
『
曾
我
物
語
』
に
お
け
る
敵
討
ち
の
動
因

―
―
「
実
の
父
」
の
欠
如
と
希
求
と
い
う
観
点
か
ら
―
―

西
　
塚
　
俊
　
太

序
建
久
四
（
一
一
九
三
）
年
五
月
二
十
八
日
の
夜
半
、
源
頼
朝
が
主
催
し
た
「
富
士
野
の
巻
狩
」
の
陣
内
に
お
い
て
、
曾
我
十
郎
祐す
け

成な
り
・
五
郎
時と
き

宗む
ね
の
兄
弟
が
、
父
・
河
津
祐す
け

通み
ち
の
敵
で
あ
る
工
藤
祐す
け

経ち
か
を
討
ち
取
っ
た
。
本
論
文
は
こ
の
曾
我
兄
弟
に
よ
る
敵
討
ち
事

件
を
も
と
し
て
生
成
さ
れ
た
『
曾
我
物
語
』
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
検
討
の
主
眼
と

な
る
の
は
、
こ
の
曾
我
兄
弟
に
よ
る
敵
討
ち
が
、『
曾
我
物
語
』
内
で
「
名
を
後
代
に
留
め
け
る
」（
三
五
頁
）
と
評
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。

ま
ず
は
こ
の
論
点
の
背
景
を
『
曾
我
物
語
』
本
文
の
叙
述
に
即
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
曾
我
兄
弟
の
敵
討
ち
に
対
し
て
の
こ

の
「
名
を
後
代
に
留
め
け
る
」
と
い
う
評
が
論
じ
る
に
値
す
る
課
題
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
当
時
の
時
代
状
況
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。『
曾
我
物
語
』
に
は
、
曾
我
兄
弟
の
母
を
は
じ
め
と
し
て
、
兄
弟
の
敵
討
ち
を
止
め
よ
う
と
す
る
多
く
の
人
物
が
登
場
す
る
。

そ
の
者
た
ち
が
曾
我
兄
弟
の
敵
討
ち
に
反
対
す
る
理
由
は
、
兄
弟
が
生
き
た
時
代
が
、
源
頼
朝
が
世
の
あ
ら
ゆ
る
武
士
を
統
べ
る
と

い
う
「
鎌
倉
殿
の
御
世
」（
一
七
七
頁
）
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
。
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曾
我
兄
弟
の
敵
討
ち
の
背
景
に
は
、「
青
葉
〔
若
い
反
逆
者
〕1

、
霜
に
凋
み
て
、
白
浪
〔
盗
賊
〕
の
声
を
上
弦
の
夜
の
月
〔
源

頼
朝
の
武
威
〕
に
ぞ
澄
ま
し
け
る
。
こ
れ
偏
に
、
羽
林
〔
源
頼
朝
〕
の
威
風
、
世
に
超
え
て
重
き
故
に
ぞ
候
ひ
け
る
。
こ
れ
に
よ
り

て
、
青
侍
心
を
ひ
そ
め
、
公
私
争
ひ
を
留
め
て
、
一
人
と
し
て
帰
伏
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」（
三
五
頁
）
と
表
現
さ
れ
る
源
頼
朝

の
治
世
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
全
て
の
武
士
が
新
た
に
成
立
し
た
「
天
皇
王
権
の
正
当
な
護
持
者
で
あ
り
代
行
者
で
あ
る
頼

朝
の
秩
序
」2

に
従
い
、
私
闘
が
最
早
許
さ
れ
は
し
な
い
世
で
あ
る
。
加
え
て
言
え
ば
、
曾
我
兄
弟
が
討
ち
果
た
し
た
親
の
敵
・
工

藤
祐
経
は
、「
随
分
の
切
り
者
に
て
御
側
去
ら
ず
ぞ
勤
仕
し
け
る
」（
一
四
一
頁
）
と
い
う
、
源
頼
朝
の
側
近
で
あ
っ
た
。

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、曾
我
兄
弟
に
よ
る
敵
討
ち
は「
事
件
」と
し
て
、当
時
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

『
曾
我
物
語
』
は
事
件
の
衝
撃
の
大
き
さ
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

然
る
に
、
何
ぞ
、
伊
豆
国
の
住
人
伊
東
次
郎
祐す
け

親ち
か

が
孫
、
曾
我
十
郎
祐
成
・
同
じ
く
五
郎
時
宗
兄
弟
二
人
ば
か
り
こ
そ
、
将

軍
家
の
陣
内
を
も
憚
ら
ず
、
親
の
敵
を
討
っ
て
、
芸
を
当
庭
に
施
し
、
名
を
後
代
に
留
め
け
る
。（
三
五
頁
）

右
の
引
用
文
中
の
冒
頭
部
に
お
け
る
「
然
る
に
、
何
ぞ
」
と
い
う
一
言
は
、
お
そ
ら
く
、
現
代
の
我
々
が
想
像
す
る
以
上
に
大
き

な
驚
き
を
込
め
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。『
曾
我
物
語
』
は
か
な
り
の
分
量
を
割
い
て
、
清
和
天
皇
の
血
を
引
く
源
頼
朝
が

苦
難
を
乗
り
越
え
て
「
日
本
国
の
大
将
軍
」（
三
四
頁
）
と
な
っ
て
い
く
過
程
を
、
曾
我
兄
弟
に
よ
る
敵
討
ち
に
並
行
さ
せ
て
描
き

出
し
て
い
る3

。
そ
の
「
日
本
国
の
大
将
軍
」
の
陣
内
に
お
い
て
、
頼
朝
の
側
近
を
討
ち
果
た
し
た
こ
と
こ
そ
が
、「
然
る
に
、
何
ぞ
」

と
い
う
驚
愕
を
生
ん
で
い
る
と
言
え
る
。

そ
れ
故
に
問
題
と
な
る
の
が
、
こ
の
一
節
が
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
名
を
後
代
に
留
め
け
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
点
な
の
で

あ
る
。
あ
ろ
う
こ
と
か
大
将
軍
・
源
頼
朝
の
陣
内
で
発
生
し
て
し
ま
っ
た
一
大
事
件
が
、「
名
」
を
後
代
に
残
す
こ
と
に
な
っ
た
と
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伝
え
ら
れ
て
い
る
事
態
は
、
そ
の
ま
ま
素
通
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
論
点
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、『
曾
我
物
語
』

読
解
の
本
質
と
深
く
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
。
本
論
文
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
、
曾
我
兄
弟
の
敵
討
ち
と
い
う
も
の

が
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
曾
我
兄
弟
は
何
を
求
め
て
敵
討
ち
を
し
た
の
か
、
敵
討
ち
に
よ
っ
て
何
が
実
現
さ
れ
た
の

か
と
い
う
諸
点
に
関
し
て
、『
曾
我
物
語
』
の
本
文
に
内
在
す
る
形
で
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
一
節　
『
曾
我
物
語
』
の
展
開

さ
て
、「
土
の
匂
い
の
す
る
文
学
」4

と
も
評
さ
れ
る
『
曾
我
物
語
』
は
、
曾
我
兄
弟
に
よ
る
敵
討
ち
と
い
う
史
実
を
も
と
に
し
て
、
お

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
筋
を
た
ど
っ
て
展
開
さ
れ
る
物
語
で
あ
る5

。
い
さ
さ
か
長
く
な
る
が
、
考
察
の
下
敷
き
と
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
『
曾
我
物
語
』
本
文
は
、
曾
我
兄
弟
に
よ
る
敵
討
ち
に
つ
い
て
、「
そ
の
敵
人
は
、
す
な
は
ち
一
家
の
輩
、
工
藤
左
衛
門
尉

祐
経
な
り
。
そ
の
由
緒
を
い
か
に
と
尋
ぬ
れ
ば
、
先
年
、
所
帯
〔
財
産
・
地
位
・
所
領
・
官
職
〕
を
争
ひ
し
故
に
よ
り
、
親し
ん
昵ぢ
つ
〔
親

類
・
親
族
〕
を
誅
せ
し
そ
の
報
ひ
と
ぞ
聞
え
け
る
」（
三
五
頁
）
と
語
り
出
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
敵
討
ち
事
件
と
い
う
も
の
が
、「
一

家
の
輩
」
の
う
ち
で
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
は
「
所
帯
」
を
争
う
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
一
家
の
輩
」
同
士
で
起
き
た
「
所
帯
」
争
い
と
は
、
複
雑
な
血
縁
関
係
を
有
す
る
伊
東
一
族
の
長
・
伊
東
武
者
祐す
け

継つ
ぎ

が

四
十
三
歳
に
し
て
亡
く
な
る
折
、
ま
だ
九
歳
で
あ
っ
た
息
子
・
金
石
（
後
の
工
藤
祐
経
）
に
伊
東
・
河
津
の
両
所
を
継
が
せ
る
と
い

う
遺
言
お
よ
び
「
利
券
文
書
」（
三
九
頁
）
を
残
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
祐
継
の
義
弟
で
あ
る
河
津
次
郎
祐
親
（
後
の
伊
東
祐
親
・

伊
東
入
道
）
が
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
る
。

祐
親
は
祐
継
の
死
後
、ま
ず
自
身
が
伊
東
荘
に
移
り
、河
津
の
館
を
息
子・三
郎
祐
通
（
曾
我
兄
弟
の
父
）
に
譲
る
。
祐
親
は
、「
兄

の
た
め
に
忠
あ
る
由
に
て
、後
家
に
も
子
に
も
勝
れ
て
孝
養
の
精
誠
を
致
す
」（
四
〇
頁
）と
い
う
よ
う
に
追
善
供
養
を
し
、ま
た
、「
金
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石
に
は
心
安
き
乳
母
を
付
け
て
養
ひ
つ
つ
、
遺
言
を
違
は
ず
し
て
十
三
と
申
せ
し
に
は
元
服
さ
せ
、
宇
佐
美
の
工
藤
次
祐
経
と
名
乗

ら
せ
、
娘
の
万
劫
に
合
せ
て
、
次
の
年
の
秋
、
引
き
具
し
て
上
洛
し
、
小
松
内
大
臣
重
盛
、
そ
の
頃
は
大
納
言
に
て
お
は
し
け
る
に

見
参
に
入
れ
に
け
り
」（
四
〇

－

四
一
頁
）
と
、
後
見
人
と
し
て
十
分
と
思
わ
れ
る
働
き
を
見
せ
て
い
る
。
た
だ
し
、
祐
経
を
都
に

置
い
た
ま
ま
に
し
、「
伊
東
・
河
津
と
も
に
祐
親
一
人
に
し
て
押
領
し
て
、
祐
経
に
は
屋
敷
の
一
所
も
配
分
せ
ず
」（
四
一
頁
）
と
い

う
一
点
が
、
祐
継
の
遺
言
と
完
全
に
異
な
っ
た
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
先
に
指
摘
し
た
「
一
家
の
輩
」
同
士
の
「
所
帯
」
の
争
い
の
内
実
で
あ
り
、成
人
し
た
祐
経
が
頻
り
に
「
訴
訟
」（
四
一
頁
）

を
す
る
も
、
祐
親
の
賄
賂
工
作
な
ど
に
よ
り
、「
道
理
な
き
も
道
理
と
」（
四
一
頁
）
な
っ
て
し
ま
う
。『
曾
我
物
語
』
は
こ
の
事
態

に
つ
い
て
、「
古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
欲
界
の
衆
生
、
欲
心
に
耽
く
る
習
ひ
こ
そ
悲
し
け
れ
」（
四
一
頁
）
と
、
祐
親
の
「
欲
」
と

し
て
表
現
し
て
い
る
。

そ
の
後
こ
の
所
領
を
め
ぐ
る
争
い
は
、「
所
帯
に
お
い
て
半
分
づ
つ
知
行
す
べ
き
由
、
本
家
大
宮
の
令
旨
な
ら
び
に
領
家
の
御
教

書
」（
四
一
頁
）
を
得
る
の
だ
が
、
祐
経
は
こ
の
決
定
を
不
服
と
し
、
祐
親
・
祐
通
親
子
の
殺
害
と
、
伊
東
・
河
津
両
荘
の
支
配
を

思
う
に
至
る
。
事
態
を
い
ち
早
く
察
し
た
祐
親
は
守
り
を
厳
重
に
固
め
る
と
同
時
に
、「
祐
経
、
我
が
た
め
に
後
ろ
め
た
き
者
な
り
」

（
四
三
頁
）
と
感
じ
、
娘
・
万
劫
を
取
り
返
し
、
相
模
国
の
土
肥
弥
太
郎
遠
平
に
嫁
が
せ
た
。
そ
こ
で
祐
経
は
、
年
来
の
郎
従
で
あ

る
大
見
小
藤
太
と
八
幡
三
郎
の
二
人
に
暗
殺
を
命
じ
る
。
こ
の
二
人
は
、
伊
豆
奥
野
で
行
わ
れ
た
狩
り
の
帰
途
に
あ
っ
た
祐
親
・
祐

通
親
子
を
襲
撃
し
、
祐
親
を
逃
す
も
、
祐
通
は
射
ら
れ
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
。

祐
通
の
妻
は
深
く
悲
し
む
と
と
も
に
、
ま
だ
年
端
も
い
か
な
い
二
人
の
息
子
、
兄
・
一
万
（
後
の
曾
我
十
郎
祐
成
）
五
歳
と
弟
・

箱
王6
（
後
の
曾
我
五
郎
時
宗
）
三
歳
を
両
膝
に
乗
せ
、長
じ
て
後
に
父
の
敵
で
あ
る
工
藤
祐
経
の
首
を
取
る
よ
う
に
諭
す
。
そ
の
後
、

曾
我
兄
弟
の
母
は
祐
親
の
説
得
も
あ
り
、
兄
弟
を
連
れ
て
曾
我
太
郎
祐す
け

信の
ぶ
の
も
と
に
嫁
ぐ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
兄
弟

は
正
式
に
「
曾
我
」
兄
弟
と
な
り
、
自
身
ら
が
置
か
れ
て
い
る
苦
難
に
満
ち
た
身
の
上
に
加
え
、
最
初
に
敵
討
ち
を
勧
め
た
母
も
含
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め
た
周
囲
の
者
た
ち
の
多
く
が
反
対
し
、
さ
ら
に
は
敵
・
工
藤
祐
経
が
源
頼
朝
の
政
権
下
で
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い

う
厳
し
い
状
況
下
で
、
二
人
だ
け
で
敵
討
ち
を
実
行
す
る
決
心
を
固
め
て
い
く
。

そ
し
て
建
久
四
年
五
月
二
十
八
日
の
夜
半
、「
富
士
野
の
巻
狩
」
に
お
け
る
頼
朝
の
陣
内
に
お
い
て
祐
経
を
討
ち
果
た
し
、
兄
・

十
郎
祐
成
は
討
ち
死
に
し
、弟・五
郎
時
宗
は
捕
ら
え
ら
れ
、頼
朝
と
面
会・問
答
し
た
後
に
刑
死
と
な
る
。『
曾
我
物
語
』
は
そ
の
後
、

十
郎
祐
成
と
契
っ
た
遊
女
・
虎
を
中
心
と
す
る
女
性
た
ち
の
鎮
魂
の
祈
り
と
と
も
に
閉
じ
ら
れ
る
。

第
二
節　

敵
討
ち
の
端
緒

前
節
に
お
い
て
長
く
『
曾
我
物
語
』
の
展
開
を
お
っ
て
き
た
が
、
問
題
の
端
緒
は
「
一
家
の
輩
」
の
「
所
帯
」
の
争
い
な
の
で

あ
っ
た
。
伊
東
祐
親
に
は
祐
継
の
遺
言
と
利
券
文
書
に
従
わ
な
か
っ
た
と
い
う
「
欲
心
」
の
罪
が
あ
り
、
他
方
、
工
藤
祐
経
の
側
に

も
「
一ひ
と

方か
た

な
ら
ぬ
重
恩
を
忘
れ
て
」（
四
二
頁
）
祐
親
・
祐
通
親
子
の
暗
殺
を
企
て
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、「『
行
く
末
い
か
が
あ

る
べ
き
』
と
、
神
慮
も
暗
に
計
ら
れ
た
り
」（
四
二
頁
）
と
い
う
負
い
目
が
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
重
恩
」
と
は
、「
第
一

に
は
叔
父
な
り
。
第
二
に
は
養
父
。
第
三
に
は
舅
。
第
四
に
は
元
服
親
な
り
。
か
た
が
た
も
っ
て
、
そ
の
重
恩
報
じ
難
く
ぞ
覚
え
け

る
」（
四
二
頁
）
の
四
点
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
曾
我
物
語
』
の
展
開
を
す
で
に
確
認
し
た
我
々
と
し
て
は
、
こ
こ
で
挙
げ
ら

れ
て
い
る
四
点
に
加
え
て
、
次
の
二
点
も
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
第
一
点
と
し
て
、「
訴
訟
」
と
い
う
手
段
を
自
身
で
選
び
取
っ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
令
旨
」
や

「
御
教
書
」
に
不
満
を
持
ち
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、『
曾
我
物
語
』
内
で
「
訴
訟
」
の
手
段

を
選
択
し
た
者
た
ち
が
最
終
的
に
死
に
追
い
や
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る7

。
第
二
点
と
し
て
は
、
祐
経
が
祐
親
へ
の

恨
み
を
祐
通
の
暗
殺
と
い
う
形
で
解
消
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。伊
東・河
津
の
所
領
の
相
続
を
め
ぐ
る「
一
家
の
輩
」
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の
争
い
は
、
祐
親
と
祐
経
と
の
間
で
発
生
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
訴
訟
の
結
果
を
不
服
と
し
、「
父
祐
継
が
世
ま
で
は
分
け
ら
れ

た
る
こ
と
も
な
き
領
所
を
、
祐
経
が
世
に
至
っ
て
半
分
の
主
と
な
る
べ
き
や
う
や
あ
る
」（
四
二
頁
）
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
極
論

め
く
が
、
祐
経
は
祐
親
を
相
手
取
っ
て
自
ら
の
手
で
直
接
戦
い
に
挑
め
ば
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
祐
経
、所
帯
を
押
領
せ
ら
る
る
上
、妻
室
を
奪
ひ
返
し
、あ
ま
つ
さ
へ
他
人
に
嫁
す
る
条
、鬱
憤
あ
げ
て
計
ふ
べ
か
ら
ず
」（
四
三

頁
）
と
い
う
諸
事
情
を
鑑
み
れ
ば
、
祐
経
こ
そ
が
横
暴
な
祐
親
に
対
し
て
自
ら
の
正
当
性
・
正
統
性
を
取
り
戻
す
戦
い
を
挑
む
主
人

公
で
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
の
は
、そ
れ
ほ
ど
行
き
過
ぎ
た
想
像
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、『
曾
我
物
語
』

に
は
、
自
身
の
三
女
が
生
ん
だ
子
で
あ
る
「
千
鶴
御
前
」
で
さ
え
も
、
い
ま
だ
源
氏
の
流
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
源
頼
朝
と
の
間
に
生

ま
れ
た
子
だ
と
知
る
や
否
や
、
そ
の
幼
子
を
滝
の
急
流
の
下
に
簀
巻
き
に
し
て
沈
め
て
殺
害
さ
せ
る
と
い
う
祐
親
の
「
あ
ま
り
に
情

な
き
有
様
」（
九
一
頁
）
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
祐
親
に
対
し
て
源
頼
朝
が
直
々
に
、「
愛
子
の
敵
伊
東
入

道
が
首
を
刎
ね
て
、
我
が
子
の
冥
途
の
身
代
り
に
手
向
け
ん
」（
九
八
頁
）
と
敵
討
ち
を
す
る
こ
と
を
誓
い
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く

と
い
う
物
語
も
ま
た
、
曾
我
兄
弟
の
敵
討
ち
話
と
並
行
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る8

。

祐
経
が
祐
親
へ
の
鬱
憤
を
祐
親
の
息
子
・
祐
通
の
暗
殺
と
い
う
形
で
解
消
し
た
こ
と
に
よ
り
、「
一
家
の
輩
」
の
争
い
は
所
領
を

め
ぐ
る
争
い
か
ら
「
敵
討
ち
」
へ
と
変
質
し
て
し
ま
っ
た
。
確
か
に
、「
一
家
の
輩
」
の
所
領
の
争
い
の
原
因
は
『
曾
我
物
語
』
の

本
文
の
記
述
通
り
、
伊
東
祐
親
の
「
欲
心
」
の
所
業
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う9

。
だ
が
、
訴
訟
に
よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
る
べ
き
こ

の
所
領
を
め
ぐ
る
争
い
を
、「
敵
討
ち
」
と
い
う
形
へ
変
え
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
、
敵
討
ち
の
対
象
と
な
っ
た
工
藤
祐
経
当
人
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
敵
討
ち
を
さ
れ
る
祐
経
本
人
は
、
自
ら
の
所
業
に
よ
っ
て
事
態
が
所
領
の
争
い
か
ら
、
敵
討
ち
と
い
う
直
接

の
命
の
や
り
取
り
へ
と
根
本
か
ら
変
容
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
る
。
曾
我
兄
弟
が
自
身
の
こ
と
を
親
の
敵
と
見
な

し
て
恨
み
に
思
っ
て
い
る
と
の
噂
を
聞
き
知
っ
て
は
い
る
も
の
の
、「
敵
討
ち
」
の
標
的
、
換
言
す
る
と
命
の
や
り
取
り
を
す
る
戦

い
の
相
手
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
と
は
実
感
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
れ
故
に
、
敵
討
ち
が
目
前
に
迫
っ
た
富
士
野
の
巻
狩
の
最
終
日
、
十
郎
祐
成
の
姿
を
み
と
め
た
祐
経
は
、
十
郎
祐
成
を
酒
宴
の

席
に
招
き
入
れ
、「
左
衛
門
尉
〔
祐
経
〕、
酒
狂
に
て
や
あ
り
け
ん
、
初
対
面
の
詞
こ
そ
広
量
〔
傲
慢
〕
な
れ
」（
二
七
七
頁
）
と
評

さ
れ
る
態
度
で
、
次
の
よ
う
に
語
り
出
し
て
い
る
。
多
少
長
い
が
、
祐
経
の
人
物
像
や
信
条
の
あ
り
か
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
一

節
で
あ
る
。

「
御
一
門
の
片
端
に
て
候
へ
ば
、
便
宜
に
申
し
承
る
べ
き
と
存
じ
候
ひ
し
に
、
い
ま
だ
見
参
に
入
ら
ざ
る
こ
と
こ
そ
本
意
に
あ

ら
ず
候
へ
。
ま
こ
と
や
、
祐
経
を
殿
ば
ら
た
ち
の
親
の
敵
と
宣
ふ
由
。
そ
の
証
拠
、
何
事
ぞ
。
一
向
、
人
の
和
讒
に
て
候
ふ
ぞ
。

ゆ
め
ゆ
め
用
ひ
給
ふ
べ
か
ら
ず
。ま
た
、さ
や
う
に
申
さ
ん
も
所
以
あ
る
こ
と
も
候
ふ
。こ
の
家
、祐
経
こ
そ
嫡
々
に
て
候
へ
ば
、

宗
徒
の
所
領
を
も
知
行
す
べ
く
候
ひ
し
に
、
故
伊
東
入
道
殿
、
皆
も
っ
て
押
領
し
つ
つ
、
祐
経
に
は
屋
敷
の
一
所
を
も
分
け

賜
ら
ざ
り
し
は
、
誠
に
恨
み
あ
る
べ
き
な
り
。
さ
れ
ど
も
、
父
子
の
契
り
あ
り
し
上
、
ま
さ
し
く
叔
父
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、

思
ひ
な
が
ら
も
、
さ
て
過
ぎ
候
ひ
し
に
、
殿
ば
ら
の
父
故
河
津
殿
、
伊
豆
の
奥
野
の
狩
場
の
帰
り
に
、
流
れ
矢
に
当
り
て
失

せ
給
ひ
し
。
…
…
さ
れ
ば
、
一
向
、
祐
経
が
所
為
と
な
り
果
て
候
ひ
て
、
殿
ば
ら
に
も
恨
み
ら
れ
奉
る
。
こ
の
条
、
術
な
き

次
第
な
り
。
自
今
以
後
、
御
不
審
な
く
、
常
に
申
し
承
る
べ
し
。
た
と
ひ
ま
た
、『
恨
み
を
散
ぜ
ん
』
と
思
ひ
給
ふ
と
も
、
さ

す
が
当
時
は
叶
ひ
が
た
く
こ
そ
候
は
め
。
か
た
が
た
も
っ
て
詮
な
き
事
ど
も
な
り
。
祐
経
ほ
ど
の
親
類
、少
な
く
こ
そ
候
は
め
。

何
事
を
も
何
ぞ
承
ら
ざ
る
べ
き
。
あ
の
王
藤
内
殿
と
申
す
は
、
西
国
の
人
に
て
、
異
姓
他
人
に
て
候
へ
ど
も
、
頼
み
給
へ
ば
、

大
事
の
訴
訟
を
も
申
し
叶
へ
候
ひ
し
ぞ
か
し
。
ま
し
て
申
さ
ん
や
、
殿
ば
ら
の
事
ど
も
は
子
細
に
及
ぶ
べ
か
ら
ず
。
今
は
御

不
審
あ
る
べ
か
ら
ず
。
和
融
し
奉
ら
ん
」（
二
七
七

－

二
七
九
頁
）

祐
経
の
主
張
の
核
心
は
、
自
身
こ
そ
が
所
領
を
受
け
継
い
で
当
然
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
存
在
し
て
い
る
。
祐
経
は
、
十
郎
祐
成
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に
立
ち
聞
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
ず
に
、
河
津
祐
通
の
暗
殺
を
指
示
し
た
こ
と
を
白
状
す
る
際
に
も
、「
あ
れ
が
祖
父
、
伊

東
入
道
と
て
、
大
不
得
心
の
者
に
て
、
祐
経
が
本
領
残
ら
ず
押
領
せ
し
か
ば
、
年
来
の
郎
等
大
見
小
藤
太
・
八
幡
三
郎
、
二
人
の
者

に
申
し
付
け
候
ひ
し
」（
二
八
一

－

二
八
二
頁
）
と
、
所
領
へ
の
こ
だ
わ
り
の
強
さ
を
見
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
武
士
と
し
て
曾

我
兄
弟
も
、「
我
ら
も
鎌
倉
殿
の
御
勘
当
深
く
、君
に
も
召
し
使
は
れ
ず
。
先
祖
の
所
領
を
も
没
収
せ
ら
れ
」（
二
二
二
頁
）
と
、日
々

の
生
活
の
経
済
基
盤
で
あ
る
所
領
へ
の
こ
だ
わ
り
を
有
し
て
い
る
の
だ
が
、そ
れ
は
、「
尋
常
の
馬
一
匹
だ
に
も
飼
ひ
得
ず
」（
二
二
二

頁
）
と
い
う
こ
と
や
、
着
替
え
の
小
袖
に
も
不
自
由
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
一
人
前
の
武
士
と
し
て
必
要
十
分
な
装
具
す
ら
整
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
向
け
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
祐
経
の
関
心
は
常
に
所
領
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
。

祐
経
の
念
頭
に
あ
る
争
い
の
源
は
祐
親
の
「
押
領
」
の
み
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
祐
経
が
見
落
と
し
て
い
る
の
は
、
曾
我
兄
弟
に
と
っ
て
所
領
の
争
い
は
祖
父
・
伊
東
祐
親
と
工
藤
祐
経
と
の
間
で
生
じ
た

も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
所
領
の
争
い
は
曾
我
兄
弟
の
「
敵
討
ち
」
と
は
位
相
を
異
に
す
る
争
い
の
あ
り
様
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
一
家
の
輩
」
で
起
き
た
争
い
は
す
で
に
、所
領
を
め
ぐ
る
争
い
か
ら
父
殺
し
に
起
因
す
る
命
を
か
け
た
「
敵

討
ち
」の
争
い
へ
と
変
質
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
曾
我
兄
弟
の
関
心
の
所
在
は
、最
早
、所
領
の
受
け
継
ぎ
に
は
向
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、

父
を
亡
き
も
の
に
し
た
敵
・
祐
経
の
命
を
取
る
と
い
う
た
だ
一
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
命
が
け
の
「
敵
討
ち
」
の
争

い
に
お
い
て
は
、
祐
経
が
得
意
と
す
る
「
訴
訟
」
と
い
う
解
決
手
段
は
一
切
無
効
な
の
で
あ
る
。

祐
経
は
こ
の
争
い
の
変
質
に
気
付
い
て
い
な
い
故
に
、
自
ら
の
命
が
狙
わ
れ
、
今
ま
さ
に
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
状
況
に
お
い

て
も
、
訴
訟
の
際
に
は
遠
慮
す
る
こ
と
な
く
親
類
で
あ
る
自
分
を
頼
る
よ
う
に
と
い
う
、
間
の
抜
け
た
言
を
口
に
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
そ
の
背
後
に
は
、「
当
君
〔
源
頼
朝
〕
の
御
代
」（
二
七
八
頁
）
に
お
い
て
は
、「
た
と
ひ
ま
た
、『
恨
み
を
散
ぜ
ん
』
と
思
ひ
給

ふ
と
も
、
さ
す
が
当
時
は
叶
ひ
が
た
く
こ
そ
候
は
め
」（
二
七
九
頁
）
と
い
う
、
源
頼
朝
が
築
き
上
げ
た
秩
序
と
、
そ
の
頼
朝
政
権

の
中
で
人
後
に
落
ち
な
い
地
位
に
あ
る
と
い
う
自
負
、
そ
し
て
そ
れ
に
起
因
す
る
驕
り
と
油
断
が
あ
る
の
だ
ろ
う10

。
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第
三
節　

敵
討
ち
と
見
知
ら
ぬ
父
の
姿

と
こ
ろ
で
先
行
研
究
に
お
い
て
、「
こ
の
物
語
を
「
仇
討
物
語
」
な
い
し
は
そ
れ
に
類
し
た
「
仇
討
文
学
」
と
い
う
よ
う
な
規
定

を
し
た
う
え
で
、
真
正
面
か
ら
論
じ
た
も
の
は
意
外
な
こ
と
に
極
め
て
少
な
い
」11

と
い
う
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
戦
前
の
研
究
に

お
い
て
は
、「
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
「
忠
孝
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
自
明
の
理
と
し
て
曾
我
兄
弟
の
行
為
を
評
価
し
た
き
わ
め
て

予
定
調
和
的
な
論
説
」12

で
あ
り
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
四
月
発
刊
の
雑
誌
「
日
本
及
日
本
人
」
六
五
二
号
は
、「
三
四
編
に

わ
た
る
曾
我
兄
弟
に
対
す
る
特
集
へ
の
寄
稿
の
う
ち
二
〇
編
近
く
は
そ
の
「
忠
孝
」
を
賞
賛
す
る
こ
と
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

賞
賛
は
作
品
本
体
の
表
現
に
は
全
く
踏
み
込
ま
ず
、
あ
る
意
味
で
は
全
く
作
品
に
無
頓
着
な
批
評
で
あ
っ
て
、
た
だ
父
の
仇
を
討
っ

た
と
い
う
一
面
に
の
み
光
が
当
て
ら
れ
、
自
明
の
理
と
し
て
の
「
忠
孝
」
が
称
揚
さ
れ
る
と
い
う
も
の
」13

で
あ
っ
た
と
い
う
。

近
年
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
「
忠
孝
」
概
念
を
無
批
判
に
称
揚
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
も
そ
も
「
忠
孝
」
と
い

う
概
念
を
軸
に
し
て
『
曾
我
物
語
』
の
主
題
に
迫
る
考
察
は
か
な
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
「
忠
孝
」
概
念
の
代
わ
り

に
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
真
名
本
系
の
諸
本
の
各
巻
の
冒
頭
に
共
通
し
て
付
さ
れ
て
い
る
「
本
朝
報
恩
合
戦
謝
徳
闘
諍

集
幷
序
」
と
い
う
副
題
に
含
ま
れ
て
い
る
「
報
恩
」「
謝
徳
」
と
い
う
概
念
で
あ
る14

。
つ
ま
り
、
真
名
本
系
の
『
曾
我
物
語
』
は
、

曾
我
兄
弟
の
「
敵
討
ち
」15

の
戦
い
を
、「
恩
」
に
「
報
」
じ
「
徳
」
に
「
謝
」
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
本
論
文
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
に
お
い
て
、
何
故
「
敵
討
ち
」
が
「
報
恩
・
謝
徳
」

の
行
い
と
見
な
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
五
郎
時
宗
は
敵
討
ち
を
果
た
し
た
後
に
捕
縛
さ
れ
源
頼
朝
の
前
に
連
れ
出
さ
れ
た

際
に
、「
縄
を
付
け
ば
と
て
、
何
か
苦
し
か
る
べ
き
。
父
の
た
め
に
付
き
た
る
縄
な
れ
ば
、
孝
養・報
恩
の
名
聞
に
て
こ
そ
あ
る
ら
め
」

（
三
一
八
頁
）
と
さ
え
言
い
放
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
五
郎
時
宗
は
三
歳
で
父
と
死
別
し
て
い
る
た
め
、
父
・
河
津
祐
通
に
つ
い
て
の
記
憶
を
ほ
ぼ
有
し
て
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い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。『
曾
我
物
語
』
は
、
五
郎
時
宗
が
、
確
か
な
記
憶
を
得
る
前
に
こ
の
世
か
ら
去
っ
て
し
ま
っ
た
父
・
河

津
祐
通
の
姿
の
残
影
を
追
い
求
め
る
光
景
を
繰
り
返
し
描
い
て
い
る
。
七
歳
に
な
っ
た
箱
王
（
五
郎
時
宗
）
は
、「
い
か
に
母
御
前
。

父
は
い
づ
く
に
お
は
し
ま
す
ぞ
や
。
誠
や
ら
ん
、父
の
御
事
は
仏
に
な
り
て
ま
し
ま
す
と
な
。
そ
の
仏
は
い
づ
く
に
ま
し
ま
す
ぞ
や
。

行
き
て
拝
ま
な
ん
。
母
御
前
も
、
い
ざ
、
さ
せ
給
へ
」（
一
四
二
頁
）
と
口
に
し
て
母
を
困
惑
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
敵
討
ち
に
出

立
す
る
際
に
も
、「
十
郎
殿
に
は
、
父
上
の
御
事
、
五
歳
の
御
時
な
れ
ば
、『
た
し
か
に
覚
ゆ
る
』
と
語
り
給
ふ
。
時
宗
は
三
歳
な
れ

ば
、
た
し
か
に
覚
え
ぬ
だ
に
も
、
か
く
ば
か
り
恋
し
く
候
ふ
」（
二
三
七
頁
）
と
の
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
敵
で
あ
る

祐
経
を
初
め
て
目
に
し
た
際
に
、
周
囲
の
僧
に
、「
父
の
河
津
に
似
た
る
と
こ
ろ
や
候
ふ
」（
一
五
五
頁
）
と
問
い
か
け
、
敵
・
祐
経

に
さ
え
父
・
祐
通
の
面
影
を
見
出
そ
う
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
何
故
に
、
こ
の
よ
う
に
父
の
姿
を
知
ら
な
い
五
郎
時
宗
が
、
敵
討
ち
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

し
て
そ
の
敵
討
ち
が
ど
う
し
て
「
報
恩
・
謝
徳
」
の
戦
い
と
認
定
さ
れ
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て

の
鍵
と
な
る
の
が
、
稲
葉
二
柄
が
曾
我
兄
弟
の
「
父
の
不
在
ゆ
え
の
悲
哀
感
」
に
即
し
て
提
示
し
た
「
欠
父
の
恨
み
」16

と
い
う
定

式
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
曾
我
兄
弟
が
抱
え
る
こ
の
「
欠
父
の
恨
み
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
把
握
す
る
た
め
に
、

ま
ず
『
曾
我
物
語
』
の
本
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
は
、
先
に
引
い
た
、
箱
王
が
七
歳
の
時
に
父
は
ど
こ
に
い
る
の
か
と
母
に

尋
ね
た
場
面
の
続
き
で
あ
る
。

母
、
泣
く
泣
く
宣
ひ
け
る
は
、「
あ
の
曾
我
殿
こ
そ
、
己
ら
が
父
に
て
あ
れ
」
と
心
強
く
は
語
ら
れ
け
れ
ど
も
、
涙
に
咽
び
て

陳
じ
や
る
方
ぞ
な
か
り
け
る
。
箱
王
、
重
ね
て
申
し
け
る
は
、「
父
御
前
は
、
誠
や
ら
ん
、『
狩
場
よ
り
帰
り
給
へ
る
道
に
て
、

工
藤
一
郎
と
や
ら
ん
に
射
ら
れ
て
死
に
給
ひ
ぬ
』
と
兄
御
前
は
語
ら
せ
給
ふ
ぞ
や
。
当
時
、
鎌
倉
殿
の
切
り
者
に
て
、
鎌
倉

よ
り
伊
豆
へ
下
る
時
も
あ
り
、
伊
豆
よ
り
鎌
倉
へ
上
る
時
も
あ
り
と
な
。
我
ら
を
も
殺
さ
ん
と
や
思
ふ
ら
ん
。
ま
た
、
我
ら
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が
こ
の
里
に
あ
り
と
知
ら
で
や
過
ぐ
ら
ん
」
と
お
と
な
お
と
な
し
く
語
り
け
れ
ば
、
母
よ
り
始
め
て
女
房
た
ち
ま
で
皆
、
袖

を
ぞ
絞
り
け
る
。（
一
四
二
頁
）

継
父
と
な
っ
た
曾
我
太
郎
祐
信
の
も
と
に
あ
る
箱
王
（
五
郎
時
宗
）
は
、
父
は
ど
こ
に
い
る
の
か
と
問
い
、
母
は
曾
我
祐
信
こ

そ
が
父
な
の
だ
と
涙
な
が
ら
に
諭
す
。
そ
れ
で
も
箱
王
は
、
父
は
殺
さ
れ
た
の
だ
と
兄
か
ら
聞
い
た
と
言
い
、
母
の
説
諭
に
対
し
て

納
得
す
る
そ
ぶ
り
を
全
く
見
せ
て
い
な
い
。
こ
の
や
り
取
り
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
箱
王
が
「
兄
御
前
」
を
介
し
て
父
と
祐
経

に
ま
つ
わ
る
暗
殺
事
件
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
父
・
河
津
祐
通
の
死
の
時
点

で
箱
王
は
三
歳
で
あ
り
、
母
が
幼
い
子
供
二
人
に
父
の
敵
を
討
つ
よ
う
に
語
っ
た
際
に
も
、「
三
歳
に
な
り
け
る
箱
王
は
、
こ
れ
を

も
聞
き
知
ら
ず
し
て
、
た
だ
手
す
さ
み
し
て
ぞ
居
た
り
け
る
」（
七
四
頁
）
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
当
時
五
歳
で
あ
っ
た

一
万
（
十
郎
祐
成
）
は
、「
父
が
死
骸
を
つ
く
づ
く
と
瞻ま
ぼ
り
居
て
、
両
眼
に
涙
を
浮
べ
、『
い
つ
か
せ
め
て
十
五
に
な
り
、
親
の
敵
祐

経
を
狙
う
て
み
ん
…
…
』」（
七
四
頁
）
と
口
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
万
は
、最
期
の
亡
骸
を
含
め
て
親
の
姿
を
自
ら
の
目
で
認
め
、

そ
の
上
で
祐
経
を
「
親
の
敵
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
父
の
姿
の
記
憶
を
全
く
持
た
な
い
箱
王
・
五
郎
時
宗
と
は
異
な
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
一
万
・
十
郎
祐
成
は
こ
の
時

点
で
ま
だ
五
歳
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
父
の
姿
に
つ
い
て
の
一
万
・
十
郎
祐
成
の
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
を
、
周
囲
の
人
々
が
補

強
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
弟
・
箱
王
は
父
の
敵
・
祐
経
に
つ
い
て
兄
・
一
万
か
ら
告
げ
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
兄
・

一
万
も
ま
た
敵
・
祐
経
に
つ
い
て
周
囲
の
者
か
ら
語
り
知
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
曾
我
物
語
』
は
、「
や
う
や
く
成
人
す
る
ほ

ど
に
、
父
の
敵
祐
経
が
こ
と
を
人
の
語
れ
ば
兄
も
知
り
、
兄
が
語
れ
ば
弟
も
知
る
。
心
の
付
き
け
る
ま
ま
に
、
い
と
ど
安
か
ら
ず
ぞ

思
ひ
け
る
」（
一
四
一
頁
）
と
、
兄
弟
の
周
り
の
人
間
が
敵
・
祐
経
の
存
在
を
兄
弟
の
耳
に
入
れ
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
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第
四
節　
「
孤
児
」
と
い
う
自
己
認
識
と
「
実
の
父
」
の
希
求

曾
我
兄
弟
は
、
自
分
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
身
の
上
に
つ
い
て
、
た
と
え
曾
我
太
郎
祐
信
の
も
と
で
暮
ら
し
て
い
よ
う
と
も
、
兄・

十
郎
祐
成
も
「
五
郎
と
某
〔
自
分
・
十
郎
〕
は
、
五
つ
や
三
つ
の
年
よ
り
孤み
な
し
ご児
と
な
り
て
」（
二
九
五
頁
）
と
、
弟
・
五
郎
時
宗
も

「
生
年
三
つ
の
時
よ
り
孤
児
に
な
り
参
ら
せ
」（
二
九
七
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
両
人
と
も
「
孤
児
」
で
あ
る
と
す
る
自
己
認
識
を
有

し
て
い
る
。
曾
我
祐
信
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
曾
我
兄
弟
の
こ
と
を
邪
険
に
扱
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
曾
我
兄
弟
が
敵
討

ち
を
果
た
し
た
上
で
亡
く
な
っ
た
と
知
ら
さ
れ
た
折
に
は
、「
幼
少
、
竹
馬
よ
り
身
に
添
へ
て
育
て
し
か
ば
、
実
子
に
も
劣
ら
ず
思

ひ
し
に
」（
三
三
八
頁
）
と
悲
し
ん
で
い
る
。

曾
我
祐
信
の
側
は
曾
我
兄
弟
の
事
を
実
子
に
も
劣
ら
な
い
存
在
と
見
な
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
の
兄
弟
二
人
は
自
分
た

ち
の
こ
と
を
「
孤
児
」
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
の
す
れ
違
い
は
ど
う
し
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
一
度
『
曾
我
物
語
』
の

叙
述
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。以
下
に
引
用
す
る
の
は
、兄
弟
が
雁
金
の
飛
び
去
る
様
子
を
目
に
し
、父
の
不
在
を
嘆
く
場
面
で
あ
る
。

　

か
く
て
、
夏
も
過
ぎ
秋
も
闌た

け
ぬ
。
九
月
十
三
夜
の
月
の
隈
も
な
か
り
け
る
に
、
兄
弟
二
人
、
庭
に
出
で
て
遊
び
け
る
に
、

五
つ
列つ

れ
た
る
雁
金
の
、
南
を
指
し
て
飛
び
け
る
を
見
て
、
一
万
、
申
し
け
る
は
、「
あ
れ
見
給
へ
、
箱
王
殿
。
空
に
飛
ぶ

翼
も
別
の
翼
は
交
へ
ざ
り
け
る
は
。
五
つ
列
れ
た
る
鳥
の
中
に
一
つ
は
父
、
一
つ
は
母
、
三
つ
は
子
ど
も
に
て
ぞ
あ
る
ら
ん
。

物
言
は
ぬ
畜
生
ま
で
も
、
か
く
の
ご
と
し
。
我
ら
は
人
倫
に
生
れ
な
が
ら
、
和
殿
は
弟
、
我
は
兄
、
母
は
実
の
母
な
れ
ど
も
、

曾
我
殿
は
実
の
父
に
て
な
き
こ
そ
口
惜
し
け
れ
。我
ら
が
父
を
ば
河
津
殿
と
申
し
け
ん
な
る
。父
だ
に
も
世
に
お
は
し
ま
さ
ば
、

馬
・
鞍
を
も
賜
り
弓
矢
を
も
持
っ
て
、
今
は
思
ふ
や
う
に
物
を
も
射
歩
き
な
ん
。
我
々
よ
り
幼
き
者
だ
に
も
馬
・
鞍
・
弓
矢

を
持
ち
て
物
を
射
歩
く
こ
と
の
羨
ま
し
さ
よ
。
こ
れ
ら
の
事
ど
も
思
ひ
続
く
れ
ば
、
い
つ
よ
り
今
夜
は
父
御
前
の
恋
し
く
お
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は
し
ま
す
ぞ
や
」
と
て
、
袖
を
顔
に
当
て
け
れ
ば
、
弟
も
小
賢
し
く
額
を
合
せ
て
泣
き
居
た
り
。（
一
四
三
頁
）

右
に
引
い
た
一
節
に
つ
い
て
は
、
鳥
に
さ
え
父
と
母
が
揃
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
た
ち
兄
弟
に
は
父
が
欠
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
実
感
し
て
、
敵
討
ち
へ
と
の
め
り
込
ん
で
い
く
契
機
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
こ
の
場
面
に
お
い

て
最
も
注
目
す
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、「
母
は
実
の
母
な
れ
ど
も
、
曾
我
殿
は
実
の
父
に
て
な
き
こ
そ
口
惜
し
け
れ
」
と
言
わ
れ
て

い
る
、「
実
の
父
」
と
い
う
表
現
で
あ
ろ
う
。

「
実
の
父
」
で
あ
る
河
津
祐
通
が
生
き
て
い
れ
ば
一
体
何
が
実
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
具
体
的
な
内
実
に
つ
い
て

も
、
右
の
引
用
文
は
示
し
て
い
る
。
そ
の
内
実
と
は
、「
父
だ
に
も
世
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
馬
・
鞍
を
も
賜
り
弓
矢
を
も
持
っ
て
、

今
は
思
ふ
や
う
に
物
を
も
射
歩
き
な
ん
。
我
々
よ
り
幼
き
者
だ
に
も
馬
・
鞍
・
弓
矢
を
持
ち
て
物
を
射
歩
く
こ
と
の
羨
ま
し
さ
よ
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
馬
・
鞍
・
弓
矢
と
い
う
事
物
を
揃
え
て
射
歩
く
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
武
士
」、『
曾
我
物
語
』
で
多
用
さ
れ
る

表
現
に
則
れ
ば
「
男
」（
一
四
四
、一
四
八
、一
六
八
頁
他
）
で
あ
る
こ
と
の
象
徴
と
し
て
曾
我
兄
弟
の
目
に
映
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
事
物
を
与
え
て
く
れ
る
者
こ
そ
が
「
実
の
父
」
な
の
で
あ
る
。

兄
で
あ
る
一
万
・
十
郎
祐
成
は
弟
で
あ
る
箱
王
・
五
郎
時
宗
に
、「
我
ら
も
い
つ
か
成
長
し
、
和
殿
十
三
、
我
は
十
五
に
だ
に
も
な

る
な
ら
ば
、
い
か
な
ら
ん
野
の
末
、
山
の
奥
に
て
も
あ
れ
、
親
の
敵
祐
経
を
か
く
の
ご
と
く
差
し
合
せ
て
射
取
り
つ
つ
、
後
は
と
も

か
く
も
な
り
な
ん
。和
殿
も
弓
よ
く
射
習
へ
。我
も
射
習
は
ん
。弓
矢
は
男
の
一
の
能
に
て
あ
ん
な
る
ぞ
」（
一
四
四
頁
）と
語
る
。兄・

一
万
は
自
身
も
十
全
に
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
「
実
の
父
」
の
代
理
と
し
て
、弟・箱
王
に
、「
男
」
と
は
弓
矢
取
る
身
な
の
だ
と
、

生
き
方
の
指
針
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
実
の
父
」
は
馬
に
乗
り
弓
矢
を
自
在
に
用
い
る
「
男
」
と
し
て
の
生
き
方
の
指
針
を
示
し
導
い
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の

点
を
、
も
う
一
つ
の
場
面
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
箱
王
が
箱
根
の
宿
坊
へ
入
っ
て
い
た
当
時
、
周
囲
の
児
に
は
父
と
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母
か
ら
「
手
紙
」
が
届
く
一
方
で
、
箱
王
の
も
と
へ
は
母
の
手
紙
だ
け
が
届
い
て
い
た
と
い
う
出
来
事
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

箱
王
は
余
の
児
ど
も
の
文
の
多
き
を
羨
み
、
側
へ
う
ち
忍
び
て
泣
き
居
た
り
。
そ
の
中
に
、
こ
と
に
睦
じ
き
児
に
語
り
け
る

は
、「
人
は
皆
、
文
だ
に
も
父
の
文
・
母
の
文
と
て
取
り
集
め
て
読
む
な
る
に
、
こ
の
三
か
年
が
あ
ひ
だ
、
こ
の
御
山
に
あ
り

つ
る
に
、
母
の
御
文
を
見
る
ば
か
り
に
て
、
父
の
文
と
て
手
跡
を
も
見
ぬ
こ
と
こ
そ
口
惜
し
け
れ
。
こ
れ
に
つ
け
て
も
、
敵

の
祐
経
こ
そ
恨
め
し
け
れ
。
一
年
に
一
度
な
り
と
も
、
父
の
御
文
と
て
、『
学
文
よ
く
せ
よ
。
不
調
の
心
あ
る
べ
か
ら
ず
』
な

ん
ど
戒
め
ら
れ
た
ら
ば
、
い
か
ば
か
り
か
恐
ろ
し
く
も
、
ま
た
嬉
し
く
も
あ
ら
ん
。
い
づ
れ
の
文
よ
り
羨
ま
し
き
は
父
の
御

文
な
り
」
と
語
り
続
け
て
涙
を
流
し
け
れ
ば
、こ
の
児
も
情
な
き
ほ
ど
幼
き
者
な
れ
ど
も
共
に
袂
を
絞
り
け
る
こ
そ
哀
れ
な
れ
。

（
一
五
〇
頁
）

箱
王
は
、
自
分
の
も
と
に
だ
け
父
か
ら
の
手
紙
が
届
か
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
そ
の
元
凶
で
あ
る
祐
経
を
恨
み
に
思
う
。
こ
こ
に
見

受
け
ら
れ
る
の
は
、
単
な
る
「
欠
父
の
恨
み
」
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
具
体
的
に
「
父
か
ら
の
手
紙
」
の
欠
如
へ
の
恨
み
で
あ
る
。

「
父
の
御
文
」
は
、「
学
文
よ
く
せ
よ
。
不
調
の
心
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
「
戒
め
」
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
「
恐
ろ
し
い
」

も
の
と
し
て
、
ま
ず
も
っ
て
立
ち
現
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
「
嬉
し
さ
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。「
手
紙
」
の

恐
ろ
し
さ
が
嬉
し
さ
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
も
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
自
身
の
「
心
」
の
あ
り
方
の
戒
め
と
な
り
、
指
針
と
な
る
も
の

だ
か
ら
で
あ
る17

。
裏
を
返
せ
ば
、「
実
の
父
」
の
欠
如
は
、「
善
し
と
誉
む
る
人
も
な
く
、
悪
し
と
教
ふ
る
者
も
な
し
」（
二
四
六
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
戒
め
・
指
針
の
欠
如
と
し
て
表
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
確
認
し
て
く
る
と
、
曾
我
太
郎
祐
信
が
曾
我
兄
弟
に
と
っ
て
「
父
」
と
し
て
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
所
以
が
浮
き

彫
り
に
な
る
だ
ろ
う
。そ
れ
は
、曾
我
祐
信
本
人
が
口
に
し
て
い
る
、「
知
行
も
広
か
ら
ね
ば
分
け
て
取
ら
す
る
こ
と
も
な
く
」（
三
三
八
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頁
）
と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
曾
我
祐
信
は
、兄
弟
に
と
っ
て
の
継
父
で
あ
る
こ
と
に
遠
慮
を
せ
ず
、ま
た
「
当
君
〔
源

頼
朝
〕」（
三
三
八
頁
）
と
伊
東
祐
親
と
の
間
に
あ
る
因
縁
を
は
ば
か
る
こ
と
な
く
、
曾
我
兄
弟
に
馬
と
弓
矢
を
整
え
て
や
り
、
そ
の

使
い
方
を
指
導
し
、
戒
め
の
言
葉
を
与
え
、「
武
士
」「
男
」
と
し
て
の
生
き
方
の
指
針
を
示
し
て
い
れ
ば
、
曾
我
兄
弟
に
と
っ
て
の

「
男
」
親
で
あ
る
「
父
」
た
り
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
五
節　

敵
討
ち
へ
と
向
か
う
道

た
だ
し
こ
の
「
男
」
へ
と
つ
な
が
る
生
き
方
は
、曾
我
兄
弟
に
は
許
さ
れ
て
い
な
い
生
き
方
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、兄
弟
の
祖
父・

伊
東
祐
親
が
、今
や
世
を
征
し
て
「
武
家
の
棟
梁
」（
二
八
八
頁
）
と
な
っ
た
源
頼
朝
の
「
愛
子
の
敵
」
だ
か
ら
で
あ
り
、そ
れ
以
上
に
、

曾
我
兄
弟
に
と
っ
て
「
男
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
敵
討
ち
へ
と
向
か
い
、
命
を
落
と
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
曾
我
兄
弟
の
母
は
箱
王
に
、「
男
に
な
り
て
は
汝
が
た
め
に
も
心
苦
し
か
る
べ
し
」（
一
四
八
頁
）

と
し
て
仏
道
に
入
る
こ
と
を
勧
め
る
の
で
あ
り
、
母
が
知
ら
な
い
間
に
箱
王
が
元
服
し
て
五
郎
時
宗
に
な
っ
た
際
に
は
、「
あ
な
口

惜
し
き
者
の
有
様
か
な
。
何
の
い
つ
く
し
み
に
〔
何
が
素
晴
ら
し
い
と
思
っ
て
〕
男
に
は
な
り
た
る
ぞ
。
十
郎
だ
に
も
法
師
に
な
さ

ざ
る
こ
と
を
安
か
ら
ず
思
ひ
居
た
る
と
こ
ろ
に
、
あ
の
者
さ
へ
男
に
な
り
た
る
悲
し
さ
よ
。
今
日
よ
り
、
親
あ
り
と
も
思
ふ
べ
か
ら

ず
。
我
も
ま
た
、
子
を
持
ち
た
り
と
は
思
ふ
ま
じ
き
ぞ
」（
一
六
八

－

一
六
九
頁
）
と
、
五
郎
の
こ
と
を
思
う
あ
ま
り
に
勘
当
ま
で

し
て
し
ま
う
。

曾
我
兄
弟
の
母
も
ま
た
、「
大
恩
」
に
「
報
」
じ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
（
一
四
六
頁
）。
だ
が
母
が
口
に
し
て
い
る
こ
の
「
恩
」

は
、
河
津
祐
通
に
受
け
た
「
恩
」
を
指
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
幼
い
曾
我
兄
弟
の
命
を
源
頼
朝
に
懇
願
し
て
救
っ
て
く
れ
た
曾

我
太
郎
祐
信
に
受
け
た
「
恩
」
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
母
が
兄
弟
に
説
い
て
い
る
「
恩
」
と
は
、
曾
我
祐
信
の
お
か
げ
で
、「
汝
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ら
は
安
穏
に
て
今
ま
で
希
有
の
命
を
ば
持
ち
た
れ
」（
一
四
六
頁
）
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
「
恩
」
に
「
報
」
じ
る
と
い

う
の
は
、
助
け
ら
れ
た
命
を
「
安
穏
に
」
つ
な
い
で
い
く
営
為
以
外
の
何
物
も
意
味
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
母
の
言
葉
を
聞
い
た
曾
我
兄
弟
は
、「
目
と
目
を
見
合
わ
せ
て
顔
う
ち
赤
め
て
」（
一
四
六
頁
）
立
ち
去
り
、
そ
の
後
は
人
の

目
の
つ
く
所
で
は
敵
討
ち
の
件
を
語
り
合
う
こ
と
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
周
囲
に
敵
討
ち
の
企
図
や
計
画
が
漏
れ
出
な

い
よ
う
に
す
る
用
心
と
い
う
側
面
も
当
然
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
敵
討
ち
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う

兄
弟
の
立
場
と
心
情
が
母
に
す
ら
理
解
さ
れ
な
い
も
の
、
兄
弟
二
人
に
し
か
共
有
さ
れ
得
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し

た
瞬
間
な
の
で
あ
ろ
う
。

曾
我
兄
弟
の
母
は
、兄・一
万
が
元
服
し
て
曾
我
十
郎
祐
成
と
い
う「
男
」（
一
四
七
頁
）と
な
る
祝
い
の
席
で
、「
彼
ら〔
曾
我
兄
弟
〕

が
父
、
世
に
お
は
し
ま
さ
ば
、『
河
津
の
何
某
』
と
こ
そ
呼
ば
る
べ
き
に
、
思
ひ
も
よ
ら
ず
他
家
の
名
を
取
る
こ
と
よ
」（
一
四
八
頁
）

と
口
に
す
る
。
父
が
生
き
て
い
た
な
ら
「
河
津
」
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
曾
我
兄
弟
の
母
の
言
葉
は
、
逆
説
的
に
、
母
の
中
で
は
兄

弟
が
「
河
津
の
男
」
と
な
る
世
は
決
し
て
戻
る
こ
と
の
な
い
、
可
能
性
が
完
全
に
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
あ
り
方
と
し
て
決
着
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
曾
我
兄
弟
は
、周
囲
の
者
の
目
に
は
全
く
も
っ
て
不
可
能
と
し
か
映
ら
な
い
、父・

河
津
祐
通
の
子
、
河
津
の
男
と
し
て
の
存
在
の
あ
り
様
の
実
現
を
敵
討
ち
の
実
行
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
れ
だ
け
周
囲
の
者

た
ち
が
不
可
能
性
を
説
こ
う
と
も
、
曾
我
兄
弟
に
と
っ
て
の
父
の
敵
討
ち
と
は
、
そ
れ
に
挑
む
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
自
己
の
存
在

が
根
底
か
ら
崩
れ
去
っ
て
し
ま
う
営
み
な
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
雁
金
が
飛
び
去
る
場
面
で
一
万
が
口
に
し
て
い
た
よ
う
に
、
曾
我
兄
弟
の
中
に
は
、
鳥
で
さ
え
実
の
父
と
母
が
揃
っ
て

い
る
の
に
、
人
と
し
て
生
ま
れ
つ
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
た
ち
に
は
「
実
の
父
」
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
意
識
が
根
本
に
存

在
し
て
い
る
。
母
は
安
穏
に
生
き
て
い
く
道
を
兄
弟
に
頻
り
に
勧
め
る
が
、
兄
弟
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
鳥
に
も
及
ば
な
い
生
き
方
な

の
で
あ
り
、
と
う
て
い
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
道
で
あ
る
。
曾
我
兄
弟
に
と
っ
て
の
父
の
敵
討
ち
と
は
、「
河
津
の
子
」「
河
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津
の
男
」
と
い
う
本
来
自
分
た
ち
が
あ
る
べ
き
・
あ
り
得
た
は
ず
の
十
全
な
あ
り
様
に
つ
な
が
る
唯
一
の
道
だ
か
ら
で
あ
る
。「
河

津
の
子
」「
河
津
の
男
」
と
い
う
あ
り
様
は
、
最
早
、
敵
討
ち
へ
と
向
か
う
生
き
方
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

曾
我
兄
弟
の
敵
討
ち
は
、
表
層
の
現
れ
と
し
て
は
雁
金
が
飛
び
去
る
姿
を
見
た
出
来
事
な
ど
を
通
じ
て
決
意
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ

る
が
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
母
が
幼
い
兄
弟
を
左
右
の
膝
に
乗
せ
て
敵
討
ち
の
話
を
し
た
時
や
、
祐
経
が
大
見
小
藤
太
・
八
幡
三

郎
に
暗
殺
の
命
を
出
し
た
時
よ
り
も
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
り
、
兄
弟
が
河
津
祐
通
の
子
と
し
て
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
時
に
す
で
に
定

め
ら
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
曾
我
兄
弟
に
よ
る
敵
討
ち
は
、
河
津
祐
通
の
子
と
し
て
生
ま
れ
つ
き
、
今
自
身
ら
が
存
在
し
て

い
る
と
い
う
事
実
と
、
不
可
分
に
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
曾
我
兄
弟
の
母
は
兄
弟
の
敵
討
ち
の
意
志
を
漏
れ
聞
く
ご
と
に
「
恐
ろ
し
く
」（
一
四
七
頁
）
思
い
、
敵
討
ち
の
実

行
を
留
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の
恐
ろ
し
さ
と
は
当
時
が
源
頼
朝
の
治
世
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
頼
朝
政
権
へ
の
過
剰

と
も
言
え
る
恐
れ
は
、す
で
に
確
認
し
た
兄
弟
の
祖
父・伊
東
祐
親
の
所
業
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
曾
我
兄
弟
は
周
囲
の
人
々

か
ら
「
河
津
の
子
」
と
し
て
で
は
な
く
「
伊
東
祐
親
の
孫
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
曾
我
兄
弟
の
母
は
、
兄
弟
に
対
し
て
次
の

よ
う
に
語
り
、
敵
討
ち
を
思
い
留
ま
ら
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

「
誠
か
、
己
ら
は
さ
も
恐
ろ
し
き
世
の
中
に
謀
叛
を
起
さ
ん
と
議
し
合
ふ
な
る
。
あ
な
、
恐
ろ
し
や
。
こ
は
、
い
か
に
せ
ん
。

も
し
人
の
耳
に
も
入
り
な
ば
、
よ
か
る
べ
き
か
。
汝
ら
よ
く
よ
く
聞
け
。
己
ら
が
祖
父
伊
東
入
道
殿
は
、
当
鎌
倉
殿
の
若
君
千

鶴
御
前
と
て
三
歳
に
な
り
給
ひ
し
を
、
松
川
が
淵
に
沈
め
奉
り
し
故
に
御
敵
と
な
っ
て
、
先
年
、
伊
東
の
館
に
お
い
て
失
は
れ

給
ひ
ぬ
。
己
ら
、か
か
る
謀
叛
人
の
孫
な
れ
ば
、敵
の
左
衛
門
尉
、上
の
御
敵
に
申
し
な
し
て
失
は
る
べ
し
。
…
…
」（
一
四
五
頁
）

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
は
源
頼
朝
の
世
で
あ
り
、
曾
我
兄
弟
は
そ
の
頼
朝
の
敵
で
あ
っ
た
伊
東
祐
親
の
孫
と
し
て
実
の

母
さ
え
含
む
周
囲
の
者
た
ち
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
頼
朝
も
ま
た
、「
奴
ば
ら
〔
曾
我
兄
弟
〕
が
有
様
を
見
れ
ば
、
伊
東
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入
道
が
振
舞
ひ
し
昔
の
思
ひ
出
で
ら
れ
、
遥
か
に
忘
れ
た
る
我
が
子
の
こ
と
の
思
は
れ
て
、
安
か
ら
ず
覚
ゆ
る
な
り
」（
二
六
二

－

二
六
三
頁
）
と
、曾
我
兄
弟
の
こ
と
を
「
河
津
祐
通
の
子
」
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
「
曾
我
太
郎
祐
信
の
養
子
」
と
さ
え
見
ず
に
、

「
愛
子
の
敵
」
で
あ
る
「
伊
東
祐
親
の
孫
」
と
見
な
し
て
い
る
。
継
父・曾
我
祐
信
が
恐
れ
た
の
も
、曾
我
兄
弟
が
「
当
君
〔
源
頼
朝
〕

の
御
勘
当
深
き
人
々
の
末
」（
三
三
八
頁
）
だ
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
何
よ
り
も
曾
我
兄
弟
自
身
が
、「
誠
に
祐
成
が
身

の
有
様
を
思
ふ
に
、
日
に
随
ひ
て
世
の
中
あ
ぢ
き
な
く
覚
ゆ
る
な
り
。
そ
の
故
は
、
祖
父
伊
東
入
道
、
謀
叛
の
身
に
て
あ
り
し
か
ば
、

我
ら
も
鎌
倉
殿
の
御
勘
当
深
く
、
君
に
も
召
し
使
は
れ
ず
」（
二
二
二
頁
）
と
、
自
身
ら
の
現
実
の
あ
り
様
が
祖
父
・
伊
東
祐
親
の

所
業
と
密
接
に
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
曾
我
物
語
』
は
兄
弟
の
敵
討
ち
話
の
冒
頭
で
、

「
然
る
に
、
何
ぞ
、
伊
豆
国
の
住
人
伊
東
次
郎
祐
親
が
孫
、
曾
我
十
郎
祐
成
・
同
じ
く
五
郎
時
宗
兄
弟
二
人
ば
か
り
こ
そ
」（
三
五
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
兄
弟
の
こ
と
を
「
伊
東
次
郎
祐
親
が
孫
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
六
節　

敵
討
ち
を
行
う
の
み
の
存
在
へ
と
「
思
い
切
る
」
こ
と

『
曾
我
物
語
』
を
読
む
我
々
は
、
曾
我
兄
弟
の
父
・
河
津
祐
通
の
姿
を
文
字
情
報
を
通
じ
て
知
っ
て
い
る
。

伊
豆
国
の
住
人
河
津
三
郎
祐
通
は
、
生
得
穏
便
第
一
に
て
、
異
見
を
出
だ
す
も
小
賢
し
く
、
弓
矢
の
道
も
尋
常
な
り
。
容
顔

美
麗
に
し
て
、
芸
能
、
人
に
勝
れ
た
り
。
大
力
の
剛
の
者
、
強
弓
の
精
兵
、
矢
継
早
の
手
利
な
り
。「
我
が
力
に
合
は
ん
者
は

希
な
る
べ
し
」
と
内
々
は
思
ひ
け
れ
ど
も
、
力
の
程
を
ば
人
に
も
見
せ
ず
、
慎
み
入
り
て
ぞ
候
ひ
け
る
。
朧
気
に
物
言
ふ
こ

と
も
な
く
、
若
き
者
な
れ
ど
も
遊
戯
も
せ
ず
、
心
得
澄
し
た
る
者
に
ぞ
あ
り
け
る
。（
五
七
頁
）
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当
時
の
武
士
と
し
て
は
第
一
級
の
讃
え
方
で
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
の
河
津
祐
通
の
姿
を
、
箱
根
在
留
当
時
の
箱
王
（
五
郎
時
宗
）

も
ま
た
、
周
り
の
僧
を
通
じ
て
情
報
と
し
て
は
聞
き
知
っ
て
い
る
。

故
河
津
殿
は
、こ
の
殿〔
工
藤
祐
経
〕よ
り
遥
か
に
長
高
く
、太
り
も
増
し
て
お
は
し
候
ひ
き
。
前
よ
り
見
れ
ば
胸
反
り
た
る
が
、

後
ろ
よ
り
見
れ
ば
俯
し
て
、側
よ
り
見
れ
ば
正
し
く
四
方
な
る
人
の
眼
睛・顔
魂
、鷹
な
ん
ど
の
や
う
に
て
、大
男
に
て
候
ひ
き
。

こ
と
に
弓
馬
の
道
に
達
し
、
歩
立
の
達
者
な
り
。
力
の
強
さ
も
、
武
蔵
・
相
模
・
伊
豆
・
駿
河
三
、四
か
国
に
は
肩
を
並
ぶ
る

人
も
な
か
り
き
。（
一
五
六
頁
）

父
・
河
津
祐
通
の
姿
を
自
身
で
実
際
に
目
に
し
た
こ
と
が
な
く
、
言
葉
の
上
で
の
情
報
の
み
伝
え
聞
き
、
頭
の
中
で
想
像
し
思
い

描
く
し
か
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
五
郎
時
宗
と
現
代
の
我
々
と
の
間
に
違
い
は
な
い
。
こ
の
事
情
は
兄
・
十
郎
祐
成
に
お
い
て

も
大
差
な
い
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
た
だ
一
点
、
曾
我
兄
弟
と
我
々
で
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
兄
弟
に
と
っ
て
は
こ
れ
が
「
実
の

父
」
の
姿
に
関
す
る
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

曾
我
兄
弟
の
現
実
の
規
定
は
「
伊
東
祐
親
の
孫
」
で
あ
り
、「
河
津
祐
通
の
子
」「
河
津
の
男
」
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
本
来
的
な

あ
り
方
で
あ
る
。
そ
の
失
わ
れ
た
自
己
の
本
来
の
あ
り
方
と
不
可
分
の
「
実
の
父
」
の
実
際
の
姿
を
兄
弟
は
見
知
っ
て
い
な
い
。
会

田
実
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
兄
弟
は
敵
討
ち
を
目
指
す
過
程
の
中
で
父
の
理
想
化
さ
れ
た
幻
影
を
思
い
詰
め
、
追
い
求
め
る

と
い
う
顚
倒
し
た
父
性
の
克
服
（
と
り
わ
け
五
郎
は
）
に
向
か
っ
た
」18

の
で
あ
る
。

「
実
の
父
」
の
姿
を
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
父
の
姿
は
幻
影
と
し
て
理
想
化
さ
れ
、
そ
の
理
想
化
さ
れ
た
父
を
追
い
求
め
る
兄
弟

の
思
い
は
敵
討
ち
の
み
に
向
け
て
尖
鋭
化
し
て
い
く
。
曾
我
兄
弟
は
敵
討
ち
の
実
行
へ
と
向
か
う
過
程
で
、「
思
ひ
切
り
」（
一
六
一

頁
他
）
を
し
て
い
く
。
こ
の
「
思
ひ
切
り
」
と
い
う
表
現
は
一
例
を
挙
げ
る
だ
け
で
も
、「
時
宗
に
お
い
て
は
、
本
よ
り
思
ひ
切
っ
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た
る
身
な
れ
ば
」（
一
八
二
頁
）、「
時
宗
に
お
い
て
は
思
ひ
切
っ
た
る
世
の
中
な
れ
ば
」（
一
八
四
頁
）、「
た
だ
一
筋
に
思
ひ
切
り
給
へ
」

（
二
一
四
頁
）、「
弓
矢
取
る
者
は
、
あ
ま
り
物
を
案
ず
れ
ば
、
心
細
く
な
り
て
思
ひ
も
切
ら
れ
ず
」（
二
五
〇

－

二
五
一
頁
）、「
各
々

の
思
ひ
切
り
給
へ
る
御
気
色
」（
二
五
六
頁
）、「
思
ひ
切
り
て
出
で
し
後
は
、ま
た
立
ち
帰
ら
ん
と
は
文
に
も
書
か
ず
、言
伝
に
も
せ
ず
」

（
三
〇
八
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
曾
我
兄
弟
が
敵
討
ち
へ
と
向
か
う
中
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
思
ひ
切
り
」
は
曾
我
兄
弟
が
敵
討
ち
以
外
の
「
思
ひ
」
を
切
り
、
削
ぎ
落
と
し
、
敵
討
ち
を
行
う
の
み
の
身
へ
と
純
化
し

て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
特
に
弟
・
五
郎
時
宗
は
、
も
と
も
と
「
心
様
も
優
美
」（
一
四
九
頁
）
と
評
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
が
、「
本
よ
り
思
ひ
切
っ
た
る
身
な
れ
ば
、
妻
子
と
い
ふ
こ
と
叶
ふ
ま
じ
」（
一
八
二
頁
）
と
全
て
を
思
い
切
り
、
敵
討
ち

へ
と
の
め
り
込
ん
で
い
く
中
で
、
い
つ
し
か
「
老
ぐ
み
て
見
ゆ
る
も
の
か
な
。
十
郎
よ
り
老
け
て
見
ゆ
る
」（
二
三
五
頁
）
と
母
に

驚
か
れ
る
程
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

曾
我
兄
弟
は
「
世
の
中
」
を
「
思
ひ
切
り
」、
二
度
と
立
ち
帰
ろ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
。
敵
討
ち
を
す
る
の
み
の
存
在
と
し
て

自
身
ら
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
周
囲
の
者
た
ち
の
み
な
ら
ず
自
身
ら
に
お
い
て
も
自
覚
し
て
い
る
「
伊
東
祐
親
の
孫
」

と
い
う
現
実
の
規
定
を
切
り
落
と
し
、「
河
津
の
子
」「
河
津
の
男
」
と
い
う
、
理
念
的
で
あ
り
か
つ
本
来
的
で
あ
る
自
己
の
あ
り
方

の
実
現
へ
と
向
け
て
純
化
し
て
い
く
過
程
な
の
で
あ
る
。

結

「
世
の
中
」
を
「
思
ひ
切
り
」、
敵
討
ち
を
す
る
「
河
津
の
子
」「
河
津
の
男
」
の
実
現
を
目
指
す
十
郎
祐
成
・
五
郎
時
宗
の
兄
弟

は
、
父
の
敵
・
工
藤
祐
経
を
討
つ
と
い
う
宿
願
を
見
事
に
果
た
す
。
祐
経
を
討
っ
た
そ
の
後
も
、
曾
我
兄
弟
は
源
頼
朝
配
下
の
侍
を

多
く
討
ち
倒
し
、
兄
・
十
郎
祐
成
は
討
ち
死
に
し
、
弟
・
五
郎
時
宗
は
捕
縛
さ
れ
頼
朝
の
前
に
連
れ
出
さ
れ
る
。
世
を
治
め
る
鎌
倉
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殿
・
源
頼
朝
を
相
手
取
っ
た
一
対
一
の
尋
問
に
あ
た
っ
て
も
五
郎
時
宗
は
「
少
し
も
悪
び
れ
た
る
色
〔
気
お
く
れ
が
し
て
、
恥
ず
か

し
い
様
子
や
見
苦
し
い
行
動
を
す
る
こ
と
〕
も
な
く
」（
三
二
〇
頁
）
振
る
舞
い
、「
侍
ど
も
が
皆
、
不
覚
人
に
て
、
太
刀
の
影
を
見

て
、
ま
づ
逃
げ
足
を
踏
ん
で
候
ひ
つ
る
あ
ひ
だ
、
わ
づ
か
に
追
ひ
様
を
切
っ
て
候
ひ
し
。
尋
常
に
振
舞
ひ
て
出
で
来
た
る
者
、
一
人

も
候
は
ず
。
…
…
す
べ
て
、
君
は
大
臆
病
の
侍
の
限
り
を
召
し
使
は
れ
候
ふ
も
の
か
な
。
こ
れ
体
に
て
は
、
自
今
以
後
も
、
何
事
に

つ
け
て
も
危
ふ
く
見
え
て
候
ふ
も
の
か
な
」（
三
二
二

－

三
二
三
頁
）
と
放
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。

こ
の
五
郎
時
宗
と
の
や
り
取
り
を
経
て
、
源
頼
朝
は
曾
我
兄
弟
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
認
定
す
る
。

「
あ
れ
聞
き
候
へ
や
、各
々
。
あ
は
れ
、男
子
の
手
本
や
。
こ
れ
ほ
ど
の
男
は
、末
代
に
あ
る
べ
し
と
も
覚
え
ぬ
も
の
か
な
。
誠
に
、

頼
朝
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
意
趣
を
ば
存
ぜ
ざ
る
べ
け
れ
ど
も
、『
た
だ
今
、
召
し
問
は
れ
つ
つ
、
悪
び
れ
た
る
色
を
見

せ
じ
』
と
て
申
し
た
る
詞
な
る
べ
し
。
種
姓
、
高
貴
に
し
て
心
猛
き
者
な
れ
ど
も
、
敵
の
た
め
に
捕
は
れ
て
後
は
、
心
も
替
り
、

諂
ふ
詞
も
あ
る
も
の
な
り
。
こ
の
者
に
お
い
て
は
、
悪
び
れ
た
る
こ
と
少
し
も
な
し
。
こ
れ
を
聞
か
む
輩
、
武
士
の
手
本
に

す
べ
し
。
臆
し
た
る
者
千
人
よ
り
、
か
や
う
の
者
一
人
を
こ
そ
召
し
使
は
め
。
助
け
ば
や
」（
三
二
四

－

三
二
五
頁
）

源
頼
朝
は
、
本
論
文
の
考
察
を
通
じ
て
幾
度
も
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
曾
我
兄
弟
の
祖
父
・
伊
東
祐
親
を
「
愛
子
の
敵
」
と
見

な
し
、
曾
我
兄
弟
の
こ
と
を
「
伊
東
祐
親
の
孫
」
と
認
識
し
て
い
た
。
曾
我
兄
弟
の
「
伊
東
祐
親
の
孫
」
と
い
う
現
実
の
規
定
は
、

武
士
社
会
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
頼
朝
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、物
語
の
終
盤
に
至
り
、曾
我
兄
弟
は
ま
さ
に
そ
の
頼
朝
直
々
に
、周
囲
の
者
の
誰
も
が
不
可
能
と
考
え
て
い
た「
男
」「
武
士
」

と
し
て
、
そ
れ
も
千
人
以
上
の
価
値
を
持
つ
「
男
子
の
手
本
」「
武
士
の
手
本
」
と
し
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
曾
我
十
郎
祐

成
と
曾
我
五
郎
時
宗
の
兄
弟
は
、父
の
敵
討
ち
の
戦
い
に
お
い
て
、祖
父・伊
東
祐
親
の
所
業
の
軛
を
解
き
、「
実
の
父
」
を
欠
く
「
孤
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児
」
の
身
の
上
か
ら
「
河
津
祐
通
の
子
」
と
し
て
の
「
男
子
の
手
本
」「
武
士
の
手
本
」
と
な
っ
た
。
曾
我
兄
弟
の
敵
討
ち
は
、「
後

代
に
名
を
留
め
」
る
「
報
恩
合
戦
謝
徳
闘
諍
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
論
文
に
お
け
る
引
用
お
よ
び
考
察
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
三　

曾
我
物
語
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）
に
拠
る
。

註

1 

本
論
文
に
お
け
る
引
用
文
中
の
〔　

〕
内
の
注
釈
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
三　

曾
我
物
語
』（
小
学
館
、二
〇
〇
二
年
）

の
頭
注
を
参
考
に
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

2 

大
津
雄
一
「『
曾
我
物
語
』
の
成
立
基
盤
」『
軍
記
文
学
研
究
叢
書
⒒　

曽
我・義
経
記
の
世
界
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
）、

四
九
頁
。

3 

こ
の
点
に
つ
い
て
松
尾
葦
江
は
、「
源
頼
朝
の
物
語
」
と
い
う
節
題
を
付
し
た
上
で
、「
曽
我
物
語
は
源
頼
朝
の
物
語
で
も

あ
っ
た
。
真
名
本
の
巻
二
か
ら
四
に
か
け
て
（
即
ち
、
が
ん
ぜ
な
い
曽
我
兄
弟
が
物
ご
こ
ろ
つ
く
ま
で
の
四
年
間
）
は
、
頼

朝
の
伊
豆
流
離
説
話
及
び
鎌
倉
幕
府
成
立
の
記
事
で
占
め
ら
れ
て
い
る
」（
松
尾
葦
江
「
真
名
本
曽
我
物
語
の
世
界
―
―
真

名
本
と
は
何
か
を
考
え
る
前
に
」
村
上
美
登
志
編
『﹇
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
﹈
別
冊　

曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
』（
至
文
堂
、

二
〇
〇
三
年
）、
五
〇
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

 

同
様
の
言
及
は
、
大
津
雄
一
前
掲
論
文
に
お
け
る
、「『
曾
我
物
語
』
の
風
貌
は
、
確
か
に
軍
記
物
語
に
似
て
い
る
。
頼
朝
の
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鎌
倉
幕
府
体
制
の
樹
立
の
過
程
と
絡
み
合
っ
て
物
語
が
展
開
す
る
か
ら
で
あ
る
」（
大
津
前
掲
論
文
、四
九
頁
）と
い
う
指
摘
や
、

「
巻
二
中
間
か
ら
巻
四
の
始
め
に
か
け
て
の
頼
朝
譚
」
に
つ
い
て
、「
頼
朝
譚
と
し
て
は
伊
豆
流
離
譚
・
蜂
起
譚
を
経
て
天
下

掌
握
ま
で
を
含
む
範
囲
を
考
察
の
対
象
と
し
、
頼
朝
を
主
人
公
と
す
る
物
語
と
し
て
考
察
を
進
め
る
意
図
の
も
と
に
こ
れ
を

頼
朝
物
語
と
呼
ぶ
」
考
察
を
展
開
し
て
い
く
大
川
信
子
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
大
川
信
子
「『
曽
我
物
語
』
の
文

芸
世
界
―
―
頼
朝
譚
と
の
か
か
わ
り
―
―
」
前
掲
『
曽
我
・
義
経
記
の
世
界
』、
六
七
頁
）。

 

ま
た
、小
林
美
和
は
よ
り
踏
み
込
ん
で
、「
真
名
本『
曽
我
物
語
』は
、全
篇
が
頼
朝
体
制
へ
の
賛
歌
と
い
っ
て
よ
い
。
も
と
よ
り
、

こ
の
物
語
は
、
曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち
に
至
る
過
程
を
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
物
語
作
者
の
隠
さ
れ
た

意
図
が
、こ
れ
と
は
別
の
点
に
あ
る
と
し
て
も
、そ
れ
は
格
段
問
題
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
（
小

林
美
和
「
曽
我
物
語
の
精
神
風
土
」
前
掲
『
曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
』、
一
九
六

－

一
九
七
頁
）。

4 

前
掲
『
曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
』、
一
三
頁
。

5 

『
曾
我
物
語
』
に
は
大
別
す
る
と
真
名
本
（
真
字
本
）
と
仮
名
本
の
二
種
（
論
者
に
よ
り
、
真
名
本
・
大
石
寺
本
・
仮
名
本
の

三
種
類
に
分
類
さ
れ
る
）
が
存
在
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
多
数
の
伝
本
に
分
化
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
諸
本

の
う
ち
で
も
特
に
真
名
本
と
仮
名
本
と
の
間
に
は
、
物
語
の
展
開
の
仕
方
や
登
場
人
物
の
造
形
や
描
き
方
に
お
い
て
、
少
な

か
ら
ぬ
差
異
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
従
来
の
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
本
論
文
は
、
諸
本
の
中
で
も
本
門
寺
系
の
真

名
本
を
読
み
下
し
た
訓
読
本
で
あ
る
日
本
大
学
蔵
本
を
底
本
と
す
る
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
三　

曾
我
物
語
』（
小
学

館
、
二
〇
〇
二
年
）
に
拠
っ
て
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。

 

な
お
、『
曾
我
物
語
』
の
諸
本
の
分
類
に
関
し
て
は
、
こ
の
小
学
館
版
『
曾
我
物
語
』
の
巻
末
に
付
さ
れ
て
い
る
解
説
の
他
に
、

坂
井
孝
一
『
曽
我
物
語
の
史
実
と
虚
構
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）、
村
上
學
「
曽
我
物
語
の
諸
本
」
前
掲
『
曽
我
物

語
の
作
品
宇
宙
』、
村
上
學
「『
曾
我
物
語
』
の
諸
本
」
前
掲
『
曽
我
・
義
経
記
の
世
界
』、
池
田
敬
子
「
仮
名
本
の
世
界
」
前
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掲
『
曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
』、
濱
口
博
章
「『
太
山
寺
本 

曽
我
物
語
』
に
つ
い
て
」
前
掲
『
曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
』、
山
西

明
「『
曽
我
物
語
』
の
成
立
」
前
掲
『
曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
』、
山
西
明
『
曽
我
物
語
生
成
論
』（
笠
間
叢
書
、
二
〇
〇
一
年
）

な
ど
を
参
照
。

6 

曾
我
五
郎
時
宗
の
「
箱
王
」
と
い
う
幼
名
に
つ
い
て
は
、「
箱
根
」
の
地
名
と
の
関
係
が
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

五
郎
時
宗
が
十
一
歳
で
箱
根
に
入
山
し
て
い
る
こ
と
を
含
め
、『
曾
我
物
語
』
に
は
箱
根
を
舞
台
と
す
る
場
面
が
多
数
存
在
し

て
お
り
、
箱
根
と
い
う
地
が
有
す
る
意
味
は
今
後
よ
り
一
層
の
研
究
を
要
す
る
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
近
年
の

研
究
と
し
て
は
、
小
秋
元
段
「『
曽
我
物
語
』
と
箱
根
・
伊
豆
権
現
」
前
掲
『
曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
』
に
お
い
て
、
箱
根
権

現
（
曾
我
兄
弟
）
と
伊
豆
権
現
（
源
頼
朝
と
北
条
政
子
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

7 

本
論
文
が
拠
っ
て
い
る
小
学
館
版
『
曾
我
物
語
』
の
巻
末
解
説
に
お
い
て
も
、「
物
語
が
、
訴
訟
を
す
る
人
間
た
ち
―
―
祐
経

は
訴
訟
に
積
極
的
に
関
与
し
力
を
発
揮
す
る
―
―
を
最
終
的
に
死
に
追
い
や
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
訴
訟
し
ろ
と
言
っ

た
京
の
小
次
郎
に
も
、
他
人
の
敵
討
に
巻
き
込
ま
れ
て
死
に
、
人
々
に
爪
弾
き
さ
れ
る
と
い
う
み
じ
め
な
最
期
が
用
意
さ
れ

て
い
る
」（
四
〇
四
頁
）
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。

8 

こ
こ
で
指
摘
し
た
源
頼
朝
の
敵
と
し
て
の
伊
東
祐
親
と
い
う
真
名
本
系
『
曾
我
物
語
』
の
構
図
に
つ
い
て
は
、
史
実
と
の
乖

離
の
可
能
性
が
坂
井
孝
一
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
坂
井
は
前
掲
『
曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
』
所
収
の
論
文
「
曽
我
物

語
と
史
実
」
の
中
で
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
祐
親
は
と
い
う
と
、
捕
縛
後
一
年
半
近
く
三

浦
義
澄
の
許
で
命
を
全
う
し
て
い
た
。
そ
の
上
、
恩
赦
の
言
葉
ま
で
得
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
大
庭
景
親
や

荻
野
五
郎
ほ
ど
頼
朝
か
ら
敵
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
と
す
れ
ば
、
祐
親
を
「
不
忠
の
敵
人
」
と
す

る
「
真
名
本
」
の
人
物
像
は
、
史
実
と
は
や
や
距
離
の
あ
る
描
き
方
、
つ
ま
り
作
品
の
「
構
想
」
に
属
す
る
も
の
と
し
て
理

解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」（
一
九
九

－

二
〇
〇
頁
）
と
唱
え
て
い
る
。
坂
井
は
同
様
の
考
察
を
前
掲
の
『
曽
我
物
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語
の
史
実
と
虚
構
』
の
中
で
も
展
開
し
て
お
り
（
九
〇

－

九
六
頁
、
特
に
九
五

－
九
六
頁
）、
我
々
と
し
て
も
こ
の
見
解
に
同

意
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
本
論
文
は
『
曾
我
物
語
』
に
内
在
す
る
形
で
曾
我
兄
弟
の
敵
討
ち
に
関
す
る
諸
問
題
を
考
察

す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
頼
朝
に
と
っ
て
の
「
愛
子
の
敵
」
と
し
て
の
祐
親
と
い
う
人
物
像
に
つ
い
て
は
変
更
し
て
い
な
い
。

9 
小
学
館
版
『
曾
我
物
語
』
の
巻
末
解
説
は
、「
曾
我
兄
弟
の
苦
難
の
そ
も
そ
も
の
原
因
は
、
曾
祖
父
の
寂
心
（
工
藤
祐
隆
）
が

後
妻
の
連
れ
子
で
あ
る
継
娘
と
の
間
に
男
子
を
も
う
け
て
嫡
子
に
立
て
、
伊
東
の
本
領
を
継
が
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
兄
弟
の

あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
遥
か
過
去
の
こ
の
寂
心
の
振
舞
の
代
償
を
、
兄
弟
や
あ
る
い
は
工
藤
祐
経
が
払
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
」（
四
〇
〇
頁
）
と
、
祐
親
の
振
舞
い
よ
り
も
一
層
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
出
来
事
に
、
曾
我
兄
弟
の
敵
討
ち
の
淵
源
を

見
出
し
て
い
る
。

10 

坂
井
孝
一
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
工
藤
祐
経
は
、「
都
仕
込
み
の
特
異
な
能
力
や
経
験
が
、
都
志
向
の
強
い
頼
朝
に
高
く
評
価
さ

れ
て
い
た
」
人
物
で
、「
武
芸
や
所
領
の
規
模
に
よ
っ
て
有
力
御
家
人
と
な
っ
た
武
士
た
ち
と
は
一
線
を
画
す
る
存
在
だ
っ

た
」（
と
も
に
坂
井
前
掲
『
曽
我
物
語
の
史
実
と
虚
構
』、一
〇
九
頁
）
と
い
う
。
祐
親
に
よ
っ
て
都
に
留
め
置
か
れ
た
こ
と
が
、

皮
肉
に
も
、
結
果
的
に
は
源
頼
朝
の
政
権
下
で
祐
経
が
出
世
す
る
能
力
や
経
験
の
元
と
な
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

11 

稲
葉
二
柄
「『
曽
我
物
語
』
の
文
芸
世
界
―
―
仇
討
物
語
と
し
て
の
構
造
―
―
」
前
掲
『
曽
我
・
義
経
記
の
世
界
』、
八
七
頁
。

12 

會
田
実
「『
曾
我
物
語
』
研
究
の
軌
跡
と
課
題
」
前
掲
『
曽
我
・
義
経
記
の
世
界
』、
四
頁
。

13 

會
田
前
掲
論
文
、
一
三
頁
。

14 

「
報
恩
」「
謝
徳
」
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
と
し
て
は
、
浅
見
和
彦
「
曽
我
物
語
と
縁
起
」
前
掲
『
曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
』、

一
七
五

－

一
七
六
頁
・
佐
伯
真
一
「
敵
討
の
文
学
と
し
て
の
『
曽
我
物
語
』」
前
掲
『
曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
』、
三
〇
九

－
三
一
一
頁・稲
葉
二
柄
前
掲
論
文「『
曽
我
物
語
』の
文
芸
世
界
」九
一

－

九
三
頁・坂
井
孝
一
前
掲『
曽
我
物
語
の
史
実
と
虚
構
』、

三
三

－

三
四
頁
な
ど
。
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15 

『
曾
我
物
語
』
を
論
じ
る
際
に
「
仇
討
ち
」
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、『
曾
我
物
語
』
本
文
に
お
い
て
は
「
仇
討
ち
」

で
は
な
く「
敵
を
討
つ
」と
一
貫
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
文
に
お
い
て
も
先
行
研
究
か
ら
の
引
用
を
除
い
て「
敵

討
ち
」
の
表
現
を
採
用
し
て
い
る
。
な
お
、「
敵
討
」
と
「
仇
討
」
の
相
違
か
ら
「
敵
討
」
の
特
徴
を
読
み
解
く
論
考
と
し
て
は
、

佐
伯
真
一
前
掲
論
文
「
敵
討
の
文
学
と
し
て
の
『
曽
我
物
語
』」
を
参
照
の
こ
と
。

16 

稲
葉
二
柄
前
掲
論
文
「『
曽
我
物
語
』
の
文
芸
世
界
」、
九
三
頁
。

17 

稲
葉
二
柄
は
前
掲
論
文
「『
曽
我
物
語
』
の
文
芸
世
界
」
の
中
で
、「
父
の
手
跡
の
文
は
、
箱
王
に
と
っ
て
は
学
問
の
原
動
力

で
あ
り
指
針
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
後
と
も
絶
対
的
に
入
手
不
可
能
で
あ
る
と
了
解
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
に
、
父
を

殺
害
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
宮
藤
助
経
に
対
す
る
憎
悪
を
急
激
に
増
幅
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
心
情
の
転
換
も
、
こ
ゝ
で
は

自
然
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」（
九
五
頁
）
と
言
及
し
て
い
る
。

18 

会
田
実
「
曽
我
物
語
の
基
底
―
―
真
名
本
を
中
心
に
」
前
掲
『
曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
』、
一
二
二
頁
。
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