
を
失
っ
た
者
の
当
惑
と
悲
痛
な
心
情
が
な
い
ま
ぜ
に
表
出
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
享
受

で
き
」
る
よ
う
に
な
り
、「
平
家
一
門
全
体
の
運
命
を
哀
切
な
も
の
と
し
て
情
緒
に
訴
え

る
よ
う
な
形
で
表
象
す
る
役
割
」
が
生
じ
て
い
る
。

一
方
、
増
補
系
（
読
み
本
系
）
の
延
慶
本
で
は
、
六
野
太
に
討
た
れ
る
忠
度
が
描
か
れ

る
も
の
の
、「
ゆ
き
く
れ
て
」
詠
は
み
ら
れ
な
い
。

・
延
慶
本
平
家
物
語
第
五
本
「
薩
摩
守
忠
度
被
討
給
事
」

…
六
矢
田
ガ
郎
等
落
合
テ
、
打
刀
ヲ
以
テ
忠
度
ノ
弓
手
ノ
小
ガ
ヒ
ナ
ヲ
カ
ケ
ズ
切

ヲ
ト
ス
。
サ
レ
ド
モ
忠
度
ス
コ
シ
モ
ヒ
ル
マ
ズ
、
メ
テ
ノ
カ
ヒ
ナ
ニ
テ
六
矢
田
ヲ
ノ

セ
テ
、
三
イ
ロ
バ
カ
リ
被
投
タ
リ
。
忠
澄
ヲ
キ
ア
ガ
リ
テ
、
忠
度
ニ
組
。
ウ
ヘ
ニ
乗

ヰ
テ
取
テ
押
テ
、「
誰
人
ゾ
。
名
乗
給
ベ
シ
」
ト
、「
己
レ
ニ
合
テ
一
度
モ
名
乗
ル
マ

ジ
キ
ゾ
。
己
ガ
見
知
ラ
ヌ
コ
ソ
人
ナ
ラ
ネ
。
サ
リ
ナ
ガ
ラ
モ
ヨ
キ
敵
ゾ
。
定
勧
賞
ニ

預
ラ
ム
ズ
ラ
ム
ゾ
」
ト
云
ケ
レ
バ
、
六
矢
田
ガ
郎
等
落
重
テ
、
忠
度
ノ
鎧
ノ
ク
サ
ズ

リ
ヲ
引
上
テ
是
ヲ
サ
ス
。
忠
澄
刀
ヲ
抜
テ
指
カ
ト
ミ
ヘ
ケ
レ
バ
、
頸
ハ
前
ニ
ゾ
落
ニ

ケ
ル
。
忠
澄
頸
ヲ
太
刀
ノ
サ
キ
ニ
指
貫
テ
、「『
名
乗
レ
』
ト
イ
ヘ
ド
モ
名
乗
ラ
ズ
。

是
ハ
タ
ガ
頸
ゾ
」
ト
云
テ
、
人
ニ
ミ
ス
レ
バ
、「
ア
レ
コ
ソ
太
政
入
道
ノ
末
弟
、
薩

摩
守
忠
度
ト
云
シ
歌
人
ノ
御
首
ヨ
」
ト
云
ケ
ル
ニ
コ
ソ
、
始
テ
サ
ト
モ
知
タ
リ
ケ
レ
。

忠
澄
、
兵
衛
佐
殿
ニ
見
参
ニ
入
テ
、
勲
功
ニ
薩
摩
守
ノ
年
来
知
行
ノ
所
五
ケ
所
ア
リ

ケ
ル
ヲ
、
忠
澄
ニ
給
テ
ケ
リ
。

前
述
し
た
よ
う
に
、「
ゆ
き
く
れ
て
」
詠
が
忠
度
実
作
で
あ
る
確
証
が
得
ら
れ
な
い
こ

と
、
延
慶
本
等
に
こ
の
歌
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、「
諸
本
の
流
伝
の
う
ち
に
増
補
さ

れ
た
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
櫻
井
陽
子
氏
は
、
同
じ
増
補
系
（
読
み
本
系
）
の

長
門
本
・
源
平
盛
衰
記
に
は
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、「
忠
度
の
歌
は
読
み
本
系
三
本
を
遡

る
祖
本
の
段
階
で
は
存
在
し
、
延
慶
本
が
省
略
し
た
と
考
え
て
も
無
理
は
な
い
」
と
指
摘

す
る
。

そ
の
上
で
、
増
補
系
（
読
み
本
系
）
に
お
い
て
は
、
延
慶
本
で
は
忠
度
の
頸
、
長
門
本
・

源
平
盛
衰
記
で
は
「
ゆ
き
く
れ
て
」
詠
と
そ
の
署
名
が
証
拠
と
な
っ
て
、「
六
弥
太
が
恩

賞
を
受
け
た
武
勲
譚
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
語
り
本
系

の
覚
一
本
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
忠
度
追
悼
の
思
い
」
と
い
う
抒
情
性
が
強
調
さ
れ

た
物
語
の
変
容
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　「
日
本
文
学
概
論
」
で
の
実
践

先
学
の
研
究
成
果
に
基
づ
く
こ
こ
ま
で
の
整
理
を
ふ
ま
え
て
、「
日
本
文
学
概
論
」
に

お
け
る
実
践
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
当
該
科
目
は
、現
代
文
化
学
部
言
語
文
化
学
科
の
「
専

門
基
礎
」
に
区
分
さ
れ
る
専
門
科
目
と
し
て
一
年
次
後
期
に
設
定
し
て
い
る
。
一
年
次
前

期
の
「
日
本
文
学
入
門
」
を
承
け
て
、
日
本
文
学
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
を
身
に
付
け

る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭
一
種
免
許

状
（
国
語
）
の
取
得
に
向
け
た
「
教
科
に
関
す
る
科
目
」「
国
文
学
（
国
文
学
史
を
含
む
）」

の
一
般
的
・
包
括
的
科
目
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
受
講
生
は
例
年
百
名
程
度
で
あ
り
、
そ

の
う
ち
教
員
志
望
の
学
生
は
三
十
〜
四
十
名
程
度
含
ま
れ
る
。
全
十
五
回
の
授
業
の
う
ち
、

前
半
八
回
分
を
古
典
文
学
分
野
の
稿
者
が
、
後
半
を
近
現
代
文
学
分
野
の
教
員
が
担
当
す

る
。
今
回
の
実
践
は
、
第
八
回
目
「
物
語
の
変
容
―
『
平
家
物
語
』
諸
本
の
生
成
」
と
し

て
行
っ
た
。

前
半
八
回
分
の
授
業
配
付
資
料
を
冊
子
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
を
、
第
一
回
目
授
業
時
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に
あ
ら
か
じ
め
配
付
し
た
。
今
回
の
資
料
は
、「
①
『
平
家
物
語
』
の
本
文
系
統
に
関
す

る
概
説
、②
平
忠
度
に
つ
い
て
の
説
明
、③
「
忠
度
都
落
」
の
場
面
の
和
歌
の
解
説
、④
「
忠

度
最
期
」
の
場
面
の
和
歌
の
解
説
、
⑤
両
場
面
の
延
慶
本
・
覚
一
本
の
本
文
」
に
よ
り
構

成
し
て
い
る
。

シ
ラ
バ
ス
お
よ
び
毎
回
の
授
業
終
了
時
に
、
次
回
の
授
業
範
囲
に
関
す
る
資
料
を
読
み

込
む
作
業
を
課
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
①
・
②
の
情
報
に
つ
い
て
は
ご
く
簡
単
な
説
明
に

留
め
た
。

次
に
、
③
「
忠
度
都
落
」・
④
「
忠
度
最
期
」
の
場
面
の
内
容
に
入
る
前
に
、
映
像
資

料
を
用
い
て
背
景
と
な
る
予
備
的
な
情
報
を
提
示
し
た
。
使
用
し
た
の
は
、
三
木
紀
人
氏

監
修
『
平
家
物
語
人
物
紀
行
』
第
三
巻
「
悲
劇
の
脇
役
た
ち
」（
サ
ン
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ

ナ
ル　

平
成
14
）
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
語
り
本
系
の
覚
一
本
に
基
づ
く
解
説
・
本
文
朗

読
で
あ
る
が
、
一
部
増
補
系
（
読
み
本
系
）
の
内
容
に
ふ
れ
る
箇
所
も
あ
る
。
絵
巻
等
の

資
料
や
ゆ
か
り
の
地
の
風
景
な
ど
に
よ
り
、
視
覚
的
に
場
面
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
す
る

効
果
を
ね
ら
っ
た
。

場
面
の
概
要
を
把
握
し
た
上
で
、
③
・
④
の
解
説
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
⑤
の
覚
一
本
・

延
慶
本
の
本
文
読
解
を
求
め
る
。
本
文
読
解
用
の
資
料
に
は
、
原
文
・
現
代
語
訳
・
語
釈

が
含
ま
れ
る
た
め
、
③
・
④
で
は
和
歌
の
解
釈
そ
の
も
の
よ
り
も
、
前
節
ま
で
の
整
理
を

ふ
ま
え
た
延
慶
本
・
覚
一
本
で
の
位
置
付
け
の
違
い
に
焦
点
を
あ
て
て
解
説
を
行
っ
た
。

資
料
に
掲
載
し
た
③
・
④
の
解
説
と
、
読
解
後
に
課
し
た
ミ
ニ
レ
ポ
ー
ト
の
課
題
、
お
よ

び
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
対
す
る
受
講
生
の
コ
メ
ン
ト
の
一
部
を
以
下
に
示
す
。

「
忠た

だ
の
り度

都
み
や
こ

落お
ち

」
の
場
面
の
和
歌 

― 

勅ち
ょ
く
せ
ん
し
ゅ
う

撰
集
に
「
よ
み
人
し
ら
ず
」
と
し
て
入に

っ
し
ゅ
う集

・
千せ

ん
ざ
い
わ
か
し
ゅ
う

載
和
歌
集
巻
第
一　

春
歌
上

故こ
き
ょ
う
の
は
な

郷
花
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け
る　

よ
み
人
し
ら
ず

66　

さ
ざ
浪な

み

や
志し

が賀
の
都
は
荒
れ
に
し
を
昔
な
が
ら
の
山
ざ
く
ら
か
な

（
さ
ざ
波
の
志
賀
の
古
い
都
は
荒
れ
は
て
て
し
ま
っ
た
が
、
長な

が

等ら

の
山
の
山
桜
は

昔
の
ま
ま
に
美
し
く
咲
い
て
い
る
よ
。）　
…
〔
忠
度
集
・
15
〕

◎
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
（
荒
廃
し
た
古
い
都
）
と
、
変
わ
ら
な
い
自
然
（
山
桜
）

と
の
対
比
を
詠
む
歌

↓
延
慶
本
…
『
千
載
和
歌
集
』
に
入に

っ
し
ゅ
う集

し
た
事
実
を
伝
え
る
の
み

↓
覚
一
本
…
都
を
落
ち
死
を
予
感
さ
せ
る
者
の
哀
感
を
示
し
、
滅
び
行
く
平
家
の

運
命
を
象
徴
す
る

◎
『
平
家
物
語
』「
忠
度
都
落
」
の
場
面
に
つ
い
て
、
延
慶
本
と
覚
一
本
と
を
比
較
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
伝
本
の
著
作
意
図
に
つ
い
て
考
察
し
た
内
容
を
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
な

さ
い
。

・
延
慶
本
は
、
俊
成
が
警
戒
し
て
門
よ
り
内
に
入
れ
ず
歌
集
を
手
渡
し
で
き
な
い
な
ど
、

忠
度
が
敵
側
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
ま
た
客
観
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
覚

一
本
は
、
家
の
中
に
入
れ
歌
集
も
手
渡
し
で
き
る
な
ど
し
、
別
れ
の
時
に
俊
成
が
惜

し
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り
、
悲
し
い
感
じ
が
漂
っ
て
い
る
。
忠
度
側
に
寄
り
添
っ
て

い
る
。

・
覚
一
本
で
は
平
家
の
命
運
が
尽
き
た
様
子
を
同
情
的
な
人
の
動
き
や
落
人
に
対
す
る
人

の
反
応
を
通
し
て
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
延
慶
本
は
た

ん
た
ん
と
事
実
の
み
が
書
か
れ
て
お
り
、
実
際
の
あ
っ
た
こ
と
の
記
録
と
い
う
意
思

が
強
く
出
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
覚
一
本
は
感
情
移
入
や
引
き
込
み
を
行
い
や
す

い
物
語
的
要
素
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
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続
い
て
④
「
忠
度
最
期
」
の
場
面
の
和
歌
の
解
説
に
つ
い
て
示
す
。
前
述
し
た
櫻
井
陽

子
氏
の
論
考
に
記
さ
れ
て
い
た
展
開
お
よ
び
そ
れ
を
示
す
番
号
・
記
号
に
基
づ
き
、
延
慶

本
・
覚
一
本
を
上
下
に
対
照
さ
せ
て
対
応
関
係
が
把
握
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
配
置
し
た
。

◎
『
平
家
物
語
』「
忠
度
最
期
」
の
場
面
に
つ
い
て
、
延
慶
本
と
覚
一
本
と
を
比
較
し
た

ま
と
め
を
参
考
に
し
な
が
ら
『
平
家
物
語
』
原
文
を
読
ん
で
、
物
語
の
変
容
と
い
う
点

に
つ
い
て
各
自
が
改
め
て
気
付
い
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
自
由
に
述
べ
な
さ
い
。

・
変
容
と
い
う
点
で
は
、
好
き
嫌
い
で
分
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
源
氏
好
き
は
延

慶
本
で
、
忠
度
を
討
ち
取
り
六
弥
太
は
褒
美
を
も
ら
っ
て
い
る
。
一
方
、
平
氏
好
き
は

忠
度
を
最
後
ま
で
美
し
く
描
い
て
い
る
点
か
ら
、
変
容
は
時
代
の
好
み
や
、
社
会
背
景

と
の
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

・
物
語
の
変
容
は
、
基
本
的
な
流
れ
は
変
え
ず
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
み
を
変
え
て
い
る
。

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
の
中
心
と
な
る
も
の
も
変
わ
る
。

（
中
略
）
一
部
が
変
わ
る
だ
け
で
印
象
が
大
き
く
変
わ
る
。
こ
れ
は
、
伝
本
を
書
い
た

著
者
が
自
分
が
読
者
に
伝
え
た
い
部
分
を
強
調
す
る
た
め
故
意
に
変
え
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
伝
本
の
変
容
は
何
か
し
ら
の
意
図
が
あ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

お
　
わ
　
り
　
に

教
員
志
望
の
学
生
が
具
体
的
な
実
感
を
伴
っ
て
物
語
の
変
容
に
つ
い
て
把
握
で
き
る
こ

と
を
目
指
し
て
、『
平
家
物
語
』「
忠
度
都
落
」
お
よ
び
「
忠
度
最
期
」
に
み
ら
れ
る
平
忠

度
の
和
歌
の
多
義
性
を
利
用
し
た
変
容
の
事
例
を
取
り
上
げ
た
「
日
本
文
学
概
論
」
に
お

け
る
実
践
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
中
村
文
氏
お
よ
び
櫻
井
陽
子
氏
ほ
か
先
学
の
研
究
成
果

に
基
い
た
整
理
を
行
い
、
資
料
と
し
て
提
示
す
る
情
報
の
工
夫
を
行
っ
た
こ
と
で
、
受
講

生
の
理
解
の
面
で
は
一
定
の
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
方
で
授
業
デ
ザ
イ
ン
の
面
で
は
さ
ら
に
工
夫
の
余
地
が
あ
る
。
今
回
は
映
像
資
料
に

よ
る
場
面
理
解
を
行
っ
た
後
、
事
前
配
付
資
料
と
し
て
各
場
面
の
和
歌
の
役
割
に
関
す
る

解
説
を
示
し
た
上
で
、
原
文
読
解
を
行
っ
た
が
、
受
講
生
自
身
が
主
体
的
に
課
題
発
見
・

問
題
解
決
を
図
る
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
別
の
方
法
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、

各
場
面
で
の
覚
一
本
・
延
慶
本
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
、
和
歌
の
内
容
お
よ
び
役
割
な
ど
を
個
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別
の
課
題
と
し
て
切
り
分
け
、
ジ
グ
ソ
ー
法
に
よ
る
協
同
学
習
を
行
う
こ
と
で
、
さ
ら
に

深
い
学
び
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

ま
た
、
今
回
取
り
上
げ
た
『
平
家
物
語
』「
忠
度
都
落
」「
忠
度
最
期
」
の
場
面
を
さ
ら

に
受
容
・
変
容
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
謡
曲
「
忠
度
」「
俊
成
忠
度
」、
浄
瑠
璃
『
薩
摩
守

忠
度
』な
ど
が
あ
る
。
金
沢
節
子
氏
・
岡
﨑
真
紀
子
氏
に
よ
る『
平
家
物
語
』と
歌
舞
伎「
俊

寛
」
を
用
い
た
教
材
化
に
関
す
る
研
究（

注
９
）な

ど
を
参
考
に
し
つ
つ
、
発
展
課
題
と
し
て
設
定

す
る
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
。

教
員
養
成
に
お
い
て
は
、
教
科
の
内
容
に
関
す
る
知
識
を
身
に
付
け
る
こ
と
も
も
ち
ろ

ん
大
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
古
典
を
読
み
、
現
代
で
生
き
る
上

で
の
課
題
と
結
び
つ
け
て
、
自
身
の
問
題
と
し
て
考
え
続
け
る
姿
勢
を
持
つ
こ
と
こ
そ
が

必
要
で
あ
る
。
物
語
の
変
容
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
現
代
の
文
学
を
考
え
る
上
で
も
共
通
性

を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
学
生
に
と
っ
て
実
感
を
も
っ
て
捉
え
や
す
い
。
人
間
理
解
の
基

盤
と
し
て
、
古
典
は
有
意
義
な
思
索
へ
と
導
く
魅
力
を
有
し
て
い
る
。

教
員
を
目
指
す
大
学
生
に
は
、
自
分
が
何
の
た
め
に
古
典
を
学
ぶ
の
か
を
自
覚
し
た
上

で
、
中
・
高
校
生
に
対
し
て
そ
の
思
い
を
提
示
す
る
勇
気
、
粘
り
強
い
姿
勢
を
持
っ
て
も

ら
い
た
い
。
そ
れ
は
、
大
学
教
員
の
場
合
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。

繰
り
返
す
が
、
知
識
を
身
に
付
け
る
こ
と
は
大
事
で
あ
る
。
古
典
文
法
・
語
彙
・
作
者

や
作
品
の
成
立
年
代
な
ど
の
文
学
的
知
識
に
よ
っ
て
、
作
品
の
理
解
が
深
ま
る
こ
と
も
充

分
に
あ
り
う
る
。
だ
が
、
教
員
養
成
の
現
場
に
お
い
て
、
現
時
点
の
学
生
に
対
し
て
知
識

の
不
足
の
み
を
自
覚
さ
せ
る
だ
け
で
は
先
へ
は
進
め
な
い
。
自
ら
が
学
ぶ
姿
勢
、
古
典
へ

の
接
近
方
法
を
再
認
識
す
る
よ
う
な
学
び
へ
の
動
機
づ
け
を
行
わ
な
い
限
り
、
意
欲
あ
る

学
び
に
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
大
学
教
員
の
立
場
か
ら
、
日
々
の
実
践
を
通
し
た

よ
り
一
層
の
工
夫
を
重
ね
た
い
。

注
（
1
）
中
村
文
「
平
家
物
語
と
和
歌

―
平
家
都
落
の
諸
段
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
山
下
宏

明
編
『
平
家
物
語　

受
容
と
変
容　

あ
な
た
が
読
む
平
家
物
語
4
』
有
精
堂　

平
成

5
・
10
）。
以
下
、
本
稿
で
の
中
村
氏
の
論
考
の
引
用
は
こ
れ
に
拠
る
。

（
2
）
櫻
井
陽
子
「
忠
度
辞
世
の
和
歌
「
行
き
暮
れ
て
」
再
考

―
平
家
物
語
の
本
文
の

再
検
討
か
ら

―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
83
―
12　

平
成
18
・
12
、『『
平
家
物
語
』
本

文
考
』〈
汲
古
書
院　

平
成
25
・
2
〉
所
収
）。
以
下
、
本
稿
で
の
櫻
井
氏
の
論
考
の
引

用
は
こ
れ
に
拠
る
。

（
3
）
安
野
博
之
「
教
科
書
で
『
平
家
物
語
』
は
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
か

―
「
忠
度
都
落
」

を
例
に

―
」（『
芸
文
研
究
』
95　

平
成
20
・
12
）、田
中
幹
子
・
加
藤
兼
司
「『
平
家
物
語
』

の
高
校
古
典
教
材
と
し
て
の
可
能
性　
（
上
）
―
古
典
と
古
典
B
」（『
比
較
文
化
論
叢
』

24　

平
成
22
・
3
）、
浜
畑
圭
吾
・
下
西
忠
・
鈴
木
徳
男
「
後
期
中
等
教
育
に
お
け
る

国
語
教
材
の
研
究
（
1
）
―
『
平
家
物
語
』「
忠
度
の
都
落
ち
」
の
理
解
を
深
め
る
視

点
か
ら
」（『
高
野
山
大
学
論
叢
』
50　

平
成
27
・
2
）。

（
4
）
覚
一
本
の
引
用
は
、
大
津
雄
一
・
平
藤
幸
編
『
平
家
物
語　

覚
一
本　

全
』（
武

蔵
野
書
院　

平
成
25
・
4
）
に
拠
る
。

（
5
）
延
慶
本
の
引
用
は
、
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
本
文
篇    

下
（
勉
誠
出
版　

平
成
2
・
6
）
に
拠
る
。

（
6
）
当
該
歌
は
『
千
載
和
歌
集
』
に
「
い
か
に
せ
む
み
か
き
が
は
ら
に
つ
む
せ
り
の
ね

に
の
み
な
け
ど
し
る
人
の
な
き
」（
恋
一
・
668
・「
題
し
ら
ず
」・
よ
み
び
と
し
ら
ず
）

と
し
て
入
集
す
る
が
、『
治
承
三
十
六
人
歌
合
』
に
は
「
い
か
に
せ
ん
宮
城
の
原
に
摘

む
芹
の
ね
に
の
み
な
け
ど
知
る
人
ぞ
な
き
」（
四
番
左
・
64
・「
恋
」）
が
平
経
盛
歌
と

し
て
掲
載
さ
れ
る
。

（
7
）
以
下
、
和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。

（
8
）
萩
谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成　

増
補
新
訂
』
第
四
巻
（
同
朋
舎
出
版　

平
成
8
・
7
）。

（
9
）
金
沢
節
子
・
岡
﨑
真
紀
子
「
中
学
校
国
語
科
に
お
け
る
『
平
家
物
語
』
発
展
教
材
「
俊

寛
」
の
可
能
性
」（
奈
良
女
子
大
学
教
育
シ
ス
テ
ム
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
『
教
育
シ
ス

テ
ム
研
究
』
別
冊　

平
成
29
・
10
）
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