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「
哀
傷
の
所
は
、
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物
語
に
て
ぞ
あ
り
け
る
」

　
松
尾
葦
裏
漏
は
、
『
軍
記
物
語
論
究
』
一
八
○
頁
～
一
八
一
頁
（
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
六
月
）
の
中
で
、
『
歌
苑
連
署
事
書
』
（
佐
佐

木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
四
巻
、
風
間
書
房
、
一
九
五
六
年
一
月
。
以
下
『
事
書
』
と
称
す
）
中
の
表
題
の
↓
節
を
含
む
文
章
を
引
い
た

後
、　

　
従
来
、
平
曲
が
鎌
倉
時
代
か
ら
哀
調
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
と
の
証
に
引
用
さ
れ
て
来
た
文
章
で
あ
る
が
、
「
哀
傷
の
所
」
と
は
、

　
　
勅
撰
集
の
部
立
の
一
つ
で
あ
る
哀
傷
歌
を
集
め
た
巻
を
指
す
。
『
歌
集
連
署
事
書
』
は
『
玉
葉
和
歌
集
』
批
判
と
し
て
書
か
れ
、
右

　
　
の
文
章
は
部
立
の
無
秩
序
な
こ
と
を
罵
倒
す
る
箇
所
で
あ
っ
て
、
「
す
べ
て
め
づ
ら
か
に
お
も
し
ろ
し
」
と
は
皮
肉
の
言
で
あ
る
。

　
　
『
玉
葉
和
歌
集
』
雑
歌
四
（
巻
一
七
）
は
哀
傷
歌
を
集
め
て
い
る
が
、
そ
の
詞
書
や
歌
の
内
容
に
は
平
家
物
語
の
内
容
と
重
な
る
も

　
　
の
が
多
く
、
平
行
盛
・
心
墨
・
忠
快
・
建
礼
門
院
右
京
大
夫
の
詠
な
ど
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
『
歌
苑
連
署
事
書
』
は
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続　琵琶法師に関する二、三の問題

　
　
由
緒
正
し
か
る
べ
き
勅
撰
集
が
、
あ
た
か
も
「
物
語
」
と
同
様
で
あ
る
こ
と
、
殊
に
「
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物
語
」
な
ど
と

　
　
同
じ
様
で
あ
る
こ
と
に
、
痛
烈
な
非
難
を
浴
び
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
断
じ
た
。

　
要
す
る
に
松
尾
氏
は
、
こ
の
記
事
の
存
在
か
ら
、
当
時
の
琵
琶
法
師
の
語
り
（
平
家
語
り
V
が
、
「
哀
傷
」
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
と

す
る
解
釈
を
導
き
出
す
の
は
「
誤
解
」
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
↓
言
わ
れ
て
見
れ
ば
如
何
に
も
そ
の
通
り
で
、
そ
こ
に
言
う
「
哀
傷
の
所
」

と
は
、
外
な
ら
ぬ
『
玉
葉
和
歌
集
』
巻
第
十
七
雑
歌
直
中
の
『
平
家
物
語
』
に
登
場
す
る
人
々
に
ち
な
む
油
壷
を
指
す
の
で
あ
り
、
そ
れ

ら
を
非
難
・
論
難
す
る
た
め
に
「
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物
語
」
を
引
き
合
い
に
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
か
の
よ
う
だ
。
し
か
し
「
哀

傷
の
所
は
、
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物
語
に
て
ぞ
あ
る
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
当
代
の
「
平
家
語
り
」
の
曲
節
に
「
哀
傷
」
の
色
を

看
取
し
た
「
通
説
」
は
ま
る
つ
き
り
の
「
誤
解
」
で
あ
る
と
断
じ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
再
検
討
の
余
地
は
な
い
の
か
。

　
改
め
て
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
四
巻
所
収
の
『
事
書
』
の
該
当
の
箇
所
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
一
、
句
事

　
　
部
だ
て
よ
り
は
じ
め
て
思
ふ
様
な
ら
ず
。
四
季
の
運
転
景
物
の
次
第
よ
ろ
ず
み
な
前
後
錯
乱
せ
り
。
所
謂
き
り
の
う
た
つ
き
よ
り
か

　
　
み
に
お
け
る
た
ぐ
ひ
な
り
。
旅
に
は
別
の
部
ま
じ
へ
た
り
。
後
撰
の
や
う
な
ら
ば
題
目
に
わ
か
れ
た
び
と
た
貸
み
て
か
・
る
べ
し
。

　
　
こ
れ
も
い
と
し
ど
け
な
く
そ
。
恋
の
四
巻
に
は
四
季
の
や
う
に
次
第
を
た
て
・
歌
を
か
》
れ
た
り
。
い
と
め
づ
ら
か
な
り
。
恋
の
四

　
　
よ
り
後
、
殊
に
よ
ろ
し
か
ら
ず
見
え
侍
り
。
恋
に
あ
ら
ざ
る
歌
も
同
じ
。
雑
部
は
た
☆
物
が
た
り
に
て
こ
そ
侍
る
め
れ
。
哀
傷
の
所

　
　
は
、
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物
語
に
て
ぞ
あ
る
。
雑
三
に
折
句
の
歌
一
首
ふ
と
見
ゆ
る
は
何
事
そ
や
。
雑
体
の
歌
は
、
み
な
題

　
　
目
に
あ
ら
は
し
て
部
類
あ
る
べ
し
。
述
懐
の
所
に
は
哀
傷
、
哀
傷
の
中
に
は
懐
旧
、
む
さ
く
し
く
覚
ゆ
。
釈
教
は
聖
教
を
ひ
ら
き

　
　
神
祇
は
託
宣
の
文
に
む
か
へ
ら
む
が
ご
と
し
。
す
べ
て
め
づ
ら
か
に
お
も
し
ろ
し
。

　
い
ま
改
め
て
「
句
事
」
全
体
の
文
脈
の
中
に
お
い
て
傍
線
部
を
解
釈
す
る
な
ら
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
が
『
玉
葉
和
歌
集
』
「
雑
部
」
の
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「
哀
傷
」
歌
に
対
す
る
批
判
、
論
難
の
言
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
た
だ
敢
え
て
言
う
な
ら
、

　
　
哀
傷
の
所
は
、
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物
語
に
て
ぞ
あ
る
。

と
あ
る
の
は
、
実
は
、

　
　
哀
傷
の
所
は
、
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
（
哀
傷
の
）
物
語
に
て
ぞ
あ
る
。

と
い
う
具
合
に
、
そ
こ
に
「
哀
傷
の
」
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
言
う
と
こ
ろ
は
、

　
　
雑
部
の
哀
傷
歌
は
、
ま
さ
に
盲
目
法
師
の
か
た
る
平
家
の
、
哀
傷
の
物
語
そ
の
ま
ま
だ
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
『
事
書
』
は
文
字
通
り
、
た
め
に
す
る
目
的
で
わ
ざ
わ
ざ
「
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物
語
」
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
だ
が
、
そ

こ
に
は
当
然
、
そ
う
す
る
こ
と
が
『
玉
葉
和
歌
集
』
編
者
京
極
為
兼
に
対
す
る
有
効
な
非
難
や
罵
倒
に
な
る
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
相
手
を
へ
こ
ま
す
た
め
に
「
盲
目
の
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物
語
」
を
使
っ
た
わ
け
だ
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
「
平
家
語
り
」

が
隆
盛
を
極
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
言
う
な
ら
、
正
和
四
年
（
；
二
五
）
成
立
の
『
事
書
』
は
、
平
家
物
語
、
平
曲
享
受

史
上
、
貴
重
な
史
料
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
れ
程
ま
で
に
非
難
、
罵
倒
さ
れ
た
『
玉
葉
和
歌
集
』
「
園
部
」
の
哀
傷
歌
で
あ
る
が
、
巻
十
七
雑
歌
四
に
収
め

ら
れ
た
和
歌
の
総
数
は
↓
四
二
首
。
こ
の
う
ち
「
盲
目
の
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物
語
」
そ
の
ま
ま
だ
と
論
難
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
「
平

家
の
物
語
」
に
登
場
す
る
人
物
の
死
を
悲
嘆
・
慨
嘆
、
或
い
は
追
慕
・
追
悼
し
て
詠
ま
れ
た
和
歌
は
意
外
に
少
な
く
（
以
下
、
括
弧
内
の

人
物
が
、
そ
の
対
象
で
あ
る
）
、
三
條
入
道
左
大
臣
・
土
御
門
内
大
臣
（
高
倉
院
）
、
全
性
法
師
・
平
行
盛
（
経
正
・
忠
度
）
、
法
印
忠
快
・
平

行
盛
（
通
塞
・
業
盛
）
、
前
右
近
中
将
資
盛
（
維
盛
）
、
建
業
門
院
右
京
大
夫
（
資
盛
。
た
だ
し
二
首
）
、
参
河
内
侍
（
二
条
院
）
、
中
納
言

（
建
学
門
院
）
、
前
左
兵
衛
督
二
方
・
二
条
院
中
納
言
典
侍
（
二
条
院
）
、
前
権
少
僧
都
全
真
（
建
礼
門
院
）
、
建
礼
門
院
右
京
大
夫
（
資
盛
）

の
都
合
一
五
首
に
過
ぎ
な
い
。
雑
歌
四
の
一
四
二
首
の
う
ち
、
僅
か
一
割
に
止
ま
っ
て
い
る
。
残
り
の
九
割
方
は
、
「
盲
目
の
法
師
が
か
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続　琵琶法師に関する二、三の問題

た
る
平
家
の
物
語
」
と
は
無
関
係
の
人
々
の
死
を
悲
嘆
・
慨
嘆
、
或
い
は
追
懐
・
追
悼
す
る
和
歌
ば
か
り
で
あ
る
。

　
し
か
し
少
な
い
と
は
言
え
、
『
事
書
』
の
作
者
は
こ
れ
ら
の
一
五
首
を
対
象
と
し
て
「
哀
傷
の
所
は
、
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物

語
に
て
ぞ
あ
り
け
る
」
と
一
刀
両
断
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
詞
書
共
々
、
そ
れ
ら
の
和
歌
が
如
何
な
る
体
の
も
の
で
あ

る
の
か
、
念
の
た
め
確
認
し
て
お
く
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
次
田
香
澄
校
訂
『
玉
葉
和
歌
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
三
月

か
ら
引
く
。

　
　
①
高
倉
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
に
け
る
春
、
権
中
納
言
実
守
の
も
と
に
梅
を
折
り
て
遣
は
し
侍
る
と
て
　
　
　
　
三
鷹
入
道
左
大
臣

　
　
い
か
で
か
く
う
き
世
を
し
ら
で
梅
の
花
こ
と
し
も
同
じ
色
に
咲
く
ら
ん

　
　
②
お
な
じ
頃
花
の
散
る
を
見
て
よ
み
侍
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
御
門
内
大
臣

　
　
散
り
残
る
花
だ
に
あ
る
を
君
が
な
ど
此
の
春
ば
か
り
と
ま
ら
ざ
り
け
ん

　
　
③
元
暦
元
年
世
の
中
騒
が
し
く
侍
り
け
る
頃
、
平
行
盛
備
前
の
道
を
固
む
と
て
壇
の
浦
と
申
す
所
に

　
　
　
侍
り
け
る
に
、
八
月
十
五
夜
轟
く
ま
な
き
に
、
過
ぎ
に
し
年
は
経
正
・
忠
度
朝
臣
な
ど
諸
共
に
侍

　
　
　
り
け
る
を
、
い
か
ば
か
り
哀
れ
な
る
ら
ん
と
思
ひ
や
ら
れ
て
、
そ
の
よ
し
申
し
遣
は
す
と
て
　
　
　
　
　
　
　
　
全
性
法
師

　
　
ひ
と
り
の
み
波
間
に
や
ど
る
月
を
み
て
む
か
し
の
友
や
面
影
に
立
つ

　
　
④
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
行
盛

　
　
も
ろ
と
も
に
み
し
世
の
人
は
波
の
う
へ
に
面
影
う
か
ぶ
月
ぞ
悲
し
き

　
　
⑤
兄
弟
に
一
度
に
後
れ
て
歎
き
侍
り
け
る
を
、
平
行
盛
遅
く
と
ぶ
ら
ひ
侍
り
け
れ
ば
、
申
し
遣
は
し
け
る
　
　
　
　
　
法
印
忠
快

　
　
憂
き
身
を
ば
言
問
は
ず
と
も
か
か
る
世
の
悲
し
き
事
は
知
る
や
し
ら
ず
や

　
　
⑥
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
行
盛

　
　
悲
し
さ
を
よ
そ
の
歎
き
と
思
は
ね
ば
人
を
と
ふ
べ
き
心
地
だ
に
せ
ず
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⑦
都
を
住
み
う
か
れ
て
後
物
申
し
け
る
女
の
も
と
よ
り
、
前
右
近
中
将
維
盛
は
か
な
く
な
り
に
け
る

　
事
を
聞
き
伝
へ
て
、
哀
れ
も
い
と
ど
色
そ
ふ
さ
ま
に
言
ひ
お
こ
せ
て
侍
り
け
る
返
事
に

あ
る
程
か
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
う
ち
に
猶
か
く
憂
き
こ
と
を
見
る
ぞ
悲
し
き

⑧
前
右
近
中
将
資
盛
身
ま
か
り
て
後
、
忌
日
に
忍
び
で
仏
事
な
ど
営
み
て
も
、
我
が
な
か
ら
ん
世
に

　
誰
か
は
こ
れ
程
も
と
ぶ
ら
は
ん
な
ど
、
悲
し
く
思
ひ
続
け
て
よ
み
侍
り
け
る

い
か
に
せ
ん
我
が
後
の
世
は
さ
て
も
猶
む
か
し
の
今
日
を
と
ふ
人
も
が
な

⑨
お
な
じ
頃
何
と
な
き
物
語
を
人
の
し
け
る
に
、
思
ひ
出
で
ら
る
る
事
あ
り
て
涙
の
止
め
が
た
く
こ

　
ぼ
れ
け
れ
ば

憂
き
事
の
い
つ
も
そ
ふ
身
は
何
と
し
も
思
ひ
敢
へ
て
も
涙
落
ち
け
り

⑪
二
条
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
ま
た
の
年
の
夏
郭
公
を
聞
き
て

寝
覚
し
て
思
ひ
そ
出
つ
る
ほ
と
と
ぎ
す
雲
居
に
聞
き
し
小
夜
の
一
こ
ゑ

⑪
建
春
門
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
に
け
る
秋
、
植
ゑ
置
か
せ
給
ひ
け
る
御
前
の
前
栽
の
盛
り
な
る
中
に
、

　
女
郎
花
の
咲
き
こ
ぼ
れ
た
る
を
見
て

露
き
ゆ
る
う
き
世
に
秋
の
を
み
な
へ
し
今
年
も
知
ら
ぬ
色
ぞ
悲
し
き

⑫
二
条
院
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
彼
の
院
に
中
納
言
典
侍
御
は
て
ま
で
と
て
一
人
候
ひ
け
る
に
、
言

　
ひ
遣
は
し
け
る

か
く
れ
に
し
雲
居
の
月
を
思
ひ
出
で
て
誰
と
む
か
し
の
秋
を
恋
ふ
ら
む

⑬
返
し

か
き
く
ら
す
涙
ば
か
り
を
友
と
し
て
隠
れ
し
月
を
恋
ひ
ぬ
夜
ぞ
な
き

前
右
近
中
将
資
盛

挙
礼
門
院
右
京
大
夫

参
河
内
侍

中
納
言

前
兵
衛
督
惟
方

二
条
院
中
納
言
典
侍

5240



続　琵琶法師に関する二、三の問題

　
　
⑭
世
の
中
に
事
あ
り
て
筑
紫
の
方
に
流
さ
れ
て
侍
り
け
る
が
、
後
に
召
還
さ
れ
侍
り
て
、
建
礼
門
院

　
　
　
大
原
に
お
は
し
ま
し
け
る
に
参
り
て
物
申
し
け
る
に
つ
け
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
思
ひ
出
つ
る
事
多
く

　
　
　
て
、
い
み
じ
う
悲
し
く
覚
え
侍
り
け
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
々
少
僧
都
全
真

　
　
今
日
か
く
て
め
ぐ
り
逢
ふ
に
も
悲
し
き
は
此
の
世
へ
だ
て
し
別
れ
な
り
け
り

　
　
⑮
前
右
近
中
将
資
盛
み
ま
か
り
て
後
志
賀
の
浦
を
過
ぎ
侍
り
け
る
に
、
風
吹
き
荒
れ
て
波
の
立
つ
を

　
　
　
見
る
に
も
、
か
か
る
わ
た
り
に
も
あ
ら
ま
し
か
ば
な
ど
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
よ
み
侍
り
け
る
　
　
　
　
一
礼
門
院
右
京
太
夫

　
　
恋
ひ
忍
ぶ
人
に
あ
ふ
み
の
海
な
ら
ば
荒
き
波
に
も
た
ち
ま
じ
ら
ま
し

以
上
の
①
か
ら
⑮
の
詠
草
を
、
た
と
え
ば
現
行
の
覚
↓
本
平
家
物
語
の
章
段
に
突
き
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
高
倉
院
の
崩
御
を
悼
む
①
②
は

巻
六
　
新
院
崩
御
、
経
正
と
忠
度
の
戦
死
を
悼
む
③
④
は
巻
九
　
忠
度
最
期
と
知
章
最
期
、
同
じ
く
通
盛
と
業
盛
の
戦
死
を
悼
む
⑤
⑥
は

巻
九
　
落
足
、
維
盛
の
入
水
を
悼
む
⑦
は
巻
十
　
維
盛
入
水
、
資
盛
の
戦
死
を
悼
む
⑧
⑨
⑮
は
巻
十
一
　
能
登
殿
最
期
、
二
条
院
崩
御
を

悼
む
⑩
⑫
⑬
は
巻
一
　
額
打
論
、
建
春
門
院
の
崩
御
を
悼
む
⑪
は
巻
一
　
東
宮
立
、
建
礼
門
院
訪
問
の
際
の
感
慨
を
詠
ん
だ
⑭
は
灌
頂
巻

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
の
和
歌
も
、
か
け
が
え
の
な
い
人
を
失
っ
た
「
哀
傷
」
の
思
い
を
率
直
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

に
照
応
す
る
覚
一
本
の
章
段
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
哀
傷
」
の
気
に
色
濃
く
包
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
再
度
、

　
　
哀
傷
の
所
は
、
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物
語
に
て
ぞ
あ
る
。

に
目
を
凝
ら
す
な
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
『
事
書
』
作
者
は
、
一
方
で
如
上
の
「
哀
傷
」
歌
貝
を
睨
み
、
他
方
で
「
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物
語
」
を
睨
ん
だ
上
で
両
者
を

等
価
の
も
と
判
定
し
た
。
そ
の
場
合
、
当
然
引
き
合
い
に
出
し
た
「
平
家
の
物
語
」
は
「
平
家
の
哀
傷
の
物
語
」
の
謂
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
と
よ
り
そ
の
こ
と
は
、
当
代
の
「
平
家
の
物
語
」
が
全
面
的
に
「
哀
傷
」
の
気
配
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
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味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
個
々
の
章
段
に
よ
っ
て
「
哀
傷
」
に
も
濃
淡
が
あ
り
、
さ
ほ
ど
に
「
哀
傷
」
の
気
配
の
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
も

あ
る
。
そ
の
意
味
で
言
う
な
ら
、
『
事
書
』
の
作
者
は
、
「
平
家
の
物
語
」
を
そ
れ
な
り
に
分
別
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
『
事
書
』
の
作
者
が
『
玉
葉
和
歌
集
』
下
歯
十
七
雑
歌
四
の
「
哀
傷
」
聚
散
が
「
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物

語
」
そ
の
ま
ま
だ
と
論
難
し
た
と
き
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
全
て
で
は
な
い
に
し
て
も
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
平
家
の
哀
傷
の
物

語
」
群
で
あ
っ
た
と
見
て
大
過
は
あ
る
ま
い
。
問
題
は
、
そ
れ
が
「
平
家
語
り
」
の
曲
調
ま
で
も
視
野
に
入
れ
た
、
す
な
わ
ち
「
平
家
語

り
」
の
も
つ
「
哀
傷
」
に
ま
で
言
い
及
ん
だ
発
言
と
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
松
尾
葦
江
氏
は
、
そ
れ
は
「
誤
解
」

だ
と
一
蹴
す
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
断
じ
得
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
わ
た
く
し
は
、
必
ず
し
も
「
誤
解
」
と
は
考
え
な
い
。
「
盲
目
法

師
」
が
、
外
な
ら
ぬ
「
平
家
の
哀
傷
の
物
語
」
を
「
か
た
る
」
と
き
、
そ
の
曲
調
に
「
哀
傷
」
の
気
配
が
全
く
漂
わ
な
い
も
の
な
の
か
ど

う
か
、
こ
の
点
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
く
ど
い
よ
う
だ
が
、

　
　
雑
部
は
た
だ
物
が
た
り
に
て
こ
そ
侍
る
め
れ
。
哀
傷
の
所
は
、
盲
目
法
師
が
か
た
る
平
家
の
物
語
に
て
ぞ
あ
る
。

と
い
う
非
難
は
、
確
か
に
巻
第
十
七
雑
歌
四
の
哀
傷
歌
群
を
「
平
家
の
物
語
」
に
準
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
引
き
合

い
に
出
さ
れ
た
「
平
家
の
物
語
」
は
、
実
は
「
平
家
の
哀
傷
の
物
語
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
『
事
書
』
作
者
は
、
「
平
家
の

物
語
」
に
「
盲
目
法
師
が
か
た
る
」
と
い
う
文
言
を
わ
ざ
わ
ざ
被
せ
て
も
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
を
付
加
し
た
の
は
、
当
代
の
「
盲
目
法

師
」
の
「
か
た
」
り
に
『
事
書
』
作
者
が
惹
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
「
平
家
の
哀
傷
の
物
語
」
を
語
る
に
相
応
し
い
曲

調
で
あ
る
こ
と
を
認
知
し
て
い
た
が
故
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
断
す
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
『
事
書
』
の
記
述
は
、
当
節
の
「
平
家
語
り
」

の
有
り
様
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
な
お
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
史
料
価
値
が
あ
る
と
判
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
「
中
世
以
来
の
古
い
伝
統
を
持
つ
平
曲
を
、
真
面
目
に
受
け
つ
い
だ
も
の
」
で
あ
り
「
中
世
以
来
の
平
曲
家
の
そ
の
芸
能
に

つ
い
て
の
考
え
方
を
伝
え
て
い
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
江
戸
時
代
初
期
の
平
曲
書
『
西
海
余
滴
集
』
（
冨
倉
徳
次
郎
校
訂
『
西
海
余
滴
集
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井
、
追
増
平
語
商
談
』
解
説
、
古
典
文
庫
、
一
九
五
六
年
八
月
）
の
次
の
よ
う
な
文
章
を
挙
げ
て
お
く
の
も
む
だ
で
は
あ
る
ま
い
。

　
　
平
家
を
語
る
に
七
の
品
有
。
一
に
は
神
祇
、
二
に
は
祝
言
、
三
に
は
恋
慕
、
四
に
は
修
羅
、
五
に
は
義
理
、
六
に
は
哀
傷
、
七
に
は

　
　
釈
教
等
也
。

こ
う
し
た
解
釈
の
存
在
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、
中
世
の
「
平
家
語
り
」
の
実
態
を
想
定
す
る
と
き
、
す
こ
ぶ
る
示
唆
に
富
む
は
ず
で

あ
る
。
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2

鎌
倉
の
「
明
石
谷
」

　
鎌
倉
に
「
明
石
谷
」
と
い
う
地
名
が
あ
る
。
悪
難
敬
之
氏
編
集
の
『
鎌
倉
史
跡
事
典
』
（
新
人
畑
道
来
社
、
一
九
九
七
年
三
月
）
の

「
明
石
谷
」
の
項
に
、

　
　
播
磨
国
明
石
海
岸
に
由
来
し
た
地
名
ら
し
い
が
、
地
形
は
似
て
い
な
い
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
近
時
、
た
と
え
ば
山
下
宏
明
氏
な
ど
は
、
琵
琶
法
師
明
石
覚
一
と
の
関
係
を
説
く
。
す
な
わ
ち
、
「

『
平
家
物
語
』
の
成
り
立
ち
」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
六
月
）
四
一
八
頁
の
中
で
、
『
吾
妻
鏡
』
仁

治
元
年
（
一
二
四
〇
）
二
月
二
日
条
に
鎌
倉
の
「
程
々
」
で
の
「
盲
法
師
」
や
「
辻
相
撲
」
な
ど
の
興
行
を
禁
止
す
る
布
告
の
あ
る
こ
と
、

鴨
長
明
『
発
心
集
』
第
八
の
五
「
盲
者
、
関
東
下
向
の
事
」
に
作
者
長
明
が
小
夜
の
中
山
の
麓
で
「
小
法
師
」
一
人
を
伴
っ
て
関
東
に
下

向
す
る
「
六
十
ば
か
り
な
る
琵
琶
法
師
」
に
遭
遇
し
た
記
事
の
あ
る
こ
と
、
現
在
の
鎌
倉
に
「
び
わ
橋
」
「
び
わ
田
」
「
び
わ
小
路
」
な
ど

の
琵
琶
法
師
ゆ
か
り
の
地
名
が
あ
る
こ
と
、
当
道
座
の
伝
承
に
一
方
流
の
創
始
者
了
義
坊
如
｝
を
彼
の
地
に
居
住
し
た
こ
と
を
も
っ
て
坂

東
殿
と
呼
び
、
明
石
検
校
覚
一
の
在
方
名
「
明
石
」
も
、
鎌
倉
の
朝
比
奈
切
通
し
に
抜
け
る
明
石
が
谷
に
由
来
し
、
そ
こ
に
覚
一
の
屋
敷

が
あ
っ
た
と
い
う
「
口
碑
」
の
存
在
す
る
こ
と
、
朝
比
奈
切
通
し
に
通
じ
る
「
明
石
が
谷
」
は
相
模
と
武
蔵
の
境
界
を
成
し
、
こ
こ
に
時

8
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宗
光
触
寺
が
あ
る
の
は
「
ま
さ
に
異
界
へ
の
通
路
」
で
あ
り
、
冥
界
の
消
息
に
通
ず
る
琵
琶
法
師
居
住
の
場
と
し
て
格
好
の
土
地
柄
で
あ

る
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
傍
証
と
し
、
同
様
の
指
摘
を
「
芸
能
史
の
な
か
の
当
道
座
と
盲
僧
」
（
『
平
家
物
語
批
評
と
文
化
史
』
汲
古
書
院
、

一
九
九
八
年
一
一
月
）
で
も
行
っ
て
い
る
。

　
梶
原
正
昭
氏
も
同
じ
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
（
「
『
平
家
物
語
』
受
容
の
様
態
　
　
室
町
・
戦
国
時
代
の
琵
琶
法
師
と
そ
の
芸
能
活
動

」
『
軍
記
文
学
の
位
相
』
島
西
書
院
、
一
九
九
八
年
三
月
）
。
す
な
わ
ち
明
石
覚
一
の
屋
敷
跡
を
伝
え
る
「
明
石
が
谷
」
な
る
地
名
は
「
か
っ

て
こ
の
地
に
琵
琶
法
師
た
ち
が
多
く
住
み
活
躍
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
」
す
る
と
し
、
そ
の
傍
証
の
一
つ
と
し
て
鶴
岡
八
幡
宮
近
く
の

「
志
一
稲
荷
」
は
「
志
一
と
い
う
盲
目
芸
能
者
と
関
係
が
あ
る
」
と
し
た
柳
田
国
男
の
指
摘
（
「
孤
猿
随
筆
」
『
定
本
　
柳
田
國
男
集
』
第
二

十
二
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
三
月
）
を
挙
げ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
果
た
し
て
明
石
検
校
覚
一
の
在
方
名
「
明
石
」
が
鎌
倉
の
「
明
石
谷
」
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
、
「
明
石
谷
」
が
覚
一

の
遺
跡
な
の
か
、
こ
の
辺
り
の
問
題
を
わ
た
く
し
な
り
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
み
た
い
。

　
こ
こ
に
「
明
石
谷
」
の
地
名
を
考
証
し
た
論
文
が
あ
る
。
三
浦
勝
男
氏
の
「
鎌
倉
地
名
考
（
二
）
　
　
明
石
谷
に
つ
い
て
　
　
」
（
『
鎌

倉
』
第
4
5
号
、
一
九
八
四
年
三
月
）
で
あ
る
。
三
浦
氏
は
、
ま
ず
『
新
編
鎌
倉
志
』
巻
二
の
「
一
心
院
旧
跡
」
の
説
明
を
紹
介
し
、
併
せ
て

こ
の
地
に
「
明
石
の
一
心
院
」
と
い
う
寺
院
の
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
『
吾
妻
鏡
』
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
四
月
一
八
日
、
同
一
〇
月
一

一
日
条
を
掲
げ
て
、
こ
の
地
が
「
古
く
か
ら
鎌
倉
の
代
表
的
な
勝
景
地
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
「
明
石
」
、
「
明
石
谷
」
の
名
が
記
さ

れ
て
い
る
文
献
史
料
、
た
と
え
ば
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
社
務
職
次
第
』
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
九
月
四
日
条
、
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
供
僧
次

第
』
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
＝
月
二
八
日
条
、
『
鶴
岡
社
務
記
録
』
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
五
月
二
二
日
号
、
八
月
一
〇
日
条
、
天

正
三
年
（
一
五
七
五
）
成
立
の
和
歌
集
『
桂
林
集
』
（
群
書
類
従
呈
出
二
六
〇
）
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
正
月
吉
日
の
『
建
長
寺
領
水
帳
』

（
『
鎌
倉
市
史
史
料
編
』
三
）
な
ど
に
言
及
す
る
。

　
さ
て
三
浦
勝
男
氏
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
「
明
石
谷
」
に
か
か
わ
っ
て
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
巻
之
九
十
三
　
村
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善
部
　
鎌
倉
郡
之
巻
二
十
五
（
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
第
五
巻
、
雄
山
閣
、
一
九
七
〇
年
十
一
月
）
中
に
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
事
が

あ
る
。

　
　
此
谷
の
中
程
に
明
石
検
校
塔
と
云
へ
る
あ
り
、
由
来
伝
は
ら
ず
。

こ
れ
に
よ
り
、
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
成
立
の
天
保
一
二
年
（
一
八
四
こ
当
時
、
明
石
谷
に
「
明
石
検
校
塔
」
が
あ
る
と
の
伝
承

が
あ
っ
た
ら
し
い
形
跡
が
わ
か
る
。

　
し
か
し
こ
れ
は
ま
こ
と
に
奇
妙
な
伝
承
で
あ
っ
て
、
こ
れ
よ
り
お
お
よ
そ
一
八
○
年
前
の
貞
享
元
年
（
｝
六
八
四
）
に
完
成
し
、
翌
年

開
版
さ
れ
た
『
新
編
鎌
倉
志
』
巻
之
二
の
（
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
第
六
巻
、
雄
山
閣
、
一
九
七
〇
年
十
一
月
）
＝
心
院
事
跡
」
の
項
に

は
、　

　
↓
心
院
菖
跡
は
、
光
触
寺
の
南
方
に
、
柏
原
山
と
云
あ
り
。
直
下
に
あ
り
。
其
所
の
名
を
明
石
と
云
ふ
。
故
に
明
石
の
一
心
院
と
云

　
　
傳
ふ
。
寺
の
跡
と
も
、
又
堂
庭
と
も
指
豊
漁
あ
り
。
巖
窟
の
内
に
木
像
の
朽
た
る
有
。
一
心
院
の
菖
跡
地
と
云
傳
ふ
。

と
あ
る
だ
け
で
、
「
由
来
」
定
か
な
ら
ぬ
「
明
石
検
校
塔
」
に
つ
い
て
は
何
一
つ
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
こ
と
は
文
政
十
二
年
（
｝
八
二
九
）
開
版
の
『
鎌
倉
撹
勝
沼
』
巻
之
七
（
前
掲
『
新
編
相
模
国
風
土
手
稿
』
第
六
巻
）
も
同
じ
で
、
＝
心

院
魔
跡
」
に
お
い
て
、

　
　
光
触
寺
の
南
に
、
柏
原
山
と
い
ふ
の
下
に
、
小
名
を
明
石
と
い
ふ
所
あ
り
。
寺
の
跡
と
見
へ
、
又
岩
窟
の
う
ち
に
、
石
佛
の
折
た
る

　
　
も
あ
り
。

と
記
す
の
み
。

　
以
上
の
名
勝
誌
に
照
ら
し
て
言
う
な
ら
ば
、
ま
ず
貞
享
年
中
（
一
六
八
四
～
一
六
八
八
）
か
ら
文
政
年
中
（
一
八
↓
八
～
一
八
三
〇
）
に

か
け
て
「
明
石
谷
」
に
⊃
心
院
」
な
る
寺
院
の
「
菖
跡
」
と
そ
れ
に
ち
な
む
伝
承
が
保
持
さ
れ
続
け
た
（
『
新
編
鎌
倉
志
』
『
鎌
倉
撹
再
考
』
）

後
、
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
頃
に
至
り
、
そ
の
地
に
残
る
石
塔
に
「
明
石
検
校
」
の
名
が
俄
に
付
会
さ
れ
た
（
『
新
編
相
模
国
風
土
記
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稿
』
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
「
明
石
」
「
明
石
谷
」
と
「
明
石
検
校
」
の
結
び
付
き
ば
さ
ほ
ど
に
古
い
伝
承
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
『
新
編
相
模
風
土
記
稿
』
が
「
明
石
谷
」
の
「
中
程
に
」
「
明
石
検
校
塔
」
な
る
も
の
が
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
そ

の
「
由
来
伝
は
ら
ず
」
と
記
し
た
の
は
、
こ
の
「
伝
承
」
が
後
世
の
付
会
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
暗
に
示
唆
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
お
そ
ら
く
は
そ
こ
に
、
平
曲
、
或
い
は
当
道
伝
承
に
通
じ
た
者
の
積
極
的
な
関
与
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
い
う
の
を

「
後
世
の
さ
か
し
ら
」
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
人
騒
が
せ
な
「
伝
承
」
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
う
し
た
、
言
わ
ば
捏
造
さ
れ
た
「
伝
承
」
が
生
ま
れ
た
の
も
、
「
明
石
」
「
明
石
谷
」
と
い
う
地
名
が
琵
琶
法
師
の
「
明
石
」
覚

一
に
通
ず
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
実
は
そ
れ
と
は
別
な
理
由
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
湯
山
学
氏
の
「
山
内
本
郷
の
証
菩
提
寺
と
一
心
院
　
　
鎌
倉
明
石
谷
の
別
当
坊
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
（
『
鎌
倉
』
第
4
3
号
、
一
九
八
三
年

六
月
）
に
よ
れ
ば
、
か
っ
て
明
石
谷
に
存
在
し
た
一
心
院
は
、
鎌
倉
時
代
、
山
内
本
郷
の
証
菩
提
寺
の
別
当
坊
で
「
明
石
本
坊
」
と
呼
ば

れ
た
こ
と
、
そ
の
別
当
職
は
鎌
倉
中
期
以
降
、
鶴
岡
八
幡
宮
供
僧
が
兼
帯
し
、
天
台
宗
寺
門
派
の
僧
侶
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
と
い
う
。

そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
史
料
は
、
正
長
～
永
享
年
間
（
一
四
二
八
～
一
四
四
こ
成
立
と
目
さ
れ
る
（
『
日
本
史
広
辞
典
』
山
川
出
版
社
、
一
九

九
七
年
九
月
）
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
社
務
職
次
第
』
（
群
書
類
従
第
三
輯
、
経
済
雑
誌
社
、
一
八
九
三
年
七
月
）
だ
が
、
そ
の
第
一
八
代
社
務
職
　
覚

助
の
項
に
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
っ
た
。

　
　
元
弘
三
三
鉦
醜
二
。
九
月
四
日
。
二
二
当
社
検
校
職
。
元
二
御
下
向
．
。
社
務
代
覚
伊
僧
正
。
同
十
二
月
十
一
日
下
着
。
一
心
院
住
二
馴

　
　
石
本
坊
一
。

同
じ
記
事
は
、
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
成
立
と
さ
れ
る
（
前
掲
『
日
本
史
広
辞
典
』
）
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
供
僧
次
第
』
（
続
群
書
類
従
第
四
輯

下
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
二
七
年
十
一
月
）
に
も
、

　
寺

　
政
源
式
部
阿
閣
梨

　
　
建
武
二
年
十
一
廿
八
社
務
代
明
石
覚
伊
僧
正
被
補
也
。
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と
見
え
る
。

　
わ
た
く
し
は
、
こ
の
証
菩
提
寺
別
当
に
し
て
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
の
社
務
代
と
な
っ
た
「
覚
伊
」
僧
正
が
一
心
院
の
「
明
石
」
本
坊
に
居

住
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
後
世
、
明
石
「
覚
＝
の
「
明
石
谷
」
居
住
の
捏
造
「
伝
承
」
の
苗
床
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す
る

次
第
で
あ
る
。
「
覚
伊
」
（
か
く
い
）
と
「
覚
＝
（
か
く
い
ち
）
の
発
音
は
酷
似
し
、
し
か
も
「
覚
伊
」
居
住
の
地
が
「
明
石
」
本
坊
で
あ
っ

た
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
琵
琶
法
師
「
明
石
覚
＝
と
の
因
縁
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
た
だ
し

先
に
も
見
た
よ
う
に
、
貞
享
二
年
開
版
の
『
新
編
鎌
倉
志
』
や
、
文
政
十
二
年
の
『
鎌
倉
撹
勝
継
」
に
は
、
未
だ
「
明
石
谷
」
に
は
「
明

石
検
校
」
伝
説
は
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
当
然
そ
の
付
会
は
そ
れ
以
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
学
識
の
な
い
人
で
は
そ

う
簡
単
に
捏
造
で
き
る
質
の
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
社
務
職
次
第
』
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

鶴
岡
八
幡
宮
関
係
者
に
し
て
、
平
曲
愛
好
家
の
よ
う
な
人
物
の
主
張
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
地
名
と
し
て
の
「
明
石
」
は
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
社
務
職
次
第
』
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
九
月
四
日
条
に
、
「
明
石
谷
」
は

『
鶴
岡
社
務
記
録
』
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
五
月
二
二
日
条
に
見
え
る
由
（
前
掲
、
三
浦
勝
男
氏
論
文
）
。
明
石
覚
一
の
生
年
は
未
詳
で
あ

る
が
、
死
亡
し
た
の
は
応
安
四
年
目
一
三
七
一
）
の
こ
と
。
覚
一
本
平
家
物
語
奥
書
に
「
既
過
七
旬
」
ぎ
た
と
あ
る
か
ら
、
覚
一
の
在
世

時
、
鎌
倉
に
明
石
の
地
名
は
確
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
在
方
名
が
鎌
倉
の
小
字
名
の
「
明
石
」
「
明
石
谷
」
に
由

来
す
る
可
能
性
は
ま
ず
な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
今
後
は
、
『
当
道
要
集
』
な
ど
の
「
足
利
家
の
庶
流
に
て
明
石
を
知
行
す
る
故
」
に

「
明
石
」
と
言
っ
た
と
す
る
伝
承
の
方
を
重
視
し
、
そ
こ
か
ら
再
考
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
柳
田
国
男
の
主
張
し
た
（
前
掲
「
孤
猿
随
筆
」
）
鶴
岡
八
幡
宮
の
西
隣
り
に
あ
る
「
志
一
稲
荷
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
が
柳
田
の
指
摘
す
る
よ
う
な
「
盲
目
芸
能
者
」
と
関
係
す
る
か
ど
う
か
、
極
め
て
不
審
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

『
新
編
鎌
倉
志
』
巻
之
四
（
前
掲
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
第
六
巻
）
に
は
、

　
　
○
志
一
上
人
石
塔
　
志
一
上
人
石
塔
は
、
鶴
岡
の
西
、
町
屋
の
後
、
鶯
谷
と
国
所
の
山
の
上
に
あ
り
。
里
人
云
、
志
一
は
、
筑
紫
の

23312



人
也
。
訟
あ
り
て
鎌
倉
に
来
れ
り
。
己
に
訟
も
達
し
け
る
に
、
文
状
を
本
国
に
耳
介
て
、
如
何
せ
ん
と
思
は
れ
し
時
、
平
生
志
一
に
つ
か

へ
し
狐
あ
り
し
が
、
一
夜
の
中
に
本
国
に
往
き
、
明
暁
、
寸
胴
状
を
く
わ
へ
て
帰
り
、
志
一
に
奉
り
、
其
ま
・
息
絶
て
死
に
け
り
。
志
一

訟
か
な
ひ
し
か
ば
、
則
彼
狐
を
稲
荷
の
神
と
祭
り
祠
を
立
つ
。
坂
上
の
小
祠
是
也
。
志
一
は
、
管
領
源
基
氏
の
代
に
、
上
杉
家
、
崇
敬
に

よ
り
、
鎌
倉
に
下
ら
れ
け
る
と
な
ん
。
　
【
太
平
記
】
に
、
志
一
上
人
鎌
倉
よ
り
上
て
、
佐
々
木
佐
渡
判
官
入
道
道
誉
の
許
へ
お
は
し
た
り
。

細
川
相
模
守
清
氏
に
た
の
ま
れ
、
将
軍
を
呪
誼
し
け
る
と
あ
り
。

と
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
柳
田
は
、
「
志
＝
に
つ
い
て
「
察
す
る
と
こ
ろ
盲
法
師
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
推
断
し
て
い
る
が
、

そ
の
根
拠
は
示
さ
な
い
。
「
志
一
」
は
「
狐
」
を
使
う
呪
術
者
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
「
盲
法
師
」
で
あ
っ
た
気
配
は
な
い
。
「
志
一
」
「
盲

目
芸
能
者
」
と
す
る
の
は
、
「
一
」
を
通
字
と
し
た
一
方
系
琵
琶
法
師
の
名
前
に
引
か
れ
た
柳
田
の
勇
み
足
で
あ
ろ
う
。

13

博

3
　
芳
一
の
「
耳
」

砂 川

　
さ
さ
や
か
な
こ
と
な
が
ら
、
以
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
赤
間
関
の
琵
琶
法
師
芳
一
は
な
ぜ
両
の
耳
を
奪
わ

れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ハ
の
ひ
き
ょ
く
な
か
し
む
ゆ
う
れ
い
を

　
『
臥
遊
奇
談
』
巻
之
二
　
琵
琶
秘
曲
泣
幽
霊
・
（
平
川
祐
弘
編
『
怪
談
・
奇
談
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
〇
年
六
月
）
に
よ
れ
ば
、
こ

の
ま
ま
芳
一
を
見
捨
て
る
と
命
が
危
な
い
と
判
じ
た
阿
弥
陀
寺
の
和
尚
は
、
「
自
筆
を
と
り
、
又
衆
僧
に
も
命
じ
、
芳
一
が
身
に
明
所
な

く
般
若
心
経
」
を
書
き
付
け
た
の
だ
が
、
「
只
両
耳
の
ミ
お
と
し
」
た
が
た
め
に
、
つ
い
に
平
家
の
「
幽
魂
」
に
奪
わ
れ
た
と
い
う
。
す

な
わ
ち
い
つ
も
の
よ
う
に
芳
一
を
迎
え
に
き
た
「
幽
魂
」
が
、

　
　
今
夜
い
か
な
れ
バ
其
人
な
し
。
ロ
ハ
両
耳
の
ミ
お
と
し
け
る
ぞ
知
覚
か
た
し
。
此
耳
を
証
見
に
上
へ
訴
へ
申
べ
し
。

と
「
両
の
耳
朶
に
諸
手
を
か
け
、
何
気
な
く
引
ち
ぎ
り
、
殿
を
下
っ
て
出
去
」
つ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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し
か
し
よ
く
よ
く
考
え
れ
ば
、
こ
の
話
は
些
か
奇
妙
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
芳
一
に
と
っ
て
、
憶
い
た
「
眼
」
の
代
わ
り
に
外
界

を
探
る
有
力
な
器
官
は
耳
し
か
な
い
。
さ
れ
ば
、
ま
ず
も
っ
て
大
事
な
耳
に
般
若
心
経
を
貼
る
の
が
筋
と
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と

も
「
下
落
さ
れ
」
た
の
は
「
耳
郭
」
（
ミ
こ
の
ぐ
る
り
V
で
、
内
耳
は
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
医
学
的
に
見
れ
ば
聴
覚
上
の
実
害

は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
現
に
、
『
智
北
奇
談
』
は
「
あ
や
ふ
き
命
を
拾
ひ
け
る
」
芳
一
の
琵
琶
は
、
そ
の
後
も
「
尚
々
妙
を
き
ハ
め
」
た

と
い
う
。
そ
の
技
量
は
、
両
耳
を
失
っ
て
も
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
阿
弥
陀
寺
の
和
尚
は
芳
一
の
両
耳
に
般
若
心
経
を
貼
る
こ
と
を
忘
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ

ば
、
実
は
貼
り
忘
れ
た
の
で
は
な
く
、
ま
ず
「
両
耳
」
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
合
理
化
す
る
た
め
に
貼
り
忘
れ
た
と

い
う
趣
向
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
芳
｝
の
「
両
耳
」
は
平
家
の
「
幽
魂
」
に
奪
わ
れ
る
必
然
性
が
あ
っ
た
の

だ
。
な
ぜ
「
幽
魂
」
が
「
両
耳
」
を
狙
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
外
な
ら
ぬ
平
家
「
幽
魂
」
の
登
場
す
る
『
平
家
物
語
』

を
語
る
琵
琶
法
師
の
耳
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
解
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
唐
突
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
話
題
を
聖
徳
太
子
に

移
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ま
や
ど
　
　
と
よ
と
み
み

　
周
知
の
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
は
三
つ
の
名
前
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
は
「
置
戸
の
豊
里
耳
」
で
あ
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
の
「
聖

徳
の
皇
太
子
の
異
し
き
表
を
示
し
し
縁
　
第
四
」
に
よ
れ
ば
、
「
厩
戸
」
の
名
の
由
来
は
「
厩
戸
に
向
ひ
て
産
」
れ
た
が
故
だ
と
し
、
「
豊

漁
耳
」
の
そ
れ
は
、
「
実
年
生
ま
れ
な
が
ら
に
知
り
た
ま
ひ
、
十
人
の
一
時
に
訟
へ
白
す
状
を
、
一
言
も
漏
ら
さ
ず
し
て
能
く
聞
き
飽
き

た
ま
へ
」
る
故
だ
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
多
田
一
臣
氏
は
『
日
本
霊
異
記
　
上
』
（
筑
摩
書
房
、
↓
九
九
七
年
十
↓
月
）
六
四
頁
～
六
五
頁
の
補
説
〈
聖

徳
太
子
の
名
〉
の
中
で
、
「
厩
戸
の
豊
聡
耳
」
は
そ
の
「
聡
明
さ
が
耳
に
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
名
だ
」
と
し
て
、
以
下
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
そ
の
根
底
に
は
古
代
の
巫
者
が
異
界
の
声
を
聞
く
能
力
に
す
ぐ
れ
て
お
り
、
耳
は
そ
う
し
た
声
の
依
り
愚
く
食
器
で
あ
る
と
す
る
考
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え
が
あ
る
。
記
紀
や
風
土
記
に
は
「
耳
」
字
を
名
に
も
つ
者
が
少
な
く
な
い
が
、
彼
ら
は
多
く
の
場
合
巫
者
で
も
あ
る
。
「
厩
戸
」

　
　
の
名
も
本
来
は
馬
が
神
の
声
を
聞
き
分
け
る
動
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
つ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
太
子
伝
説
の
中
で
太
子

　
　
の
予
知
能
力
が
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
太
子
が
異
界
の
声
を
聞
き
取
る
こ
と
の
で
き
る
耳
を
も
つ
巫
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

　
　
い
る
。

聖
徳
太
子
の
「
豊
聡
耳
」
と
い
う
名
が
、
「
耳
」
を
「
呪
器
」
と
し
て
「
異
界
の
声
を
聞
く
能
力
に
す
ぐ
れ
」
た
「
古
代
の
巫
者
」
に
由

来
し
、
太
子
は
「
巫
者
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
は
、
い
ま
こ
こ
で
琵
琶
法
師
芳
一
が
何
故
「
両
耳
」
を
奪
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
と
き
、
示
唆
に
富
む
は
ず
で
あ
る
。

　
琵
琶
法
師
の
職
掌
の
一
つ
は
、
「
平
治
保
元
平
家
之
物
語
」
を
「
何
レ
モ
墨
縄
ン
シ
テ
滞
り
ナ
」
（
『
普
通
唱
導
集
』
）
く
語
る
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
琵
琶
法
師
は
な
ぜ
幽
明
境
を
異
に
す
る
人
々
の
物
語
を
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
、
ま
さ
に
「
滞
り
ナ
」
く
紡
ぎ

出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
彼
の
徒
輩
が
「
物
語
」
を
「
皆
暗
ン
シ
テ
」
い
た
が
故
で
あ
る
。
洋
の

東
西
を
問
わ
ず
、
彼
ら
盲
人
は
人
並
み
外
れ
た
暗
記
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
（
荒
木
博
之
氏
「
盲
目
の
吟
遊
詩
人
た
ち
　
　
ホ
メ
ロ
ス
か
ら

盲
僧
ま
で
　
　
」
『
月
刊
百
科
』
晦
二
一
四
、
平
凡
社
、
一
九
八
○
年
七
月
）
。
そ
の
流
麗
な
語
り
口
に
、
人
々
は
、
常
人
と
は
異
な
る
彼
ら
の

ず
ば
抜
け
た
記
憶
力
を
思
い
知
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
彼
ら
が
「
あ
の
世
の
人
々
の
物
語
」
、
す
な
わ
ち
「
異
界
の
物
語
」
を
口

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
と
え
ば
聖
徳
太
子
の
よ
う
に
彼
ら
が
等
し
く
「
異
界
の
声
を
聞
く
能
力
に
す
ぐ
れ
て
」
い
た
が
た
め
だ

と
認
識
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
琵
琶
法
師
の
耳
は
「
古
代
の
巫
者
」
の
そ
れ
と
同
じ
だ
か
ら
こ
そ
、
時
空
を
超
え
て
い
ま
も
彼
ら

死
者
の
声
を
「
聞
き
分
け
る
」
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
。
そ
れ
故
、
黙
し
い
数
の
死
者
の
声
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
「
平
家
」
の
物
語
を
語

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
。

　
話
を
再
び
芳
一
に
戻
せ
ば
、
彼
が
安
徳
御
陵
の
前
で
平
家
を
語
っ
た
の
は
、
深
夜
、
密
に
阿
弥
陀
寺
に
入
り
込
ん
だ
何
者
と
も
知
れ
ぬ

「
芳
一
く
と
呼
ぶ
」
声
に
応
じ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
日
、
捜
索
の
人
々
に
安
徳
帝
御
陵
の
前
で
平
家
語
り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
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続　琵琶法師に関する二、三の問題

見
つ
か
り
、
「
狐
狸
の
為
に
化
か
さ
れ
し
物
成
る
べ
し
と
罵
」
ら
れ
る
羽
目
に
な
る
が
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
芳
一
が
常
人
の
聞
こ
え
ぬ
こ

と
ば
を
「
聞
き
分
け
る
」
能
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
の
証
明
で
あ
っ
た
。

　
芳
一
が
、
平
家
の
「
幽
魂
」
、
す
な
わ
ち
幽
明
境
を
異
に
す
る
者
の
こ
と
ば
に
誘
わ
れ
て
「
平
家
」
の
物
語
を
語
り
、
そ
れ
が
た
め
に

命
を
失
う
寸
前
ま
で
に
至
っ
た
と
い
う
話
が
生
ま
れ
る
に
は
、
か
っ
て
琵
琶
法
師
が
常
人
と
異
な
る
「
耳
」
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
す
な

わ
ち
多
田
一
臣
氏
の
こ
と
ば
を
借
り
て
言
う
な
ら
、
「
異
界
の
声
を
聞
き
取
る
こ
と
の
で
き
る
耳
」
を
も
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
た
こ
と

の
痕
跡
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
言
わ
ば
琵
琶
法
師
は
、
そ
の
「
耳
」
を
通
し
て
「
異
界
」
の
「
幽
魂
」
と
交
信
で
き
る
が
故
に
、
そ

の
物
語
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
、
人
々
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　
芳
一
が
そ
の
「
両
耳
」
を
奪
わ
れ
た
の
は
阿
弥
陀
寺
の
和
尚
が
般
若
心
経
を
書
き
忘
れ
た
せ
い
だ
と
い
う
わ
け
で
、
趣
向
の
上
で
は
う

ま
く
帳
尻
が
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
同
時
に
そ
れ
は
、
こ
の
寓
話
が
、
琵
琶
法
師
芳
一
が
何
故
「
幽
魂
」
に
耳
を
奪
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
か
、
そ
の
真
の
理
由
が
、
も
は
や
何
人
に
も
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
時
代
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
暗
示
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
盲
人
に
と
っ
て
の
「
耳
」
は
、
晴
眼
者
の
「
目
」
で
あ
る
。
盲
人
は
外
界
の
変
化
を
知
る
に
多
く
「
耳
」
に
よ
る
。
そ
れ
故
、
微
か
な

物
音
に
対
し
て
も
そ
の
耳
は
敏
感
と
な
る
。
目
も
見
え
、
耳
も
聞
こ
え
る
者
に
比
べ
て
、
そ
の
聴
力
は
遥
に
優
る
。
そ
こ
か
ら
、
盲
人
の

「
耳
」
が
「
幽
魂
」
の
こ
と
ば
を
「
聞
き
分
け
る
」
力
を
も
つ
と
信
じ
ら
れ
る
に
至
る
ま
で
は
、
ほ
ん
の
一
跨
ぎ
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
平
家
の
「
幽
魂
」
が
芳
一
の
「
両
耳
」
を
奪
っ
た
の
は
、
そ
の
鋭
敏
過
ぎ
る
「
両
耳
」
で
「
異
界
の
こ
と
を

聞
き
分
け
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
平
家
」
の
物
語
を
語
れ
な
く
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
う
外
は
な
い
。

　
両
耳
を
奪
わ
れ
て
な
お
、
芳
一
の
「
琵
琶
ハ
妙
を
き
ハ
め
」
続
け
た
。
し
か
し
先
述
の
よ
う
に
こ
れ
は
、
既
に
耳
を
奪
わ
れ
る
こ
と
の

何
た
る
か
が
す
っ
か
り
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
時
代
の
貧
困
な
想
像
力
の
所
産
で
し
か
な
い
。
見
え
に
く
く
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の

寓
話
の
根
源
に
潜
ん
で
い
る
も
の
は
、
琵
琶
法
師
の
鋭
敏
な
耳
に
は
「
異
界
の
こ
と
を
聞
き
分
け
る
」
、
死
者
の
こ
と
ば
を
「
聞
き
分
け
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る
」
機
能
が
あ
る
と
す
る
観
念
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
芳
一
の
「
両
耳
」

な
機
能
ま
で
は
つ
い
に
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
言
え
よ
う
か
。

は
平
家
「
幽
魂
」
の
手
に
帰
し
は
し
た
が
、
そ
の
根
源
的
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