
南
都
本
『
平
家
物
語
』
か
ら
見
る
二
条
天
皇
と
藤
原
多
子

─
─
巻
一
「
二
代
后
立
給
事
付
異
国
先
例
」
─
─

野
見
山
　
亜
沙
美

　
　
　
　
　

一

「
二
代
后
」 

は 

『
平
家
物
語
』 

の
多
く
の
諸
本
が
巻
一
に
収
め
て
い
る
章
段
で
あ
る
。
主
に
近
衛
天

皇
と
二
条
天
皇
の
、
両
天
皇
の
后
と
な
っ
た
太
皇
太
后
宮 
（
藤
原
多
子
） 

を
め
ぐ
る
内
容
と
な
っ
て
お

り
、
諸
本
の
同
章
段
に
つ
い
て
も
山
下
宏
明
氏(1)
や
橋
口
晋
作
氏(2)
に
よ
る
先
行
研
究
に
詳
し
い
。
近
衛

天
皇
が
崩
御
し
た
後
、
隠
棲
し
て
い
た
多
子
を
二
条
が
臣
下
に
探
さ
せ
る
と
き
に 

「
偸
か
に
高
力
士

に
詔
じ
て
、
外
宮
に
ひ
き
求
め
し
む
る
に
及
ん
で
」 

と
、
玄
宗
皇
帝
の
宦
官
で
あ
っ
た
高
力
士
の
名

を
出
し
、
玄
宗
皇
帝
が
楊
貴
妃
を
求
め
さ
せ
た
と
い
う 

『
長
恨
歌
伝
』 

の
一
場
面
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の 

「
二
代
后
」 

に
は
白
居
易
の 

「
長
恨
歌
」
や
陳
鴻
の 

『
長
恨
歌
伝
』 

の
影
響
が
見

ら
れ
る
こ
と
は
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
南
都
本 『
平
家
物
語
』 「
二
代
后
立
給
事
付
異
国
先
例
」 

の
章
段
の
末
尾
に
は
、
大
半
の
諸
本
が 「
其
間
の
御
な
か
ら
へ
、
い
ひ
知
れ
ず
哀
れ
に
や
さ
し
か
り
し

御
事
な
り
。」 

と
結
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
文
章
を
置
か
ず
に
以
下
の
本
文
を
続
け
て
い
る(3)
。

又
此
度
、
殊
ニ
時
メ
キ
給
テ
世
ノ
謗
リ
ニ
モ
成
ニ
ケ
レ
バ
、
別
当
入
道
惟
方
ト
聞
ユ
ル

人
「
楊
貴
妃
ノ
タ
メ
シ
出
キ
ナ
ン
ズ
」
ト
申
ケ
ル
ヲ
、
三
河
内
侍
キ
ヽ
テ
、
オ
ロ
〳
〵
申

出
シ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
御
硯
ノ
フ
タ
ニ

道
ノ
ベ
ノ
草
ノ
露
ト
ハ
消
ヌ
ト
モ
浅
茅
ガ
原
ヲ
タ
レ
カ
問
ベ
キ

ト
遊
シ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
御
門
御
覧
ジ
テ
御
返
事
ハ
ナ
ク
テ
チ
カ
ワ
セ
給
フ
御
事
有
ケ

リ
ト
ナ
ン
。

こ
の
本
文
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
渥
美
氏(4)
や
山
下
氏
が
早
く
か
ら
指
摘
し
て
お
り
、
特
に
山
下
氏

は
「
其
間
の
御
な
か
ら
へ
」
に
お
い
て
の
四
部
本
、
闘
諍
録
と
屋
代
本
の
解
釈
の
違
い
に
つ
い
て
述

べ
た
後
、
南
都
本
に
は
こ
の
一
文
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
代
わ
り
に
前
述
の
本
文
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て(5)
、「（
前
略
）「
チ
カ
ワ
セ
」
が
「
違
わ
せ
」「
誓
わ
せ
」
い
ず
れ
で
あ

ろ
う
と(6)
、
世
評
に
対
す
る
多
子
の
不
本
意
を
語
る
物
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
四
部
本
や
闘
諍
録
に

近
い
も
の
を
見
得
る
。」
と
述
べ
、「
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
」
と
し
て
い
る

が
、
現
在
の
南
都
本
研
究
の
中
で
も
依
然
「
南
都
本
に
の
み
見
ら
れ
る
独
自
記
事
が
、
ど
の
よ
う
な

意
義
を
持
つ
の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
未
だ
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。「
長
恨
歌
」
や
『
長
恨
歌
伝
』

の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
の
章
段
に
、「
楊
貴
妃
」
と
い
う
単
語
を
あ
か
ら
さ
ま
に
用
い
て
い
る
こ
の
本

文
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
本
稿
で
は
、「「
二
代
后
」に
見
ら
れ
る
独
自
記
事
の
必
要
意
義
」

を
考
え
、
南
都
本
の
性
格
を
読
み
解
く
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　

二

南
都
本
の
こ
の
場
面
に
は
、
諸
本
の
同
章
段
に
は
登
場
し
て
い
な
い
人
物
が
二
人
描
か
れ
て
い

る
。
ま
ず
は
そ
の
登
場
人
物
か
ら
背
景
を
探
っ
て
い
く
。

一
人
目
は
、「
楊
貴
妃
ノ
タ
メ
シ
出
キ
ナ
ン
ズ
」
と
い
う
言
葉
を
発
し
た
と
い
う
、「
別
当
入
道

惟
方
ト
聞
ユ
ル
人
」
で
あ
る
。
こ
の
「
別
当
入
道
惟
方
」
と
は
、
当
時
粟
田
口
別
当
で
あ
っ
た
藤

原
惟
方
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
惟
方
は
『
今
鏡
』
や
『
古
今
著
聞
集
』
な
ど
に
二
条
天
皇
の
乳
母
子

だ
と
書
か
れ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、『
平
治
物
語
』で
は
内
裏
か
ら
二
条
天
皇
が
出
よ
う
と
す
る
際
、
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二
条
天
皇
を
乗
せ
た
御
車
を
怪
し
ん
だ
兵
士
た
ち
に
「
そ
れ
は
女
房
の
出
で
ら
る
る
車
ぞ
。
お
ぼ

つ
か
な
く
思
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
言
っ
て
脱
出
を
助
け
て
い
る
。
そ
の
後
も
惟
方
は
二
条
の
親
政
を

推
進
し
た
よ
う
で
、
高
崎
由
理
氏
は
「
藤
原
惟
方
伝
」
に
て

乳
兄
弟
で
あ
り
、
そ
の
春
宮
時
代
か
ら
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い〈
マ
マ
〉二
条
天
皇
が
即
位
し
て
後
白

河
院
政
と
対
立
し
は
じ
め
る
に
つ
れ
て
、
二
条
天
皇
親
政
派
の
中
心
人
物
と
な
り
、（
中
略
）
二

条
天
皇
親
政
を
推
進
す
る
に
余
り
に
急
進
的
で
あ
っ
た
た
め
失
脚
し
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る(7)

。
二
条
と
後
白
河
と
の
不
仲
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
延
慶
本
や
長
門
本
に
「
其

故
ハ
、
内
ノ
近
習
者
、
経
宗
、
惟
方
ガ
計
ニ
テ
、
法
皇
ヲ
軽
シ
メ
奉
リ
ケ
レ
バ
」
と
、
惟
方
と
二

条
の
外
舅
で
あ
る
経
宗
が
後
白
河
を
軽
ん
じ
た
た
め
で
あ
る
と
は
っ
き
り
記
述
さ
れ
て
い
る(8)

。
そ

し
て
古
活
字
本
『
平
治
物
語
』
巻
下
「
經
宗
・
惟
方
遠
流
に
處
せ
ら
る
る
事　

同
じ
く
召
し
返
さ

る
る
事
」
に
は
、

院
は
顯
長
卿
の
宿
所
に
御
座
あ
り
け
る
が
、
つ
ね
は
御
棧
敷
に
出
さ
せ
給
て
、
行
人
の
往
來
を

御
覧
ぜ
ら
れ
て
、な
ぐ
さ
ま
せ
給
け
る
に
、二
月
廿
日
の
比
、内
裏
よ
り
の
御
使
と
て
打
付
て
け
り
。

と
あ
り(9)

、
さ
ら
に
『
愚
管
抄
』
巻
第
五
「
二
條
」
に
も

後
白
河
院
ヲ
バ
ソ
ノ
正
月
六
日
、八
條
堀
河
ノ
顯
長
卿
ガ
家
ニ
オ
ハ
シ
マ
サ
セ
ケ
ル
ニ
、

ソ
ノ
家
ニ
ハ
サ
ジ
キ
ノ
ア
リ
ケ
ル
ニ
テ
、
大
路
御
覧
ジ
テ
下
ス
ナ
ン
ド
メ
シ
ヨ
セ
ラ
レ
ケ

レ
バ
、
經
宗
・
惟
方
ナ
ド
サ
タ
シ
テ
堀
河
ノ
板
ニ
テ
棧
敷
ヲ
外
ヨ
リ
ム
ズ
〳
〵
ト
打
ツ
ケ

テ
ケ
リ
。
カ
ヤ
ウ
ノ
事
ド
モ
ニ
テ
、大
方
此
二
人
シ
テ
世
ヲ
バ
院
ニ
シ
ラ
セ
マ
イ
ラ
セ
ジ
、

内
ノ
御
沙
汰
ニ
テ
ア
ル
ベ
シ
、
ト
云
ケ
ル
ヲ
キ
コ
シ
メ
シ
テ
、・
・
・

と
、
惟
方
が
経
宗
と
と
も
に
後
白
河
在
所
の
棧
敷
を
外
側
か
ら
打
ち
付
け
た
こ
と
や
後
白
河
を

軽
ん
じ
る
よ
う
な
言
葉
が
書
か
れ
、
そ
れ
を
聞
い
た
後
白
河
は
泣
き
な
が
ら
「
ワ
ガ
世
ニ
ア
リ
ナ

シ
ハ
コ
ノ
惟
方
・
経
宗
ニ
ア
リ
。
コ
レ
ヲ
思
フ
程
イ
マ
シ
メ
テ
マ
イ
ラ
セ
ヨ
」
と
清
盛
に
仰
せ
を

下
し
た
と
言
う(10)

。
ま
た
『
十
訓
抄
』
下
、
十
ノ
三
十
五
に
も
「
別
当
入
道
惟
方
卿
は
、
二
条
院

の
御
乳
母
子
に
て
、
世
に
重
く
聞
え
け
る
が
、
悪
し
く
振
舞
ひ
て
、
後
白
河
院
の
御
い
き
ど
ほ

り
深
か
り
け
れ
ば
、
出
家
し
て
、
配
所
へ
お
も
む
か
れ
に
け
り
。」
と
あ
り
、
ほ
ぼ
同
様
の
内
容

が
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
に
も
見
ら
れ
る
た
め
、
当
時
の
惟
方
の
存
在
は
後
白
河
を
も
脅
威
と

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
二
条
を
重
ん
じ
、
後
白
河
を
軽
ん
じ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ

て
処
罰
を
受
け
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
惟
方
は
い
ず
れ
も
一
貫
し
て
二
条
側
の
立
場

に
描
か
れ
、
二
条
か
ら
の
信
頼
も
厚
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
「
楊
貴

妃
ノ
タ
メ
シ
出
キ
ナ
ン
ズ
」
と
い
う
言
葉
は
、
楊
貴
妃
の
美
貌
に
心
を
奪
わ
れ
、
国
政
を
も
揺
る

が
せ
た
玄
宗
皇
帝
に
二
条
を
例
え
る
と
い
う
、
や
や
も
す
れ
ば
天
皇
批
判
と
も
成
り
得
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
二
条
の
失
脚
は
惟
方
に
と
っ
て
デ
メ
リ
ッ
ト
こ
そ
あ
れ
、
メ
リ
ッ
ト
は
無
い
と

言
え
よ
う
。
惟
方
が
「
悪
し
く
振
舞
」
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
身
柄
を
拘
束
さ
れ
る
の
は
永
暦
元
年

（
一
一
六
〇
）
二
月
二
十
日(11)

、
そ
し
て
多
子
が
二
条
天
皇
の
后
と
し
て
二
度
目
の
入
内
を
し
た
の

が
同
じ
く
永
暦
元
年
の
正
月
二
十
六
日
で
あ
り
、
拘
束
・
配
流
さ
れ
る
直
前
の
話
で
あ
る
と
考
え

れ
ば
時
期
的
に
も
問
題
は
な
い
。
南
都
本
は
こ
の
場
面
に
「
長
恨
歌
」
の
世
界
観
を
取
り
込
む
と

同
時
に
、
二
条
の
近
習
者
で
あ
り
後
白
河
を
「
軽
シ
メ
奉
」
っ
て
い
た
惟
方
を
登
場
さ
せ
る
こ
と

で
、
天
皇
批
判
的
な
マ
イ
ナ
ス
の
印
象
を
和
ら
げ
、
天
皇
と
し
て
の
二
条
の
立
場
を
危
惧
し
案
じ

た
言
葉
に
仕
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
人
目
は
、
惟
方
の
言
葉
を
耳
に
し
て
、
多
子
自
身
に
そ
れ
を
伝
え
た
三
河
内
侍
と
い
う
人
物

で
あ
る
。
三
河
内
侍
は
『
世
継
物
語
』
の
作
者
で
あ
る
と
尊
卑
分
脈
に
記
さ
れ
て
い
る
藤
原
為
業

の
女
と
さ
れ
、
多
く
の
勅
撰
集
や
歌
合
な
ど
に
名
を
残
す
著
名
な
歌
人
の
一
人
で
あ
る
が
、
歌
集

や
歌
合
以
外
の
記
録
は
多
く
な
い
。
大
谷
文
子
氏
は
三
河
内
侍
が
出
席
し
た
歌
合
を
年
代
順
に
追

い
、
長
承
三
年
の
「
中
宮
亮
顕
輔
家
歌
合
」
に
「
参
河
」
と
名
を
連
ね
て
か
ら
「
二
条
院
内
侍
」

や
「
女
御
家
兵
衛
」
と
名
を
変
え
、建
久
六
年
の
「
民
部
卿
家
歌
合
」
で
は
「
二
条
院
参
河
内
侍
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
初
め
二
条
院
に
仕
え
て
帝
の
崩
後
、
一
時
女
御
家
に
仕
え
た
も
の
」

と
考
え
た(12)

。
そ
し
て
、
二
条
院
に
出
仕
し
て
い
た
頃
の
和
歌
の
詞
書
に
二
条
に
伺
候
し
た
旨
が
書

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
彼
女
が
内
侍
と
し
て
二
条
院
の
側
近
く
に
仕
え
、
し
か
も
歌
詠
む
女
房

と
し
て
相
当
の
位
置
に
い
た
事
」
を
明
ら
か
に
し
た
。
父
為
業
の
友
人
で
あ
っ
た
西
行
や
、
と
も

に
二
条
院
に
出
仕
し
て
い
た
二
条
院
讃
岐
な
ど
と
も
関
係
が
あ
り
、
歌
の
贈
答
も
見
ら
れ
る
と
い
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う
。多
子
と
三
河
内
侍
の
直
接
的
な
関
係
性
に
つ
い
て
は
現
段
階
で
は
明
白
と
な
っ
て
い
な
い
が
、

多
子
と
近
し
い
場
所
に
位
置
し
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

「
二
代
后
」
の
章
段
内
で
既
に
二
首
も
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
多
子
が
、
さ
ら
に
も
う
一
首
詠
む
こ

と
と
な
る
き
っ
か
け
に
、
二
条
の
元
に
仕
え
、
歌
人
と
し
て
も
名
高
い
三
河
内
侍
の
存
在
は
適
任

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
三
河
内
侍
が
惟
方
の
言
葉
を
多
子
に
伝
え
た
と
き
、「
オ
ロ
〳
〵
申
出
シ
」
て
い
る
こ

と
に
も
注
目
し
た
い
。「
オ
ロ
〳
〵
」
と
は
こ
の
場
合
「
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
で
あ
る
さ
ま
。
何
と
か

形
を
つ
け
た
と
い
う
だ
け
の
さ
ま
。
大
よ
そ
。」
と
い
う
意
味
で
捉
え
て
良
い
だ
ろ
う(13)

。
三
河
内

侍
は
惟
方
の
言
葉
を
「
大
ざ
っ
ぱ
に
」
多
子
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
惟
方
が
内
侍

に
対
し
て
直
接
発
し
た
言
葉
で
あ
る
と
考
え
る
よ
り
、惟
方
が
他
の
第
三
者
に
向
か
っ
て
言
っ
た
、

も
し
く
は
独
り
言
と
し
て
漏
ら
し
た
言
葉
を
内
侍
が
偶
然
耳
に
し
、
大
ま
か
な
内
容
を
多
子
に
伝

え
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
面
は
、
多
子
の
美
貌
に
心
を
奪
わ
れ
世
の

謗
り
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
二
条
の
失
脚
を
恐
れ
た
惟
方
が
、
親
政
の
行
く
末
を
危
惧
し
て
発
し

た
言
葉
を
二
条
に
出
仕
し
て
い
た
三
河
内
侍
が
偶
然
聞
き
つ
け
、
記
憶
し
た
大
ま
か
な
内
容
を
多

子
本
人
に
伝
え
た
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
惟
方
も
三
河
内
侍
も
時
系
列
や
関
係
性
な
ど
に
矛
盾

点
の
な
い
登
場
の
仕
方
を
し
て
い
る
た
め
、
実
際
に
あ
り
得
た
話
で
あ
る
と
も
十
分
に
考
え
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
も
し
南
都
本
の
作
者
に
相
当
す
る
者
に
よ
る
創
作
で
あ
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
、な
ぜ
二
条
と
関
係
の
深
い
惟
方
は
、二
条
本
人
に
そ
の
言
葉
を
伝
え
な
か
っ
た
の
か
。「
楊

貴
妃
ノ
タ
メ
シ
出
キ
ナ
ン
ズ
」
と
い
う
言
葉
は
、
惟
方
→
三
河
内
侍
→
多
子
→
二
条
と
い
う
順
番

で
消
化
・
認
識
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
回
り
く
ど
い
と
も
言
え
る
過
程
を
わ
ざ
わ
ざ
辿
っ
た

の
は
、
楊
貴
妃
に
見
立
て
ら
れ
た
多
子
自
身
に
歌
を
詠
ま
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
歌
の
内
容
自

体
に
意
味
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

三

三
河
内
侍
の
申
し
出
に
よ
っ
て
惟
方
の
言
葉
を
知
っ
た
多
子
は
、「
道
ノ
ベ
ノ
草
ノ
露
ト
ハ
消

ヌ
ト
モ
浅
茅
ガ
原
ヲ
タ
レ
カ
問
ベ
キ
」、
つ
ま
り
「
た
と
え
道
野
辺
の
草
に
つ
い
た
露
の
よ
う
に

私
の
命
が
消
え
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
私
を
偲
ん
で
浅
茅
が
原
ま
で
誰
が
訪
れ
て
く
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
」
と
い
う
内
容
の
和
歌
を
詠
む
。
惟
方
の
言
葉
を
受
け
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
の
で
、

多
子
自
身
も
自
ら
を
楊
貴
妃
に
見
立
て
て
詠
ん
だ
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
上
の
句
の
「
道
ノ
ベ

ノ
草
ノ
露
ト
ハ
消
ヌ
ト
モ
」
は
、
玄
宗
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
楊
貴
妃
、
つ
ま
り
二
条
に
先
立
つ

己
の
姿
を
仮
定
し
、
下
の
句
「
浅
茅
ガ
原
ヲ
タ
レ
カ
問
ベ
キ
」
で
は
、
玄
宗
が
楊
貴
妃
を
喪
っ
た

悲
し
み
に
明
け
暮
れ
た
よ
う
に
、
自
分
自
身
を
偲
ん
で
く
れ
る
人
が
居
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
自
ら

の
行
く
末
を
示
唆
し
つ
つ
案
じ
た
歌
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
白
楽
天
の
「
長
恨
歌
」(14)

や
陳
鴻

の
『
長
恨
歌
伝
』
に
も
「
玄
宗
が
浅
茅
が
原
を
訪
れ
た
」
と
い
う
よ
う
な
内
容
は
載
っ
て
い
な
い
。

な
ぜ
多
子
は
楊
貴
妃
と
い
う
喩
え
を
受
け
て
浅
茅
が
原
と
詠
ん
だ
の
か
。

同
じ
く
多
子
が
登
場
す
る
章
段
に
、
巻
五
「
月
見
」
が
あ
る(15)

。
南
都
本
は
零
本
の
た
め
巻
二
か

ら
巻
五
が
現
存
し
て
い
な
い
が
、
覚
一
本
を
初
め
と
し
て
大
半
の
諸
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
章
段

で
あ
る
。
そ
の
「
月
見
」
の
章
段
は
、
清
盛
が
福
原
遷
都
を
行
っ
た
後
、
多
子
の
兄
に
あ
た
る
徳

大
寺
実
定
が
旧
都
に
残
っ
て
い
た
妹
を
訪
ね
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。

其
な
か
に
も
、
徳
大
寺
の
左
大
将
実
定
卿
は
、
ふ
る
き
都
の
月
を
恋
ひ
て
、
八
月
十
日

の
あ
ま
り
に
、
福
原
よ
り
ぞ
の
ぼ
り
給
ふ
。
何
事
も
皆
か
は
り
は
て
て
、
ま
れ
に
の
こ
る

家
は
、
門
前
草
ふ
か
く
し
て
、
庭
上
露
し
げ
し
。
蓬
が
杣
、
浅
茅
が
原
、
鳥
の
ふ
し
ど
と

あ
れ
は
て
て
、
虫
の
声
々
う
ら
み
つ
つ
、
黄
菊
紫
蘭
の
野
辺
と
ぞ
な
り
に
け
る
。
故
郷
の

名
残
と
て
は
、近
衛
河
原
の
大
宮
ば
か
り
ぞ
ま
し
ま
し
け
る
。
大
将
そ
の
御
所
に
参
ッ
て
、

ま
づ
随
身
に
惣
門
を
た
た
か
せ
ら
る
に
、・
・
・

旧
都
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
京
の
都
は
、
蓬
が
杣
山
の
よ
う
に
生
い
茂
り
、
茅
萱
が
野
原
の
よ
う

に
生
え
渡
り
、鳥
の
ね
ぐ
ら
だ
ら
け
と
い
っ
た
、ま
さ
に
荒
れ
果
て
た
状
態
で
あ
っ
た
。そ
ん
な
中
、

故
郷
の
名
残
と
し
て
は
未
だ
近
衛
河
原
に
住
ま
わ
せ
て
い
た
多
子
の
存
在
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の

御
所
を
訪
れ
た
実
定
は
、
妹
多
子
を
前
に
し
て

ふ
る
き
都
を
き
て
み
れ
ば　

あ
さ
ぢ
が
原
と
ぞ
あ
れ
に
け
る

月
の
光
は
く
ま
な
く
て　

秋
風
の
み
ぞ
身
に
は
し
む
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と
い
う
今
様
を
歌
う
の
で
あ
る
。

こ
の
「
月
見
」
に
関
し
て
は
、
す
で
に
櫻
井
陽
子
氏
が(16)

「
こ
こ
に
は
「
長
恨
歌
」
の
世
界
が
背

景
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
」と
指
摘
し
て
い
る
。櫻
井
氏
は
、平
安
時
代
よ
り
日
本
で
流
行
し
た「
長

恨
歌
」
や
『
長
恨
歌
伝
』
が
文
学
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
と
同
時
に
、
絵
画
や
障
子
絵
な
ど

に
も
受
容
さ
れ
、
そ
の
視
覚
的
な
表
現
は
多
く
「
楊
貴
妃
の
死
後
、
悲
歎
に
く
れ
る
玄
宗
皇
帝
が

楊
貴
妃
の
殺
さ
れ
た
場
所
に
戻
り
、
寂
し
く
佇
む
構
図
で
あ
っ
た
」
こ
と
、
さ
ら
に
こ
れ
は
日
本

人
に
よ
っ
て
独
自
に
消
化
、
創
作
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
測
し
、「
そ
の
風
景
も

浅
茅
が
原
に
秋
風
が
吹
き
わ
た
る
と
い
う
、
甚
だ
日
本
的
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
情
景
は

ふ
る
さ
と
は
あ
さ
ぢ
が
は
ら
と
あ
れ
は
て
て
夜
す
が
ら
む
し
の
ね
を
の
み
ぞ
な
く(17)

お
も
ひ
か
ね
わ
か
れ
し
の
べ
を
き
て
み
れ
ば
あ
さ
ぢ
が
原
に
あ
き
か
ぜ
ぞ
吹
く(18)

な
ど
の
歌
に
よ
っ
て
定
着
し
、
浅
茅
が
原
に
秋
風
が
吹
き
わ
た
る
と
い
う
情
景
が
確
立
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
櫻
井
氏
は
、
こ
の
情
景
が
南
都
本
の
「
道
ノ
ヘ
ノ
草
ノ
露
ト
ハ
消
ヌ
ト
モ
浅
茅
カ
原
ヲ

タ
レ
カ
問
ヘ
キ
」
と
い
う
歌
に
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
多
子
の
歌
は

は
か
な
く
て
野
へ
の
露
と
は
消
ぬ
と
も
浅
ち
か
原
を
誰
を
か
尋
ね
ん

と
い
う
『
月
詣
和
歌
集
』
巻
九
雑
下
876
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
太
皇
太
后
宮
（
多
子
）
の
歌
を
改

作
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ(19)

、「
南
都
本
作
者
は
、「
長
恨
歌
」
の
日
本
に
お
け
る
受
容
の

一
端
に
つ
ら
な
っ
て
叙
述
し
て
い
る
」
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
南
都
本
独
自
記
事
に
お
け
る
「
長

恨
歌
」
の
影
響
に
関
し
て
も
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
太
皇
太
后
宮
（
多
子
）
の
読
ん
だ
と

さ
れ
る
元
の
歌
は
、「
浅
ち
か
原
」
と
い
う
単
語
こ
そ
使
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
詞
書
に
は
「
題

し
ら
す
」
と
の
み
あ
る
た
め
「
長
恨
歌
」
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
と
断
定
す
る
に
は
難
し
い
。
だ

が
、
惟
方
の
「
楊
貴
妃
ノ
タ
メ
シ
出
キ
ナ
ン
ズ
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
詠
ん
だ
と
い
う
物
語
の

流
れ
が
、
こ
の
歌
に
「
長
恨
歌
」
の
世
界
観
を
色
濃
く
反
映
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、南
都
本
作
者
が
改
変
し
た
歌
と
元
の
歌
を
比
較
し
て
み
る
と
、上
の
句
の「
は
か
な
く
て
」

が
「
道
ノ
ベ
ノ
」、「
野
へ
の
露
」
が
「
草
ノ
露
」、
そ
し
て
下
の
句
の
「
誰
を
か
尋
ね
ん
」
が
「
タ

レ
カ
問
ベ
キ
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
に
は
、「
月
見
」
の
章
段
に
描
か
れ
た
「
何

事
も
皆
か
は
り
は
て
て
、
ま
れ
に
の
こ
る
家
は
、
門
前
草
ふ
か
く
し
て
、
庭
上
露
し
げ
し
。
蓬
が

杣
、
浅
茅
が
原
、
鳥
の
ふ
し
ど
と
あ
れ
は
て
て
、
虫
の
声
々
う
ら
み
つ
つ
、
黄
菊
紫
蘭
の
野
辺
と

ぞ
な
り
に
け
る
。」
と
い
う
、
旧
都
の
イ
メ
ー
ジ
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ

う
す
る
と
、
こ
の
「
二
代
后
」
の
章
段
と
「
月
見
」
の
章
段
に
は
、
多
子
を
中
心
に
し
た
一
つ
の

物
語
と
し
て
繋
が
り
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
月
見
」
の
章
段
現
在
、
多
子
は
二
条
に

先
立
た
れ
、
浅
茅
が
原
と
な
っ
た
旧
都
の
近
衛
河
原
に
身
を
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
場
所
を

兄
の
実
定
が
訪
れ
る
、
と
い
う
流
れ
は
、「
道
ノ
ベ
ノ
草
ノ
露
ト
ハ
消
ヌ
ト
モ
浅
茅
ガ
原
ヲ
タ
レ

カ
問
ベ
キ
」
と
い
う
歌
を
な
ぞ
ら
え
た
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
が
南
都
本
は
巻

五
が
欠
巻
し
て
い
て
「
月
見
」
の
章
段
を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、こ
の
「
月
見
」

は
『
平
家
物
語
』
き
っ
て
の
叙
情
的
章
段
と
言
わ
れ(20)

、
屋
代
本
や
四
部
合
戦
状
本
な
ど
は
覚
一
本

に
比
べ
て
内
容
が
簡
略
に
描
か
れ
て
は
い
る
が
、
旧
都
の
様
子
の
表
現
の
仕
方
や
、
多
子
の
前
で

実
定
が
今
様
を
歌
う
点
な
ど
は
大
半
の
諸
本
に
共
通
し
て
い
る(21)

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
比
較
的
に
古

態
を
残
す
南
都
本
に
も
同
様
の
記
述
が
存
在
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。「
二

代
后
」
の
章
段
で
「
長
恨
歌
」
の
影
響
を
示
唆
し
、
そ
れ
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
載
せ
る
こ
と
で
、

そ
の
後
の
「
月
見
」
で
の
叙
情
感
が
よ
り
深
く
表
さ
れ
る
。
南
都
本
に
は
、
他
の
諸
本
に
は
見
ら

れ
な
い
他
章
段
か
ら
の
「
伏
線
の
回
収
」
が
秀
逸
に
描
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
伏
線
を
張
る

た
め
の
立
役
者
と
し
て
、
惟
方
や
三
河
内
侍
の
言
動
が
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
長
恨
歌
」
で
玄
宗
皇
帝
は
楊
貴
妃
に
先
立
た
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
多
子
は
二

条
に
先
立
た
れ
る
と
い
う
「
男
女
の
逆
転
」
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
言
及
を
避
け

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、『
平
家
物
語
』
の
中
で
「
愛
す
る
女
性
に
先
立
た

れ
て
し
ま
う
天
皇
」
の
例
を
探
す
と
、
二
条
と
近
し
い
人
物
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く

の
で
あ
る
。
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四

橋
口
氏
が「「
楊
貴
妃
ノ
タ
メ
シ
」と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
な
ど
、同
じ
く『
長
恨
歌
伝
』

を
踏
ま
え
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
の
桐
壷
の
巻
風
の
恋
愛
物
語
に
な
っ
て
い
る
。」
と
指
摘
し
て

い
る
通
り(22)

、「
又
此
度
、
殊
ニ
時
メ
キ
給
テ
世
ノ
謗
リ
ニ
モ
成
ニ
ケ
レ
バ
」
と
い
う
一
文
は
『
源

氏
物
語
』の
桐
壷
巻
を
彷
彿
と
さ
せ
、さ
ら
に「
楊
貴
妃
ノ
タ
メ
シ
出
キ
ナ
ン
ズ
」も
、『
源
氏
物
語
』

桐
壺
巻
の
「
楊
貴
妃
の
例
も
ひ
き
出
で
つ
べ
く
な
り
ゆ
く
に
」
を
引
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
本
文
は
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
も
「
楊
貴
妃
と
い
ふ
昔
の
た
め
し
引
き
出
で
ぬ
べ
か
り
け

る
を
」
と
引
用
さ
れ(23)

、
い
ず
れ
も
天
皇
が
美
し
い
后
に
心
を
奪
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
伯
父
の
妻

で
あ
っ
た
多
子
の
美
貌
に
目
を
つ
け
、
宮
中
に
連
れ
戻
し
て
寵
愛
を
施
し
た
二
条
の
姿
を
、
楊
貴

妃
に
心
を
奪
わ
れ
た
玄
宗
皇
帝
だ
け
で
な
く
桐
壺
更
衣
を
寵
愛
し
た
桐
壺
帝
を
も
な
ぞ
ら
え
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
南
都
本
は
玄
宗
皇
帝
＝
桐
壺
帝
＝
二
条
帝
、
楊
貴
妃
＝
桐
壺
更
衣
＝
藤
原
多
子

と
い
う
、
二
重
の
構
造
図
式
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

『
平
家
物
語
』
の
中
で
「
女
性
を
深
く
愛
し
た
天
皇
」
と
い
え
ば
も
う
一
人
、
二
条
の
弟
に
あ

た
る
高
倉
天
皇
の
存
在
を
無
視
で
き
な
い
。
高
木
信
氏
は
、
覚
一
本
巻
六
「
葵
前
」
に
「
女
を
う

ん
で
も
悲
酸
す
る
事
な
か
れ
。
男
を
う
ん
で
も
喜
歓
す
る
事
な
か
れ
。
男
は
候
に
だ
に
も
封
ぜ
ら

れ
ず
。
女
は
妃
た
り
」
と
い
う
『
長
恨
歌
伝
』
か
ら
の
引
用
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
を
描
く
『
長
恨
歌
』
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
』
桐
壷
巻
に
あ
り
、

桐
壷
帝
が
桐
壺
更
衣
を
寵
愛
し
す
ぎ
た
こ
と
が
、「
あ
ぢ
き
な
う
人
の
も
て
な
や
み
ぐ
さ

に
な
り
て
、
楊
貴
妃
の
例
も
ひ
き
出
で
つ
べ
く
な
り
ゆ
く
」（「
桐
壷
」
①
一
八
）
と
し
、

桐
壺
帝
＝
玄
宗
皇
帝
、
桐
壺
更
衣
＝
楊
貴
妃
と
い
う
関
係
が
構
築
さ
れ
る
。
桐
壺
更
衣
が

死
去
し
た
後
は
、「
明
け
暮
れ
御
覧
ず
る
長
恨
歌
の
御
絵
」（「
桐
壷
」
①
三
三
）
と
繰
り

返
す
こ
と
で
、
生
き
延
び
た
桐
壺
帝
＝
玄
宗
皇
帝
、
死
去
し
た
更
衣
＝
楊
貴
妃
と
、
そ
の

人
物
の
相
関
が
再
確
認
さ
れ
る
。『
平
家
物
語
』
の
葵
前
も
や
が
て
死
去
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
玄
宗
＝
桐
壷
帝
＝
高
倉
帝
／
楊
貴
妃
＝
更
衣
＝
葵
前
と
い
う
図
式
が
完
成
さ
れ
る

か
の
よ
う
に
み
え
る
。

と
、
高
倉
と
葵
前
の
描
か
れ
方
に
「
長
恨
歌
」
や
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
連
性
を
見
出
し
た(24)

。

つ
ま
り
、
覚
一
本
を
始
め
と
す
る
他
の
諸
本
で
は
、
高
倉
こ
そ
が
玄
宗
皇
帝
＝
桐
壺
帝
の
流
れ
を

汲
ん
で
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
文
は
こ
の
後
に
、

桐
壺
帝
が
桐
壺
更
衣
に
対
し
て
、「
人
の
譏
り
を
も
え
憚
ら
せ
た
ま
は
ず
、
世
の
例
に

も
な
り
ぬ
べ
き
御
も
て
な
し
」（「
桐
壺
」
①
一
七
）
を
し
た
の
に
比
し
て
、高
倉
帝
は
「
た

だ
世
の
そ
し
り
を
は
ば
か
ら
せ
給
ふ
に
よ
ッ
て
」（
巻
第
六
「
葵
前
」・
①
─
四
二
九
頁
）、

葵
前
を
召
さ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

と
続
け
、
桐
壺
更
衣
と
葵
前
に
見
ら
れ
る
愛
さ
れ
方
の
違
い
を
指
摘
し
、
桐
壺
と
高
倉
の
死
後

の
影
響
力
な
ど
も
相
ま
っ
て
「
桐
壺
帝
（
院
）
に
な
れ
な
か
っ
た
高
倉
帝
（
院
）
を
指
し
示
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
」
と
結
ん
で
い
る
。
玄
宗
皇
帝
＝
桐
壺
帝
は
、
寵
愛
し
て
い
た
楊
貴
妃
＝

桐
壺
更
衣
を
亡
く
す
。
だ
が
高
倉
は
、
最
愛
で
あ
る
は
ず
の
葵
前
を
「
た
だ
世
の
そ
し
り
を
は
ば

か
」
っ
た
た
め
、
そ
し
て
遠
ざ
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
平
兼
盛
の
「
し
の
ぶ
れ
ど
」
と
い
う
求
愛

と
取
れ
る
歌
を
贈
っ
た
た
め
、恋
に
煩
い
、思
い
悩
ん
だ
葵
前
は
結
果
的
に
命
を
落
と
す
。こ
の「
葵

前
」
の
章
段
の
作
者
が
『
源
氏
物
語
』
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
に
関
し
て
は
全
面
的
に
同
意
で

あ
る
が
、
高
倉
が
こ
こ
ま
で
「
世
の
そ
し
り
を
は
ば
か
」
っ
た
理
由
の
も
う
一
つ
に
、
兄
で
あ
る

二
条
が
多
子
を
二
代
后
と
し
て
迎
え
入
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
は
出

来
な
い
だ
ろ
う
か
。

兄
の
二
条
と
弟
の
高
倉
は
、『
平
家
物
語
』
の
中
で
も
対
照
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

場
面
が
多
い
。
例
え
ば
、
巻
三
「
法
皇
被
流
」
で
、
高
倉
が
父
の
後
白
河
が
鳥
羽
に
幽
閉
さ
れ
た

こ
と
を
ひ
ど
く
悲
嘆
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
二
条
院
は
賢
王
に
て
渡
ら
せ
給
ひ
し
か
ど
も
、

天
子
に
父
母
な
し
と
て
、
常
は
法
皇
の
仰
せ
を
も
申
し
か
へ
さ
せ
ま
し
ま
し
け
る
」
と
評
価
し
て

い
る
場
面
を
、
早
川
厚
一
氏
は

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
二
条
天
皇
・
高
倉
天
皇
の
造
形
は
、
常
に
父
帝
後
白
河
と
争

い
期
待
に
背
い
た
二
条
帝
に
対
し
て
、
ひ
た
す
ら
父
帝
を
気
遣
う
孝
子
高
倉
天
皇
と
い
う

形
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
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と
指
摘
し
て
い
る(25)

。
こ
の
よ
う
な
対
比
の
図
が
「
葵
前
を
寵
愛
し
な
い
高
倉
」
と
い
う
姿
に
も

反
映
し
た
と
考
え
る
の
は
、
さ
ほ
ど
飛
躍
的
な
考
え
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
葵
前
を
遠
ざ
け
る
こ
と

で
「
世
の
そ
し
り
を
は
ば
か
」
っ
た
高
倉
に
対
し
、
宮
中
か
ら
退
き
隠
棲
し
て
い
た
多
子
を
強
引

に
迎
え
入
れ
、「
世
ノ
謗
リ
ニ
モ
成
」
る
ほ
ど
に
寵
愛
し
た
二
条
。
こ
の
二
人
の
対
比
関
係
は
、

愛
す
る
女
性
を
置
い
て
先
立
つ
／
愛
す
る
女
性
に
先
立
た
れ
る
、
と
い
う
点
で
も
成
り
立
つ
こ
と

と
な
る
（【
図
1
】
参
照
）。
寵
愛
し
て
い
た
女
性
に
先
立
た
れ
た
玄
宗
皇
帝
＝
桐
壺
帝
を
中
心
に
、

多
子
を
寵
愛
し
な
が
ら
も
多
子
を
置
い
て
先
立
っ
た
二
条
／
葵
前
を
寵
愛
し
な
い
が
た
め
に
先
立

た
れ
た
高
倉
と
い
う
対
比
関
係
は
、
他
章
段
で
も
見
ら
れ
た
二
条
と
高
倉
の
、
不
孝
者
／
孝
行
者

と
い
う
対
比
関
係
を
補
強
す
る
役
割
を
担
う
。
そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
二
条
と
高
倉
の
関
係
性
は
、

中
央
に
玄
宗
皇
帝
＝
桐
壺
帝
の
図
式
を
置
く
だ
け
で
な
く
、
南
都
本
の
「
又
此
度
、
殊
ニ
時
メ
キ

給
テ
世
ノ
謗
リ
ニ
モ
成
ニ
ケ
レ
バ
」
や
「
楊
貴
妃
ノ
タ
メ
シ
出
キ
ナ
ン
ズ
」
と
い
う
本
文
を
持
っ

て
初
め
て
完
成
す
る
。
つ
ま
り
南
都
本
に
は
、
二
条
／
高
倉
の
対
比
関
係
が
他
諸
本
よ
り
も
強
調

し
て
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る(26)

。
他
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
「
二
代
后
」
の
独
自

記
事
が
あ
る
こ
と
で
、
南
都
本
に
は
玄
宗
皇
帝
や
桐
壺
帝
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
人
物
が
二
条
、
高

倉
と
二
人
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
世
の
謗
り
と
な
る
ほ
ど
多
子
を
寵
愛
し
た
二
条
と
、
そ
の
例

を
踏
ま
え
世
の
謗
り
を
憚
っ
て
葵
前
を
遠
ざ
け
た
高
倉
の
対
照
的
な
姿
を
強
く
描
き
出
し
て
い
る

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

【
図
1
】
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⇔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
倉
帝　

…　

親
孝
行
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓　

世
間
を
憚
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葵
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…　

先
立
つ

　
　
　
　
　

五

以
上
、
南
都
本
の
独
自
記
事
を
人
物
、
和
歌
、
モ
チ
ー
フ
の
三
方
向
か
ら
考
察
し
た
結
果
、「
楊

貴
妃
ノ
タ
メ
シ
出
キ
ナ
ン
ズ
」
と
い
う
多
子
を
楊
貴
妃
に
見
立
て
た
よ
う
な
惟
方
の
言
葉
や
そ
れ

を
伝
え
る
三
河
内
侍
の
登
場
は
、
多
子
の
詠
ん
だ
「
道
ノ
ベ
ノ
草
ノ
露
ト
ハ
消
ヌ
ト
モ
浅
茅
ガ
原

ヲ
タ
レ
カ
問
ベ
キ
」
の
歌
に
「
長
恨
歌
」
の
世
界
観
を
色
濃
く
打
ち
出
す
た
め
の
立
役
者
の
役
割

を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
後
に
福
原
遷
都
や
二
条
に
先
立
た
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
浅
茅
が
原
に
住
居

を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
多
子
の
元
を
兄
の
実
定
が
尋
ね
る
と
い
う「
月
見
」の
章
段
の
伏
線
と
な
っ

て
い
る
可
能
性
を
見
出
だ
し
た
。
そ
し
て
こ
の
独
自
記
事
は
、
今
ま
で
「
親
孝
行
者
」
と
「
親
不

孝
者
」
と
し
て
比
較
さ
れ
て
き
た
弟
の
高
倉
と
の
、「
女
性
を
愛
し
た
天
皇
」
と
い
う
新
し
い
対

比
関
係
を
打
ち
出
し
た
。「
長
恨
歌
」
の
玄
宗
皇
帝
や
『
源
氏
物
語
』
の
桐
壺
帝
を
同
じ
モ
チ
ー

フ
と
し
て
、
多
子
を
寵
愛
す
る
こ
と
で
世
間
の
謗
り
と
な
っ
た
上
に
多
子
を
置
い
て
先
立
っ
た
二

条
／
世
間
の
謗
り
を
憚
っ
て
葵
前
を
召
さ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
葵
前
に
先
立
た
れ
た
高
倉
と
い
う

二
重
の
対
比
構
造
の
可
能
性
が
、
南
都
本
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

実
定
や
高
倉
に
よ
る
「
伏
線
の
回
収
」
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
「
伏
線
」
と
な
る
本
文
を
持
っ
て

初
め
て
活
か
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
南
都
本
自
身
が
持
っ
て
い
る
文
学
性
の
現
れ
に
他
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
こ
れ
か
ら
も
「
文
学
」
と
し
て
の
南
都
本
の
姿
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

【
注
】1　

山
下
宏
明
「
二
代
后
㈠
㈡
㈢
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
六
八
年
十
月
、
十
一
月
、
十
二
月
）

2　

橋
口
晋
作
「「
二
代
后
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要
（
人
文
・
社
会
）
34
号
』

一
九
八
三
年
十
二
月
）

3　

南
都
本
の
本
文
引
用
は
、
高
橋
伸
幸
「
南
都
本
平
家
物
語
〔
翻
刻
〕」（
札
幌
大
学
教
養
部
・
短
大
部

紀
要 

第
12
以
降
）
に
よ
る
。
引
用
文
と
し
て
読
み
や
す
い
よ
う
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
直
し
、
濁
点

や
句
読
点
等
を
加
え
て
い
る
。

4　

渥
美
か
を
る
『
平
家
物
語
の
基
礎
的
研
究
』（
笠
間
書
院　

一
九
七
八
年
）

5　
（
注
1
）
の
論
文
よ
り
抜
粋
。

6　
「
チ
カ
ワ
セ
」
が
「
違
わ
せ
」「
誓
わ
せ
」
の
ど
ち
ら
で
あ
ろ
う
と
「
チ
カ
ハ
セ
」
と
な
り
活
用
の
問

題
が
残
る
が
、
執
筆
者
は
「
誓
わ
せ
」
と
漢
字
を
充
て
て
「
そ
ん
な
こ
と
は
す
る
ま
い
、
そ
ん
な
風
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に
は
さ
せ
る
ま
い
と
お
誓
い
に
な
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、（
注
15
）
に
載
せ
た
櫻
井
陽
子
氏

の
論
文
に
も
「
楊
貴
妃
に
永
遠
の
愛
を
誓
っ
た
場
面
を
想
起
さ
せ
る
」
と
あ
り
、
同
様
の
解
釈
が
見

え
る
。

7　

高
崎
由
理
「
藤
原
惟
方
伝
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
五
十
九
号　

一
九
八
七
年
十
二
月
）。
ま
た
、『
平

家
物
語
大
事
典
』（
東
京
書
籍　

二
〇
一
〇
年
）
も
参
照
し
た
。

8　
『
平
家
物
語　

長
門
本
延
慶
本
対
象
本
文　

上
』（
勉
誠
社　

二
〇
一
一
年
）。
引
用
文
は
延
慶
本
本
文

か
ら
。

9　
『
保
元
物
語　

平
治
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店　

一
九
六
一
年
）
付
録
よ
り
。

10　
『
愚
管
抄
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
86　

岩
波
書
店　

一
九
六
七
年
）
よ
り
。

11　
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
「
永
暦
元
年
二
月
二
十
一
日
上
皇
内
裏
に
臨
幸
あ
り
て
、清
盛
朝
臣
に
仰
せ
て
、

権
大
納
言
経
宗
別
当
惟
方
卿
を
召
し
捕
ら
れ
け
り
。」
と
あ
る
が
、『
百
錬
抄
』
に
は
「
二
月
廿
日
。

院
仰
二

清
盛
朝
臣
一

。
搦
二

−

召
権
大
納
言
経
宗
別
当
惟
方
卿
於
禁
裏
中
一

。」
と
あ
り
、
古
活
字
本
『
平

治
物
語
』
に
も
「
院
は
顯
長
卿
の
宿
所
に
御
座
あ
り
け
る
が
、
つ
ね
は
御
棧
敷
に
出
さ
せ
給
て
、
行

人
の
往
來
を
御
覧
ぜ
ら
れ
て
、
な
ぐ
さ
ま
せ
給
け
る
に
、
二
月
廿
日
の
比
、
内
裏
よ
り
の
御
使
と
て

打
付
て
け
り
。
上
皇
御
い
き
ど
を
り
ふ
か
ふ
し
て
、
清
盛
め
さ
れ
、「
主
上
は
お
さ
な
く
ま
し
ま
せ
ば
、

是
程
の
御
は
か
ら
ひ
あ
る
べ
し
共
覚
え
ず
。
是
し
か
し
あ
が
ら
經
宗
・
惟
方
が
し
わ
ざ
と
思
食
。
い

ま
し
め
て
ま
い
ら
せ
よ
。」
と
仰
ら
れ
け
れ
ば
、」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、二
月
二
十
日
が
正
し
い
と
す
る
。

12　

大
谷
文
子
「
二
条
院
参
川
内
侍
」（
昭
和
女
子
大
学
光
葉
会
『
学
苑
』
第
一
五
八
号　

一
九
五
四
年
一

月
）。
ま
た
、
そ
の
仕
え
た
と
さ
れ
る
女
御
は
藤
原
琮
子
で
あ
る
と
同
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

13　
『
角
川
古
語
大
辭
典　

第
一
巻
』（
角
川
書
店　

一
九
八
二
年
）
参
照
。

14　

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学　

古
典
叢
書
第
三
期　

2
『
正
宗
敦
夫
文
庫
本　

長
恨
歌
』（
福
武
書

店　

一
九
八
一
年
）
よ
り
。『
長
恨
歌
伝
』
も
同
様
で
あ
る
。

15　

本
稿
で
は
便
宜
上
、
一
貫
し
て
覚
一
本
の
巻
数
と
章
段
名
を
用
い
て
い
る
。

16　

櫻
井
陽
子
「「
平
家
物
語
」
巻
五
『
月
見
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
軍
記
と
語
り
物
』
第
21
号　

一
九
八
五

年
三
月
）

17　
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
秋
上
270 

道
命
法
師
。
詞
書
「
長
恨
歌
の
絵
に
玄
宗
も
と
の
と
こ
え
お
に
か
へ
り

て
む
し
ど
も
な
き
く
さ
も
か
れ
わ
た
り
て
み
か
ど
な
げ
き
た
ま
へ
る
か
た
あ
る
と
こ
ろ
を
よ
め
る
」

18　
『
詞
花
和
歌
集
』
雑
上
337 

源
道
斉
。
詞
書
「
長
恨
歌
の
こ
こ
ろ
を
よ
め
る
」。
ま
た
、『
新
日
本
古
典

文
学
大
系
9 

金
葉
和
歌
集 

詞
花
和
歌
集
』（
岩
波
書
店 

一
九
八
九
年
）
の
脚
注
に
は
、「
道
斉
は
長

恨
歌
を
素
材
に
十
首
を
詠
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
「
馬
嵬
坡
下
泥
土
中　

不
レ

見
二

玉
顔
一

空
死
処
」
に
拠

る
。」
と
あ
る
。

19　

挙
げ
た
三
首
の
い
ず
れ
も
（
注
15
）
の
櫻
井
氏
論
文
よ
り
引
用
し
た
。

20　

佐
々
木
八
郎
『
平
家
物
語
評
講
』（
明
治
書
院　

一
九
六
三
年
）、冨
倉
徳
次
郎
『
平
家
物
語
研
究
』（
角

川
書
店　

一
九
六
四
年
）、
櫻
井
陽
子
（
注
15
論
文
）
な
ど
。

21　

冨
倉
徳
次
郎
『
平
家
物
語
研
究
』
中
巻
、「
巻
第
五　

月
見
」
の
解
説
に
は
、
多
子
と
実
定
の
対
面
が

『
屋
代
本
』
や
『
百
二
十
句
本
』
に
は
描
か
れ
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、「『
屋
代
本
』
で
は
、

単
に
近
衛
河
原
の
大
宮
を
訪
ね
て
、
実
定
は
大
宮
に
対
面
せ
ず
、
た
だ
小
侍
従
に
会
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
で
、こ
れ
こ
そ
が
古
態
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
の
で
あ
る
。」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、

百
二
十
句
本
で
は
訪
ね
て
き
た
実
定
を
多
子
が
格
子
を
上
げ
さ
せ
て
迎
え
入
れ
て
お
り
、
屋
代
本
に

は
「
待
宵
小
侍
従
呼
出
シ
古
ヘ
今
ノ
物
語
シ
サ
夜
モ
漸
々
深
行
ハ
」
と
は
あ
る
も
の
の
、
実
定
が
今

様
を
二
三
回
歌
い
澄
ま
す
と
「
大
宮
ヲ
始
進
テ
御
所
中
ノ
女
房
達
皆
袖
ヲ
ソ
ヌ
ラ
サ
レ
ケ
ル
」
と
書

か
れ
、
実
定
の
声
を
聞
く
こ
と
の
で
き
る
距
離
に
多
子
が
居
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

22　
（
注
2
）
の
論
文
よ
り
抜
粋
。

23　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
27　

浜
松
中
納
言
物
語
』（
小
学
館　

二
〇
〇
一
年
）
の
頭
注
に
「
こ
こ
は
『
源

氏
』
桐
壷
の
「
楊
貴
妃
の
た
め
し
も
引
き
出
で
つ
べ
く
な
り
ゆ
く
に
」
に
類
似
」
と
あ
る
。

24　

高
木
信
「
桐
壺
帝
に
な
れ
な
か
っ
た
高
倉
帝
」（『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
一
巻
─
桐
壺
帝
・

桐
壺
更
衣
』
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
五
年
）
よ
り
。

25　

早
川
厚
一
「『
平
家
物
語
』
の
成
立
─
鹿
谷
事
件
と
二
条
・
高
倉
両
帝
の
造
形
に
つ
い
て
─
」（『
名
古

屋
学
院
大
学
論
集
：
人
文
・
自
然
科
学
編　

第
24
巻　

第
1
号
』　

一
九
八
七
年
六
月
）

26　
「
月
見
」
と
同
様
に
、「
法
皇
被
流
」
も
欠
巻
の
た
め
南
都
本
で
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
後
白

河
の
幽
閉
を
悲
嘆
す
る
高
倉
に
対
し
て
二
条
を
「
天
子
は
父
母
な
し
」
と
評
価
し
て
い
る
場
面
は
大

半
の
諸
本
に
共
通
す
る
。

【
本
文
引
用
・
参
照
諸
本
一
覧
】

覚
一
本
…
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
4546
』（
小
学
館　

一
九
九
四
年
）

流
布
本
…
『
平
家
物
語
』（
桜
楓
社　

一
九
七
七
年
）

城
方
本
…
『
平
家
物
語
付
承
久
記
』（
国
民
文
庫　

一
九
一
一
年
）

百
二
十
句
本
…
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

平
家
物
語　

上
下
』（
新
潮
社　

一
九
八
一
年
）

屋
代
本
…
『
屋
代
本
平
家
物
語　

上
中
下
』（
桜
楓
社　

一
九
七
四
年
）

中
院
本
…
『
校
訂　

中
院
本
平
家
物
語
』（
三
弥
井
書
店　

二
〇
一
一
年
）

両
足
院
本
…
『
両
足
院
本　

平
家
物
語
』（
臨
川
書
店　

一
九
八
五
年
）

延
慶
本
…
『
平
家
物
語　

長
門
本
延
慶
本
対
照
本
文　

上
中
下
』（
勉
誠
社　

二
〇
一
一
年
）

長
門
本
…
『
平
家
物
語　

長
門
本
延
慶
本
対
照
本
文　

上
中
下
』（
勉
誠
社　

二
〇
一
一
年
）

南
都
本
…
『 

南
都
本
平
家
物
語
〔
翻
刻
〕』
高
橋
伸
幸
「
札
幌
大
学
教
養
部
・
女
子
短
期
大
学
部
紀
要　

第
12

−

17
号
」

四
部
合
戦
状
本
…
『
訓
読　

四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』（
有
精
堂　

一
九
九
五
年
）

源
平
盛
衰
記
…
『
新
定
源
平
盛
衰
記
』（
新
人
物
往
来
社　

一
九
九
一
年
）

源
平
闘
諍
録
…
『
源
平
闘
諍
録
（
上
）（
下
）』（
講
談
社
学
術
文
庫　

一
九
九
九
年
）

（ 17 ） 野見山亜沙美：南都本『平家物語』から見る二条天皇と藤原多子


