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平
家
が
ほ
ろ
ん
だ
平
安
末
期
の
内
乱
を
、
治
承
・
寿
永
の
乱
と
い
う
。

こ
の
内
乱
に
ま
つ
わ
る
物
語
は
、
事
件
後
ま
も
な
く
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て

語
り
出
さ
れ
、
鎌
倉
初
期
に
平
家
物
語
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

小
稿
で
は
、
平
家
物
語
の
語
り
手
で
あ
る
琵
琶
法
師
に
つ
い
て
考
え
る

が
、
琵
琶
法
師
に
か
ん
し
て
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
か
れ
ら
が
使
用
し

た
琵
琶
と
い
う
弦
楽
器
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
琵
琶
法
師
が
盲
目
の
芸
能

者
で
あ
り
、
同
時
に
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
宗
教
者
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ

とだ。シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
由
し
て
東
ア
ジ
ア
へ
伝
わ
っ
た
琵
琶
は
、
中
国
で

改
良
さ
れ
て
、
八
世
紀
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
）
の
日
本
に
渡
来
し
た
。

日
本
の
琵
琶
に
は
、
大
別
し
て
、
雅
楽
の
琵
琶
と
、
琵
琶
法
師
の
琵
琶
が

あ
る
。
琵
琶
法
師
の
琵
琶
の
（
雅
楽
琵
琶
と
は
異
な
る
）
特
徴
の
一
つ
と

し
て
、
サ
ワ
リ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
サ
ワ
リ
は
、
弦
を
弾
い
た
と
き
に
ビ
ー

ン
と
い
う
ノ
イ
ズ
（
雑
音
）
を
ひ
び
か
せ
る
独
特
の
仕
掛
け
で
あ
る
。

武
満
徹
が
ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
レ
ナ
ー
ド
・
バ
ー

ン
ス
テ
イ
ン
の
依
頼
で
作
曲
し
た
雪
○
ぐ
の
日
言
儲
聾
８
皇
（
遍
雪
年
）

琵
琶
法
師
の
も
の
が
た
り
と
儀
礼

１
琵
琶
と
ノ
イ
ズ

特
集
・
〈
型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
ー
古
代
文
学
の
普
遍
と
固
有
Ｉに

は
、
薩
摩
琵
琶
が
使
わ
れ
る
。
薩
摩
琵
琶
も
、
琵
琶
法
師
系
の
琵
琶
と

し
て
サ
ワ
リ
が
あ
り
、
い
か
に
も
琵
琶
の
音
ら
し
い
複
雑
な
倍
音
Ⅱ
ノ
イ

ズ
を
ひ
び
か
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
琵
琶
法
師
系
の
琵
琶
の
サ
ワ
リ
に
つ
い

て
、
武
満
は
、
「
雑
音
と
い
う
も
の
を
媒
体
と
し
て
自
然
世
界
へ
つ
ら
な
っ

て
ゆ
く
」
積
極
的
な
方
法
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

一
六
世
紀
以
降
、
琵
琶
法
師
は
、
中
国
や
琉
球
か
ら
渡
来
し
た
三
味
線

を
手
が
け
た
が
、
つ
ま
弾
き
で
弾
か
れ
る
中
国
の
三
弦
（
サ
ン
シ
ェ
ン
）

や
琉
球
の
三
線
（
サ
ン
シ
ン
）
に
た
い
し
て
、
本
土
の
三
味
線
は
擬
（
バ

チ
）
で
弾
奏
さ
れ
る
。
溌
を
使
う
の
は
、
初
期
の
三
味
線
音
楽
が
琵
琶
法

師
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
か
ら
だ
が
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
中
国
や
琉
球

の
三
弦
に
は
サ
ワ
リ
が
な
い
。
ノ
イ
ズ
の
な
い
純
音
（
楽
音
）
で
演
奏
さ

れ
る
点
が
、
日
本
本
土
の
三
味
線
と
は
大
き
く
相
違
す
る
。

あ
え
て
音
楽
の
音
色
に
ノ
イ
ズ
を
ま
じ
え
る
わ
け
だ
。
そ
れ
は
た
し
か

に
、
武
満
徹
が
い
う
よ
う
に
、
「
自
然
世
界
」
、
あ
る
い
は
、
こ
と
ば
に
な

ら
な
い
存
在
の
ざ
わ
め
き
の
よ
う
な
も
の
に
、
声
を
あ
た
え
る
た
め
の
盲

人
芸
能
者
た
ち
の
工
夫
だ
っ
た
ろ
う
。

２
耳
な
し
芳
一
の
話

兵
藤
裕
己

儀
礼
と
芸
能
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琵
琶
法
師
と
い
う
語
か
ら
、
だ
れ
も
が
思
い
起
こ
す
の
は
、
ラ
フ
カ

デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
日
本
名
、
小
泉
八
雲
）
の
「
耳
な
し
芳
一
の
話
」
だ

ろ
う
。
江
戸
時
代
の
「
臥
遊
奇
談
』
と
い
う
奇
談
集
を
タ
ネ
本
に
し
て
、

一
九
○
四
年
に
、
ハ
ー
ン
が
、
ボ
ス
ト
ン
と
ニ
ュ
ー
ョ
ー
ク
で
出
版
し
た

「
怪
談
員
乏
四
ａ
目
）
」
の
冒
頭
に
収
め
ら
れ
た
話
で
あ
る
。

話
の
筋
は
、
平
家
が
ほ
ろ
ん
だ
壇
ノ
浦
（
い
ま
の
山
口
県
下
関
市
）
に

あ
る
阿
弥
陀
寺
と
い
う
寺
に
、
芳
一
と
い
う
琵
琶
法
師
が
住
ん
で
い
た
。

あ
る
夜
、
芳
一
は
、
平
家
の
死
霊
に
招
か
れ
て
、
ど
こ
と
も
知
れ
な
い
広

大
な
御
殿
へ
連
れ
ら
れ
て
ゆ
き
、
高
貴
な
方
の
御
座
所
と
お
ぼ
し
い
広
間

で
、
平
家
物
語
の
壇
ノ
浦
合
戦
の
一
節
を
語
る
。
こ
う
し
て
芳
一
は
、
毎

夜
い
ず
こ
と
も
な
く
出
か
け
て
ゆ
く
日
が
つ
づ
く
が
、
そ
ん
な
彼
を
不
審

に
思
っ
た
寺
の
住
職
が
、
寺
男
に
ゆ
く
え
を
さ
が
さ
せ
る
と
、
芳
一
は
、

寺
の
ち
か
く
の
安
徳
天
皇
の
墓
所
で
平
家
物
語
を
語
っ
て
い
た
。
住
職
は

一
計
を
案
じ
、
死
霊
が
二
度
と
芳
一
を
連
れ
だ
せ
な
い
よ
う
に
と
、
芳
一

の
か
ら
だ
に
経
文
を
書
き
つ
け
た
。
そ
の
夜
も
死
霊
の
使
い
が
来
た
が
、

芳
一
の
か
ら
だ
に
は
経
文
が
書
い
て
あ
る
た
め
、
死
霊
に
は
芳
一
の
す
が

た
が
み
え
な
い
。
だ
が
、
耳
だ
け
に
経
文
が
書
き
忘
れ
て
あ
っ
た
た
め
、

耳
を
引
き
ち
ぎ
っ
て
も
ち
か
え
っ
た
。
そ
し
て
か
ろ
う
じ
て
命
が
助
か
っ

た
芳
一
の
も
と
へ
は
、
平
家
の
死
霊
は
二
度
と
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

こ
の
一
件
に
よ
っ
て
、
芳
一
は
琵
琶
の
名
手
と
し
て
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

こ
の
話
は
、
源
平
合
戦
が
戦
わ
れ
た
瀬
戸
内
海
の
周
辺
で
は
、
昔
話
や

伝
説
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
「
耳
切
り
団
こ
の
昔
話
二
日
本
昔
話
大

成
』
第
六
巻
）
や
、
「
耳
な
し
地
蔵
」
の
伝
説
含
日
本
伝
説
大
系
』
第
一

二
巻
）
な
ど
だ
が
、
ハ
ー
ン
の
「
耳
な
し
芳
一
」
の
タ
ネ
本
に
な
っ
た
『
臥

遊
奇
談
』
の
話
も
、
こ
の
よ
う
な
口
承
説
話
に
取
材
し
た
と
思
わ
れ
る
。

「
耳
な
し
芳
一
の
話
」
で
は
、
こ
の
一
件
に
よ
っ
て
芳
一
は
琵
琶
の
名

手
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
が
、
「
耳
な
し
地
蔵
」
の
伝

説
で
は
、
寺
の
住
職
は
、
盲
目
の
う
え
に
耳
ま
で
失
な
っ
た
琵
琶
法
師
を

哀
れ
に
思
い
、
そ
の
後
も
か
れ
を
寺
に
と
ど
め
置
い
て
世
話
を
し
た
と
あ

る
・
、
耳
を
と
ら
れ
た
琵
琶
法
師
は
、
も
は
や
「
平
家
」
を
語
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
、
あ
た
か
も
廃
疾
者
の
ご
と
く
寺
に
収
容
さ
れ
る
の
だ
。

盲
目
の
琵
琶
法
師
に
と
っ
て
、
耳
と
は
な
に
か
。
ま
た
、
全
身
に
書
き

付
け
ら
れ
る
経
文
（
Ⅱ
文
字
）
と
は
な
ん
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
「
耳
な

し
地
蔵
」
の
話
で
、
耳
を
失
っ
た
琵
琶
法
師
が
収
容
さ
れ
た
寺
の
寓
意
す

る
も
の
は
な
に
か
。
耳
な
し
芳
一
型
の
話
に
は
、
琵
琶
法
師
に
つ
い
て
考

え
る
う
え
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
寓
意
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
寓
意
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
や
や
唐
突

か
も
知
れ
な
い
が
、
現
代
の
演
劇
と
思
想
界
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い

る
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
の
「
耳
な
し
芳
こ
に
つ
い
て
言
及
し
て
み

たい。ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
は
、
一
九
六
○
年
代
後
半
の
ア
ン
グ
ラ
演
劇

の
流
行
期
に
は
、
ほ
と
ん
ど
熱
狂
的
に
よ
く
読
ま
れ
た
。
そ
の
後
、
ジ
ル
・

ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
思
想
家
が

ア
ル
ト
ー
に
言
及
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
著
作
集
や
全
集
（
未
完
結
）

も
邦
訳
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
人
に
話
す
と
、
み
な
一
様

に
び
っ
く
り
す
る
）
。
そ
の
ア
ル
ト
ー
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
「
耳
な
し

芳
一
の
話
」
（
一
九
一
○
年
に
パ
リ
で
出
版
さ
れ
た
）
を
読
み
、
二
七
歳
（
一

３
ア
ル
ト
-
版
の
「
耳
な
し
芳
一
」
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九
二
四
年
）
の
頃
に
リ
メ
イ
ク
版
の
短
編
小
説
「
哀
れ
な
楽
師
の
驚
異
の

冒
険
合
里
ｇ
ｇ
Ｂ
シ
ぐ
ｇ
言
吊
合
野
昌
吊
三
用
巨
呂
）
」
を
書
い
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
は
、
ア
ル
ト
ー
が
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
運
動
に

参
加
し
、
詩
人
・
舞
台
俳
優
と
し
て
活
動
し
は
じ
め
た
時
期
だ
。
そ
ん
な

時
期
に
、
ア
ル
ト
ー
の
芳
一
話
は
書
か
れ
た
の
だ
が
、
芳
一
の
も
と
に
最

初
に
死
霊
が
訪
れ
る
場
面
は
、
ア
ル
ト
ー
版
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て

いる。
芳
一
は
空
の
ま
ば
た
き
も
見
ず
、
古
い
寺
が
そ
そ
り
立
つ
す
ぐ
わ

き
の
海
も
見
え
な
か
っ
た
が
、
や
っ
て
来
つ
つ
あ
っ
た
夜
の
動
き
の

あ
る
魔
法
は
、
大
気
に
戦
懐
と
見
え
な
い
存
在
の
物
音
の
よ
う
な
も

の
を
伝
え
て
い
た
。
そ
し
て
盲
目
の
楽
師
は
、
か
く
れ
た
魔
物
や
伝

説
的
な
平
家
の
者
ど
も
の
飛
び
交
う
の
を
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
ら
が

通
り
す
ぎ
る
と
芳
一
の
肌
に
不
思
議
な
衝
撃
が
伝
わ
る
の
だ
っ
た
。

芳
一
は
、
怖
く
な
っ
た
。
ひ
と
気
の
な
い
寺
は
眠
り
込
ん
で
い

た
。
海
面
は
と
き
に
死
者
た
ち
の
も
の
の
よ
う
な
た
め
息
を
洩
ら
す

の
だ
っ
た
。
う
ず
く
ま
り
、
愛
用
の
琵
琶
を
抱
き
し
め
、
顔
を
の
け

ぞ
ら
せ
、
貧
弱
な
壁
に
も
た
れ
て
、
芳
一
は
待
っ
て
い
た
。
サ
ム
ラ

イ
の
横
柄
な
声
が
芳
一
の
名
を
呼
ん
だ
の
は
こ
の
瞬
間
だ
っ
た
。
あ

た
か
も
事
物
の
本
質
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
来
た
声
の
よ
う
に
。
声
は

一
度
芳
一
の
名
を
呼
び
、
次
い
で
も
う
一
度
呼
ん
だ
。

（篠沢秀夫訳）

「
海
面
が
洩
ら
す
死
者
た
ち
の
も
の
の
よ
う
な
た
め
息
」
は
、
不
思
議

に
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
見
え
な
い
存
在
の

物
音
」
と
あ
る
が
、
そ
ん
な
不
可
視
の
存
在
の
ざ
わ
め
き
の
な
か
か
ら
、

と
つ
じ
ょ
、
芳
一
の
名
を
呼
ぶ
死
霊
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

芳
一
を
呼
ぶ
声
は
、
「
あ
た
か
も
事
物
の
本
質
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
来

た
声
の
よ
う
に
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
と
ば
と
し
て
の
分
節
化
を
拒
否

す
る
よ
う
な
声
で
あ
り
、
常
人
に
は
聞
こ
え
な
い
死
霊
の
声
で
あ
る
。

「
器
官
な
き
身
体
」
（
コ
ー
ル
・
サ
ン
・
ゾ
ル
ガ
ー
ヌ
）
と
い
う
言
葉
で

要
約
さ
れ
る
ア
ル
ト
ー
的
な
思
考
の
ア
ポ
リ
ア
と
い
う
の
が
あ
る
。
わ
た

し
た
ち
の
生
は
、
こ
と
ば
に
よ
る
分
節
化
を
拒
絶
す
る
な
に
か
だ
が
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
モ
・
ロ
ク
エ
ン
ス
（
こ
と
ば
を
も
つ
人
）
と
し
て
の

人
間
は
、
自
分
の
生
を
分
節
化
・
言
語
化
し
て
生
き
ざ
る
を
え
な
い
。
そ

の
よ
う
な
人
間
は
、
ア
ル
ト
ー
に
よ
れ
ば
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
生
を

こ
と
ば
（
ロ
ゴ
ス
）
に
よ
っ
て
略
奪
さ
れ
た
存
在
な
の
だ
。
こ
と
ば
に
略

奪
さ
れ
る
以
前
の
生
そ
の
も
の
を
表
象
Ⅱ
上
演
（
蔚
冒
＄
の
日
）
し
よ
う

と
し
て
、
舞
台
の
う
え
で
、
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
岬
き
声
や
叫
び
声
を
発

し
つ
づ
け
た
ア
ル
ト
ー
は
、
人
生
の
三
分
の
一
く
ら
い
を
精
神
病
院
で
過

ご
し
た
。
そ
の
よ
う
な
ア
ル
ト
ー
版
の
「
耳
な
し
芳
こ
で
は
、
芳
一
は
、

「
あ
た
か
も
事
物
の
本
質
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
来
た
声
」
に
誘
わ
れ
る
よ

う
に
、
向
こ
う
側
の
世
界
へ
行
っ
て
し
ま
う
。

ア
ル
ト
ー
版
で
も
、
墓
場
で
琵
琶
を
弾
い
て
い
た
芳
一
は
寺
に
連
れ
も

ど
さ
れ
、
寺
の
僧
に
よ
っ
て
全
身
に
「
死
霊
を
遠
ざ
け
る
魔
除
け
の
文
句
」

を
書
き
つ
け
ら
れ
る
。
文
字
言
語
と
い
う
の
は
、
視
覚
的
に
も
分
節
化
さ

れ
た
こ
と
ば
だ
が
、
そ
れ
は
ア
ル
ト
ー
に
と
っ
て
、
呪
う
べ
き
「
人
間
性
」

（
ユ
マ
ニ
テ
）
の
刻
印
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
ら
だ
じ
ゅ
う
に
文
字
を
書

き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
芳
一
つ
ま
り
ア
ル
ト
ー
は
、
こ
ち
ら
側
の
世
界

に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
ア
ル
ト
ー
の
体
験
に
即
し
て
い
え
ば
、

精
神
病
院
に
収
監
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
だ
。

芳
一
と
僧
と
の
関
係
は
、
ア
ル
ト
ー
と
精
神
科
医
と
の
関
係
で
も
あ
る
。
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た
と
え
ば
、
日
本
の
南
西
諸
島
（
奄
美
、
沖
縄
）
に
は
、
ユ
タ
と
い
う

女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
が
い
る
。
彼
女
た
ち
が
あ
の
世
と
こ
の
世
の
媒
介
者
に

な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
家
庭
内
の
不
幸
な
ど
に
起
因
す
る
心
身
の
変
調
で

ある。心
身
の
変
調
は
、
と
き
に
は
精
神
の
錯
乱
と
も
な
る
が
、
そ
こ
に
精
神

科
医
と
い
う
「
近
代
」
は
介
入
し
な
い
。
近
く
に
い
る
先
輩
ユ
タ
が
や
っ

て
き
て
、
ユ
タ
に
な
れ
と
い
う
神
の
命
令
（
召
命
）
と
判
断
さ
れ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
巫
病
」
だ
が
、
巫
病
を
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
階
梯
と
し
て
、

彼
女
た
ち
は
、
あ
の
世
と
こ
の
世
、
狂
気
と
正
気
と
い
う
二
つ
の
人
格
の

交
替
を
統
御
で
き
る
シ
ャ
ー
マ
ン
に
な
っ
て
ゆ
く
。

ユ
タ
の
よ
う
な
召
命
型
の
シ
ャ
ー
マ
ン
に
た
い
し
て
、
巫
病
（
召
命
）

の
階
梯
を
経
な
い
シ
ャ
ー
マ
ン
が
い
る
。
た
と
え
ば
、
北
部
九
州
に
は
ト

ウ
ニ
ン
、
関
西
地
方
に
は
ダ
イ
サ
ン
、
東
北
地
方
に
は
イ
タ
コ
と
か
オ
ナ

カ
マ
と
か
呼
ば
れ
る
女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
が
最
近
ま
で
活
動
し
て
い
た
が
、

彼
女
た
ち
は
い
ず
れ
も
盲
人
で
あ
る
。

巫
病
の
階
梯
を
経
な
い
盲
目
の
シ
ャ
ー
マ
ン
は
、
修
行
型
と
い
わ
れ
る
。

で
は
、
精
神
病
と
は
い
っ
た
い
な
ん
な
の
か
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
精

神
病
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
れ
て
近
代
の
産
物
で
あ
る
二
狂
気
の
歴
史
」
）
。

中
世
以
前
に
は
、
西
欧
社
会
に
あ
っ
て
も
、
狂
気
は
、
宇
宙
の
根
源
に
あ

る
不
可
知
で
偉
大
な
力
と
交
流
す
る
何
か
だ
っ
た
。
そ
ん
な
前
近
代
の
狂

気
が
、
近
代
に
な
る
と
精
神
病
棟
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
過
程

を
、
フ
ー
コ
ー
は
詳
細
に
説
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
精
神
科
医

と
い
う
「
近
代
」
が
介
入
し
な
い
と
、
ど
う
な
る
か
。

４
地
神
（
じ
し
ん
。
大
地
の
神
）
の
信
仰

視
覚
障
害
者
の
ぱ
あ
い
、
師
匠
の
も
と
で
の
一
定
の
修
行
だ
け
で
、
あ
の

世
と
こ
の
世
の
媒
介
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、

「
も
の
が
た
り
」
の
語
り
手
に
な
ぜ
盲
人
が
多
い
の
か
、
「
も
の
が
た
り
」

に
お
い
て
語
り
手
と
は
な
に
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
に
な

るだろう。

聴
覚
と
皮
膚
感
覚
だ
け
で
世
界
を
体
験
す
る
盲
目
の
か
れ
ら
は
、
「
じ

ぶ
ん
」
と
い
う
も
の
の
輪
郭
が
健
常
者
と
は
異
な
る
だ
ろ
う
（
い
わ
ゆ
る

「
鏡
像
段
階
」
の
有
無
）
。
そ
ん
な
彼
あ
る
い
は
彼
女
が
、
「
見
え
な
い
存

在
の
物
音
」
、
こ
れ
は
ア
ル
ト
ー
版
の
「
耳
な
し
芳
こ
に
あ
る
言
葉
だ
が
、

見
え
な
い
存
在
の
ざ
わ
め
き
の
よ
う
な
も
の
に
じ
ぶ
ん
を
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ

ズ
さ
せ
る
か
た
ち
で
、
過
去
の
死
者
た
ち
の
モ
ノ
語
り
を
語
る
。

た
と
え
ば
、
中
世
の
琵
琶
法
師
は
、
芸
能
民
で
あ
る
と
同
時
に
宗
教
民

で
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
琵
琶
法
師
の
あ
り
よ
う
は
、
九
州
地
方
の
座
頭
・

盲
僧
に
よ
っ
て
近
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
耳
な
し
芳
一
の
話
の
舞
台
と
な
る
阿
弥
陀
寺
（
山
口
県
下

関
市
）
の
あ
る
山
口
県
や
、
島
根
県
の
一
部
を
ふ
く
む
中
国
地
方
西
部
か

ら
、
九
州
一
円
に
か
け
て
の
西
日
本
で
は
、
琵
琶
法
師
が
さ
か
ん
に
活
動

し
て
い
た
。
昭
和
初
年
こ
ろ
ま
で
、
琵
琶
弾
き
の
盲
人
を
み
か
け
る
こ
と

は
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
か
れ
ら
が
行
な
う
神
事
・
儀
礼
は
、
こ

の
地
方
で
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
信
仰
習
俗
に
な
っ
て
い
た
。

琵
琶
弾
き
の
座
頭
・
盲
僧
は
、
正
月
に
、
村
単
位
で
行
な
わ
れ
た
地
神

祭
に
ま
ね
か
れ
、
五
穀
豊
穣
の
祈
祷
を
し
た
。
ま
た
、
四
季
の
土
用
に
家
々

を
ま
わ
っ
て
、
カ
マ
ド
の
前
で
「
地
神
経
（
じ
し
ん
き
ょ
う
）
」
を
よ
み
、

か
ま
ど
の
神
を
祓
い
き
よ
め
た
。
そ
し
て
、
地
神
祭
や
か
ま
ど
祓
い
の
あ

と
に
は
、
余
興
と
し
て
、
段
物
（
複
数
の
段
か
ら
な
る
語
り
物
）
を
語
り
、
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正
月
に
は
祝
言
の
歌
謡
を
う
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
琵
琶
法
師
の
習
俗
が
、

九
州
で
は
、
一
九
八
○
年
代
ま
で
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
西
日
本
の
盲
僧
・
琵
琶
法
師
が
伝
え
た
「
地
神
経
」
が
、

す
で
に
平
安
時
代
か
ら
存
在
し
た
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
か
ら
確
認

で
き
る
。
「
地
神
経
」
（
地
心
経
と
も
）
に
は
、
堅
牢
地
神
と
五
龍
王
と
い

う
神
が
登
場
す
る
が
、
堅
牢
地
神
は
、
仏
典
の
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
な

ど
に
説
か
れ
る
大
地
の
女
神
で
あ
り
、
五
龍
王
は
、
陰
陽
道
系
の
神
で
あ

る
。
陰
陽
五
行
説
に
も
と
づ
い
て
、
東
西
南
北
と
春
夏
秋
冬
を
司
る
青
、
赤
、

白
、
黒
の
四
体
の
竜
神
が
い
て
、
中
央
の
大
地
と
四
季
の
土
用
を
支
配
す

る
黄
の
竜
神
、
黄
竜
王
が
主
神
と
さ
れ
る
。

こ
の
仏
教
の
神
と
陰
陽
道
の
神
と
を
習
合
・
混
清
し
た
よ
う
な
「
地
神
」

の
信
仰
が
、
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
わ
け
だ
。
「
地
神
経
」
は
、

日
本
以
外
に
、
韓
国
で
も
「
地
心
経
」
と
し
て
行
な
わ
れ
、
韓
国
の
「
地

心
経
（
ジ
シ
ム
キ
ョ
ン
と
も
、
盲
目
の
民
間
宗
教
者
、
読
経
（
ト
ッ
キ
ョ

ン
）
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。

日
本
の
琵
琶
法
師
の
あ
い
だ
で
は
、
「
地
神
経
」
で
説
か
れ
る
五
竜
王

に
関
し
て
、
そ
の
由
来
讃
と
し
て
五
郎
王
子
讓
と
い
う
物
語
が
伝
承
さ
れ

て
い
た
。
か
れ
ら
が
唱
え
た
釈
文
（
和
文
で
説
か
れ
る
経
文
）
の
物
語
で

あ
り
、
黄
竜
王
す
な
わ
ち
五
郎
王
子
が
、
五
竜
王
の
主
神
と
し
て
、
中
央

の
大
地
と
四
季
の
土
用
を
治
め
る
に
い
た
っ
た
次
第
を
語
る
物
語
で
あ

る。そ
の
五
郎
王
子
の
物
語
の
な
か
に
、
五
人
の
王
子
（
竜
神
）
た
ち
の
争

い
を
調
停
し
た
「
文
選
博
士
」
な
る
者
が
出
て
く
る
。
五
郎
王
子
が
「
文

選
博
士
」
に
感
謝
し
た
こ
と
ば
は
、
我
ら
は
た
と
え
人
間
に
よ
っ
て
眼
を

穿
た
れ
、
頭
を
打
た
れ
て
も
、
文
選
博
士
の
子
孫
な
ら
ば
、
そ
の
過
ち
を

平
家
一
門
が
壇
ノ
浦
で
ほ
ろ
ん
だ
の
は
、
元
暦
二
年
（
二
八
五
年
）

三
月
で
あ
る
。
そ
の
三
ヶ
月
半
後
の
七
月
九
日
、
京
都
の
町
を
大
地
震
が

襲
っ
た
。
地
震
の
惨
状
は
、
当
時
の
貴
族
の
日
記
に
詳
し
い
が
、
平
家
物

語
巻
十
二
「
大
地
震
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
大
地
震
は
、
安
徳
天
皇
と
平
家

一
門
の
「
怨
霊
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
ま
た
、
慈
円
の
「
愚
管

抄
』
も
、
こ
の
地
震
に
か
ん
す
る
風
説
と
し
て
、
「
平
相
国
（
平
清
盛
）

竜
に
な
り
て
ふ
り
た
る
」
と
記
し
て
い
る
。
大
地
震
後
の
京
都
で
、
平
家

の
怨
霊
や
大
地
の
竜
王
の
崇
り
を
説
く
民
間
の
巫
現
の
徒
（
琵
琶
法
師
も

そ
の
一
類
）
が
、
さ
か
ん
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
だ
。

平
家
の
怨
霊
信
仰
は
、
地
神
（
大
地
の
竜
王
）
の
信
仰
と
交
錯
し
な
が

ら
流
布
し
た
の
だ
が
、
平
家
の
怨
霊
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
恐
れ
ら
れ

た
の
は
、
平
清
盛
で
あ
り
、
ま
た
清
盛
の
孫
に
あ
た
る
安
徳
天
皇
の
御
霊

で
あ
る
。
壇
ノ
浦
合
戦
で
は
、
三
種
の
神
器
の
一
つ
で
あ
る
宝
剣
（
ク
サ

許
し
て
崇
り
を
な
さ
な
い
と
い
う
も
の
。
つ
ま
り
、
「
文
選
博
士
」
の
子

孫
で
あ
る
琵
琶
法
師
に
よ
る
祭
祀
が
行
わ
れ
る
な
ら
、
大
地
を
掘
り
う
が

つ
人
間
の
営
み
も
許
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
。

大
地
を
掘
り
穿
つ
こ
と
の
タ
ブ
ー
の
は
、
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
が

多
く
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
母
神
信
仰
の
タ
ブ
ー
で
あ
る
。

琵
琶
法
師
が
ま
つ
る
地
神
は
、
大
地
に
豊
饒
を
も
た
ら
す
地
母
神
で
あ
る

と
同
時
に
、
祭
祀
を
お
こ
た
れ
ば
崇
り
を
な
す
神
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
地

神
は
、
豊
饒
と
死
（
破
壊
）
、
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
と
を
両
義
的
に
つ
か

さ
ど
る
神
格
と
し
て
、
そ
れ
は
、
母
な
る
大
地
の
女
神
で
あ
る
と
同
時
に
、

霊
威
は
げ
し
い
王
子
の
神
と
し
て
も
表
象
さ
れ
た
わ
け
だ
。

５
竜
女
（
り
ゅ
う
に
よ
）
の
両
義
性
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ナ
ギ
ノ
ッ
ル
ギ
）
が
、
安
徳
天
皇
と
と
も
に
海
に
沈
ん
で
失
わ
れ
た
。
平

家
物
語
巻
十
一
「
剣
」
に
は
、
宝
剣
が
失
わ
れ
た
の
は
、
か
つ
て
ス
サ
ノ

オ
ノ
ミ
コ
ト
に
宝
剣
を
奪
わ
れ
た
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
が
、
安
徳
天
皇
に
生

ま
れ
変
わ
っ
て
取
り
返
し
た
の
だ
と
あ
る
。

ま
た
、
「
愚
管
抄
』
は
、
安
徳
天
皇
は
、
竜
女
で
あ
る
厳
島
明
神
が
、

清
盛
の
祈
り
に
こ
た
え
て
「
変
成
男
子
」
し
て
出
生
し
た
ゆ
え
、
八
歳
で

も
と
の
海
に
帰
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
竜
女
と
は
、
『
法
華
経
」
「
提
婆
達

多
品
」
で
、
「
変
成
男
子
」
し
て
成
仏
し
た
と
さ
れ
る
竜
王
の
娘
で
あ
る
。

平
安
時
代
以
降
、
女
人
成
仏
の
本
説
と
し
て
広
く
信
仰
さ
れ
、
ま
た
、
多

く
の
神
社
の
女
神
（
厳
島
明
神
も
そ
の
一
つ
）
の
本
地
が
竜
女
と
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。

安
徳
天
皇
が
竜
女
の
生
ま
れ
か
わ
り
と
さ
れ
る
一
方
で
、
安
徳
天
皇
の

母
、
建
礼
門
院
も
竜
女
だ
と
す
る
説
が
行
わ
れ
た
。
平
家
物
語
の
末
尾
に

は
、
建
礼
門
院
の
往
生
が
語
ら
れ
る
が
、
彼
女
の
成
仏
は
「
竜
女
が
正
覚

（
成
仏
）
の
あ
と
を
追
ひ
」
と
語
ら
れ
る
。

建
礼
門
院
と
そ
の
子
安
徳
天
皇
が
、
と
も
に
竜
女
の
化
身
と
考
え
ら
れ

た
わ
け
だ
。
つ
ま
り
、
安
徳
天
皇
は
、
母
な
る
竜
女
建
礼
門
院
の
分
身
で

あ
り
、
竜
女
の
い
わ
ば
ア
ラ
ミ
タ
マ
（
荒
御
霊
）
と
し
て
の
御
霊
若
宮
で

ある。平
家
物
語
の
末
尾
で
は
、
建
礼
門
院
が
安
徳
天
皇
を
供
養
・
鎮
魂
し
た

こ
と
が
語
ら
れ
、
こ
の
物
語
は
「
灌
頂
巻
」
と
呼
ば
れ
る
。
「
灌
頂
」
は
、

秘
曲
伝
授
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
安
徳
天
皇
と
建
礼
門
院
、
御
霊
若
宮

と
そ
の
母
神
の
物
語
は
、
琵
琶
法
師
た
ち
に
よ
っ
て
、
「
秘
曲
」
と
し
て

神
話
化
さ
れ
て
伝
承
さ
れ
た
の
だ
。

琵
琶
法
師
の
芸
能
座
を
当
道
座
と
い
う
が
、
当
道
座
の
最
重
要
の
年
中

母
と
子
の
神
の
対
と
い
う
関
係
は
、
「
も
の
が
た
り
」
の
語
り
手
と
し

て
の
琵
琶
法
師
の
位
相
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
手
が
か
り
を
あ
た
え

る。近
世
に
流
通
し
た
当
道
座
の
由
緒
書
『
妙
音
講
縁
起
」
に
は
、
当
道
の

官
職
（
盲
官
）
は
女
官
ゆ
え
に
、
当
道
盲
人
は
葬
儀
な
ど
に
呼
ば
れ
て
死

の
稜
れ
に
ふ
れ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
あ
る
。
盲
人
が
私
称
し
た
官
職

に
は
、
た
し
か
に
勾
当
、
中
臆
、
打
掛
な
ど
、
女
官
を
思
わ
せ
る
官
職
名

が
少
な
く
な
い
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
琵
琶
法
師
の
名
乗
り
と
し
て
、
「
○
こ
と
い

う
法
号
が
あ
る
。
平
家
物
語
の
覚
一
本
を
つ
く
っ
た
覚
一
が
有
名
だ
が
、

覚
一
が
名
の
っ
た
「
○
こ
の
よ
う
な
名
の
り
を
、
一
名
（
い
ち
な
）
と

い
う
。
覚
一
は
、
当
道
座
の
組
織
を
成
立
さ
せ
た
人
物
だ
が
、
そ
の
覚
一

が
活
躍
し
た
一
四
世
紀
な
か
ば
は
、
時
衆
教
団
が
大
い
に
教
線
を
拡
大
し

た
時
代
で
あ
る
。
当
道
座
は
、
時
衆
教
団
と
の
密
接
な
関
係
の
も
と
に
成

立
し
た
の
だ
が
（
拙
著
「
平
家
物
語
の
歴
史
と
芸
能
』
吉
川
弘
文
館
、
二

た
く
が

○
○
○
年
）
、
時
衆
の
七
世
遊
行
上
人
託
何
が
定
め
た
『
遊
行
条
々
法
則
』

に
よ
れ
ば
、
男
の
法
号
で
あ
る
阿
号
（
○
阿
の
法
号
）
に
た
い
し
て
、
一

号
（
○
一
の
法
号
）
は
女
の
法
号
で
あ
る
。

行
事
は
、
二
月
の
石
塔
と
六
月
の
涼
塔
で
あ
る
。
京
都
の
三
条
東
河
原
で

行
わ
れ
た
石
塔
と
涼
塔
に
つ
い
て
、
当
道
座
の
文
書
は
、
石
塔
は
琵
琶
法

あ
ま
よ
の
み
こ
と

師
の
始
祖
雨
夜
尊
を
ま
つ
る
儀
式
で
あ
り
、
涼
塔
は
雨
夜
尊
の
母
后
を
ま

つ
る
儀
式
だ
と
し
て
い
る
。
石
塔
と
涼
塔
で
ま
つ
ら
れ
た
の
は
、
盲
目
の

王
子
神
と
そ
の
母
神
と
い
う
、
母
子
一
対
の
神
で
あ
る
。

６
琵
琶
法
師
と
は
何
か

-２１-
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こ
と
ば
以
前
の
モ
ノ
の
ざ
わ
め
き
か
ら
、
こ
と
ば
が
立
ち
あ
が
る
機
制

は
、
比
嶮
的
に
い
え
ば
「
変
成
男
子
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
両
性
具
有

的
な
主
体
こ
そ
、
非
ロ
ゴ
ス
の
狂
気
の
ざ
わ
め
き
に
声
を
あ
た
え
、
言
語

化
・
分
節
化
さ
れ
な
い
モ
ノ
か
ら
、
語
り
の
こ
と
ば
が
分
離
・
発
生
し
て

く
る
現
場
（
ま
さ
に
「
変
成
男
子
」
で
あ
る
）
を
、
そ
の
発
生
の
は
ざ
ま

に
お
い
て
捉
え
る
モ
ノ
語
り
の
語
り
手
で
あ
る
。
「
変
成
男
子
」
す
る
両

性
具
有
の
神
（
竜
女
）
は
、
異
界
の
ざ
わ
め
き
と
、
そ
の
ア
ナ
ー
キ
ー
な

さ
き
に
あ
げ
た
ア
ル
ト
ー
版
の
「
耳
な
し
芳
こ
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、

「
見
え
な
い
存
在
」
の
ざ
わ
め
き
で
あ
る
。
異
界
の
モ
ノ
の
ざ
わ
め
き
に

声
を
与
え
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
主
体
は
、
こ
と
ば
以
前
の
モ
ノ
か
ら
、

語
り
の
こ
と
ば
が
分
離
・
発
生
し
て
く
る
そ
の
は
ざ
ま
を
生
き
る
者
と
し

女
の
法
号
を
名
の
り
、
女
官
を
お
も
わ
せ
る
官
職
を
私
称
す
る
「
盲
目
」

の
琵
琶
法
師
は
、
同
時
に
、
法
師
形
で
あ
り
な
が
ら
、
袴
を
は
い
た
俗
体

で
あ
る
。
「
も
の
が
た
り
」
の
語
り
手
で
あ
る
琵
琶
法
師
と
は
、
要
す
る

に
社
会
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
い
ま
い
な
存
在
だ
っ
た
と
い
う
こ

とだ。母
な
る
神
と
そ
の
御
子
神
を
始
祖
と
し
て
ま
つ
る
琵
琶
法
師
に
あ
っ
て

は
、
要
す
る
に
、
自
己
同
一
的
な
主
体
形
成
の
契
機
と
な
る
父
な
る
神
（
他

者
）
が
不
在
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
形
成
さ
れ
る
の
は
、

自
己
同
一
的
な
「
我
」
の
不
在
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
述
語
的
な
規
定
を

受
け
入
れ
つ
つ
変
身
す
る
（
綴
依
す
る
／
囑
依
さ
れ
る
）
主
体
で
あ
る
。

そ
し
て
、
み
ず
か
ら
の
帰
属
す
べ
き
中
心
を
も
た
な
い
主
体
は
、
こ
と
ば

以
前
の
非
ロ
ゴ
ス
（
モ
ノ
、
霊
、
狂
気
）
を
受
け
入
れ
る
容
器
と
な
る
だ

て
、
本
質
的
に
両
性
具
有
的
な
存
在
で
あ
る
。

ろ
う
。

力
を
こ
の
世
に
媒
介
す
る
琵
琶
法
師
た
ち
に
と
っ
て
、
た
ん
な
る
比
瞼
を

超
え
て
、
ま
さ
に
職
能
の
神
な
の
で
あ
っ
た
。
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