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奈
良
絵
本
『
宇
治
拾
遺
虎
物
語
』
に
お
け
る
改
作
に
つ
い
て

山
　
口
　
眞
　
琴

は
じ
め
に

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
虎
関
係
説
話
（
三
九
「
虎
ノ
鰐
取
タ
ル
事
」、
一
五
五

「
宗
行
郎
等
射
レ

虎
事
」、
一
五
六
「
遣
唐
使
子
、
被
レ

食
レ

虎
事
」）
を
収
め
た
絵

巻
に
関
し
て
は
、
前
稿（

１
）の

末
尾
注
記
に
少
し
く
紹
介
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
小
稿

で
は
改
め
て
そ
れ
を
取
り
上
げ
、
主
に
詞
書
本
文
に
つ
い
て
の
注
釈
的
分
析
や

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
本
文
と
の
比
較
検
討
を
通
し
て
、
そ
の
改
変
・
加
筆
等
に

よ
る
改
作
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　

抑
も
、
当
該
絵
巻
は
二
〇
一
〇
年
六
月
時
点
の
森
井
書
店
ウ
ェ
ブ
目
録
に
お

い
て
、「
奈
良
絵
本　

宇
治
拾
遺
虎
物
語
」
と
題
し
て
、
次
の
よ
う
に
紹
介
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る（

２
）（

／
は
改
行
。
以
下
同
）。

　
　

�

近
世
前
期
（
寛
文
・
延
宝
頃
）
写
。
／
竪
三
十
三
×
横
約
一
〇
九
〇
セ
ン

チ
、一
巻
。
絵
・
合
計
五
図
、金
箔
散
金
霞
入
料
紙
、金
銀
泥
極
彩
色
画
。

本
文
料
紙
に
は
金
泥
で
草
木
が
描
か
れ
て
い
る
。
全
体
に
折
れ
・
ス
レ
が

あ
る
が
、状
態
は
比
較
的
良
好
。／
虎
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
集
め
た
絵
巻
。

　

こ
の
い
わ
ゆ
る
「
解
題
」
に
は
、
さ
ら
に
構
成
・
内
容
等
に
関
す
る
具
体
的

説
明
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
既
に
専
門
的
な
知
見
・
判
断
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
研
究
の
嚆
矢
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
小
稿
も
そ
こ
で
の
指
摘
等

を
起
点
に
し
て
議
論
を
進
め
て
い
く
。
な
お
、
現
在
、
当
該
絵
巻
は
ど
こ
に
所

在
し
て
い
る
か
不
明
で
あ
り
、
稿
者
も
直
接
は
未
見
だ
が
、
右
の
ウ
ェ
ブ
上
に

公
開
さ
れ
た
全
体
画
像
の
ほ
か
、
石
川
透
氏
よ
り
写
真
版
画
像
を
見
せ
て
頂
く

こ
と
も
で
き
た
の
で
、今
回
は
そ
れ
ら
に
拠
っ
て
考
察
を
行
っ
て
い
く
。
ま
た
、

外
題
・
内
題
等
の
な
い
当
該
絵
巻
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、「
解
題
」
を
尊
重
し

て
『
宇
治
拾
遺
虎
物
語
』
と
認
定
し
つ
つ
、
便
宜
そ
れ
に
基
づ
く
『
虎
物
語
』

と
い
う
略
称
を
用
い
た
い
。
そ
の
詞
書
本
文
（
漢
字
交
じ
り
平
仮
名
文
）
の
引

用
に
際
し
て
は
、
適
宜
、
仮
名
に
漢
字
を
当
て
（
元
の
仮
名
は
振
り
仮
名
で
示

す
）、
濁
点
・
句
読
点
・
会
話
の
カ
ギ
括
弧
な
ど
を
施
す
こ
と
に
す
る
。

　

一
方
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
古
本
系
・
小
世
継
混
入
本
系
・

古
活
字
本
系
・
板
本
系
な
ど
に
大
別
さ
れ
る
が
、そ
れ
ら
諸
本
と
対
比
す
る
に
、

右
の
『
虎
物
語
』
が
ど
の
系
統
本
文
に
拠
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い（

３
）。

よ
っ

て
、
当
面
、
小
稿
で
は
『
虎
物
語
』
の
推
定
制
作
時
期
の
直
前
に
板
行
さ
れ
、

以
降
、
流
布
本
と
な
っ
た
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
絵
入
り
板
本
を
用
い
る
こ

と
に
し
た
い
。
本
文
は
国
文
学
研
究
資
料
館
初
雁
文
庫
蔵
本
に
拠
り
、
引
用
に

際
し
て
は
、
同
板
本
を
底
本
に
す
る
日
本
古
典
全
書
を
参
照
し
、『
虎
物
語
』

と
同
様
の
仕
方
で
表
記
等
を
行
う（
板
本
の
振
り
仮
名
は
＊
を
附
し
て
区
別
）。

な
お
、
万
治
二
年
板
本
の
虎
関
係
説
話
は
巻
第
三
７
、
巻
第
十
二
19
、
同
20
だ

が
、
説
話
の
番
号
・
標
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
通
り
古
本
系
の
陽
明
文
庫
蔵
本

を
底
本
と
す
る
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
拠
る
。



― 2 ―

一
、
全
体
構
成
と
冒
頭
段
「
龍
虎
の
争
い
」

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
以
下
、『
宇
治
拾
遺
』
と
も
略
称
）
を
題
材
と
し
た
近

世
の
絵
巻
や
絵
入
り
本
に
つ
い
て
は
、
小
峯
和
明
氏
の
論
考（

４
）に

詳
し
く
、
そ
こ

で
は
計
九
点
の
諸
本
が
確
認
さ
れ
た
上
で
、
陽
明
文
庫
本
・
チ
ェ
ス
タ
ー
ビ
ー

テ
ィ
図
書
館
本
・
国
会
図
書
館
本
な
ど
、「
複
数
の
説
話
を
描
い
た
テ
キ
ス
ト
」

を
中
心
に
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
そ
の
中
に
『
虎
物
語
』
に
相
当
す

る
も
の
は
な
い（

５
）。

従
っ
て
、
新
た
な
絵
巻
本
と
言
う
べ
き
『
虎
物
語
』
だ
が
、

そ
れ
が
他
の
諸
本
に
比
べ
て
独
特
な
の
は
、
や
は
り
「
虎
」
と
い
う
特
定
の
題

材
に
よ
っ
て
統
一
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、諸
本
中
、

絵
入
り
写
本
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
吉
田
幸
一
蔵
『
る
し
長
者
』（
一
冊
。

近
世
初
期
。
濃
彩
）
が
、
天
竺
の
話
題
で
共
通
す
る
八
五
「
留
志
長
者
事
」
と

九
二
「
五
色
鹿
事
」
を
折
衷
す
る
こ
と
で
、
一
篇
の
物
語
に
仕
立
て
ら
れ
て
い

る
の
に
、
若
干
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
一
話
の
み
の
収
録
だ
が
、
出
光

美
術
館
蔵
『
宇
治
拾
遺
物
語
絵
巻
』（
絵
巻
一
軸
。
住
吉
具
慶
画
。
濃
彩
）
は

一
八
九
「
門
部
府
生
、
海
賊
射
返
ス
事
」
を
、
国
会
図
書
館
蔵
『
今
昔
物
語
絵

詞
』（
絵
巻
一
軸
。
淡
彩
）
は
一
一
九
「
吾
嬬
人
止
二

生
贄
一

事
」
を
絵
巻
化
し

た
作
例
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
弓
箭
武
芸
譚
・
動
物
退
治
譚
と
い
う
点
で
『
虎
物

語
』
と
共
通
す
る
。
し
か
し
、そ
れ
ら
の
絵
巻
に
は
『
虎
物
語
』
の
よ
う
に
『
宇

治
拾
遺
』
の
原
話
を
積
極
的
に
改
変
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
こ
れ

も
絵
入
り
写
本
の
広
島
大
学
蔵
『
雀
の
夕
顔
』（
一
冊
。
寛
文
頃
。
濃
彩
）
が
、

四
八
「
雀
報
恩
事
」
に
拠
り
な
が
ら
、
末
尾
を
中
心
に
加
筆
を
旨
と
す
る
改
変

が
な
さ
れ
て
成
る
の
と
は
、
似
通
う
よ
う
だ
。
も
と
よ
り
個
々
内
実
は
異
な
る

も
の
の
、『
虎
物
語
』
の
改
変
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
奈
良
絵
本
の
「
改
作
」

に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
上
掲
の
「
解
題
」
に
お
け
る
「
奈
良
絵
本
」
と
し
て
の

認
定
、
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
「
最
盛
期（

６
）」

に
当
た
る
「
近
世
前
期
（
寛
文
・
延

宝
頃
）
写
」
と
い
う
制
作
時
期
の
推
定
と
も
関
わ
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
よ
う

に
見
通
し
て
お
き
た
い
。

　

で
は
、『
虎
物
語
』
で
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
も
つ
冒
頭
第
一
段
の
詞
書

を
見
て
み
よ
う
。「
解
題
」
に
は
、
先
掲
の
書
誌
に
続
け
て
、
全
体
の
構
成
を

は
じ
め
、『
宇
治
拾
遺
』
な
ど
に
依
拠
し
て
の
成
立
や
具
体
的
な
改
変
等
に
関

し
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
見
ら
れ
る
。

　
　

�　

ま
ず
初
め
に
「
竜
虎
の
争
い
」
が
描
か
れ
、
つ
い
で
「
虎
の
鰐
取
り
た

る
事
」、「
遣
唐
使
の
子
虎
に
食
わ
る
る
事
」、「
う
ち
ひ
さ
虎
を
射
る
事
」

の
順
で
語
ら
れ
て
い
る
。
／
初
め
の
二
つ
が
猛
虎
の
恐
ろ
し
さ
を
伝
え
て

い
る
の
に
対
し
、
後
の
二
つ
の
説
話
は
、
虎
と
戦
う
日
本
人
を
描
く
こ
と

で
、
日
本
人
の
勇
ま
し
さ
、
日
本
人
の
戦
へ
の
姿
勢
を
伝
え
て
い
る
。

　
　

�　

こ
れ
ら
の
説
話
は
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
な
ど
に
お
さ
め
ら
れ
て
お
り
、

宇
治
拾
遺
物
語
よ
り
説
話
を
抜
粋
・
圧
縮
し
て
編
集
し
、
成
立
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、「
う
ち
ひ
さ
虎
を
射
る
事
」
は
、
宇
治
拾
遺
で

は
主
人
公
を
「
宗
行
の
郎
党
」
と
し
て
い
る
が
、
本
資
料
で
は
、「
な
が

と
の
く
に
の
う
ち
ひ
さ
」
と
し
て
い
る
。

　

こ
こ
の
前
半
に
は
、
第
一
段
の
「
龍
虎
の
争
い
」
に
関
す
る
文
章
を
第
一
話

と
見
な
し
、そ
れ
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
虎
関
係
説
話
を
加
え
た
計
四
話
が
、

主
題
的
に
前
後
二
話
ず
つ
配
さ
れ
た
と
す
る
捉
え
方
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
第
一
段
を
あ
く
ま
で
序
章
的
な
も
の
と
見
て
、
実
質
は
三
話
構
成
と
考

え
る
こ
と
も
無
理
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
う
し
た
主
題
的
な
統
一

性
に
お
い
て
、『
虎
物
語
』
の
新
た
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
独
立
性
が
際
立
っ
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て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
　

�
異い

国こ
く

に
猛ま

う

虎こ

と
て
猛た

け

き
も
の
あ
り
け
り
。
千
里
の
野
辺
に
す
む
と
い
へ

り
。
又
は
竹ち
く

林り
ん

の
巌が

ん

洞と
う

に
す
ん
で
、
龍り

う

と
つ
ね
〴
〵
た
ゝ
か
ひ
を
な
す
と

か
や
。
こ
れ
を
龍れ
う

虎こ

の
争あ

ら
そ

ひ
と
い
ふ
な
り
。
龍れ

う

吟ぎ
ん

ず
れ
ば
雲
起お

こ
り
、
虎と

ら

嘯う
そ
ぶ

け
ば
風
生し

や
う

ず
る
。
鳴な

る

神か
み

・
稲い

な

妻づ
ま

、
天て

ん

地ち

を
響ひ

ゞ

か
し
、
光ひ

か
り

の
中
に
龍れ

う

あ
ら

は
れ
て
、
虎と
ら

を
つ
か
ん
で
あ
が
ら
ん
と
す
。
虎と

ら

は
又
巌が

ん

洞と
う

に
寄よ

り
か
ゝ
つ

て
、悪あ
く

風ふ
う

を
吹ふ

き
か
け
、虎こ

乱ら
ん

の
勢い

き
ほ

ひ
を
出
し
て
、龍れ

う

を
噛か

ま
む
と
う
か
ゞ

ふ
程ほ
ど

に
、
飛ひ

龍れ
う

の
力ち

か
ら

も
か
な
は
ず
し
て
、
雲
の
う
ち
に
ぞ
入
に
け
る
。
龍れ

う

は
通つ

う

力り
き

自じ

在ざ
い

の
も
の
な
れ
ど
も
、
虎と

ら

に
遭あ

ふ
て
は
怯ひ

る

め
り
。
そ
の
他ほ

か

の
け

だ
も
の
、
こ
れ
に
遭あ

ふ
て
害が

い

を
免ま

ぬ
か

る
ゝ
事
な
し
。

　

右
が
第
一
段
詞
書
の
全
文
で
あ
る
（
以
下
、
傍
線
・
傍
点
等
は
稿
者
）。
こ

れ
を
第
一
話
と
見
な
す
「
解
題
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
。

　
　

�

①
「
竜
虎
の
戦
い
」
は
そ
の
起
源
が
淮
南
子
に
も
と
め
ら
れ
る
、
龍
と
虎

の
争
う
こ
と
を
描
い
た
説
話
。
こ
の
中
で
、
稲
妻
と
と
も
に
襲
い
か
か
る

竜
と
、
対
峙
す
る
虎
の
絵
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
起
源
を
『
淮
南
子
』
に
求
め
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
巻
三
「
天

文
訓
」
に
、
万
物
の
働
き
が
本
末
相
応
す
る
例
と
し
て
表
現
さ
れ
た
「
虎
嘯
い

て
谷
風
至
り
、
龍
挙あ
が

り
て
景
雲
属あ

つ

ま
り（

７
）」

を
、
前
掲
の
傍
線
部
「
龍れ

う

吟ぎ
ん

ず
れ
ば

雲
起お

こ
り
、
虎と

ら

嘯う
そ
ぶ

け
ば
風
生し

や
う

ず
る
」
の
原
拠
に
目
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。
あ
る
い

は
、『
文
選
』
巻
第
十
五
所
収
の
「
帰
田
賦
一
首
」（
張
衡
）
に
あ
る
「
龍
の
ご

と
く
方
澤
に
吟
じ
、虎
の
ご
と
く
山
丘
に
嘯
く
。」（
全
釈
漢
文
大
系
・
訓
読
文
）

な
ど
の
詩
文
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
が
、
全
体
的
に
は
、
観
世
小
次
郎
信
光
作

と
さ
れ
る
謡
曲
『
龍
虎
』
に
依
拠
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　

近
松
門
左
衛
門
作
の
浄
瑠
璃
『
国
性
爺
合
戦
』（
一
七
一
五
年
初
演
）
の
「
和

藤
内
の
虎
退
治
」
の
典
拠（

８
）に

な
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
『
龍
虎
』
は
、
仏
跡
を

尋
ね
て
博
多
か
ら
入
唐
し
た
僧
が
、
竹
林
の
気
色
を
契
機
に
、
樵
翁
か
ら
「
龍

虎
の
争
い
」
の
こ
と
を
聞
き
及
び
、
や
が
て
雲
を
起
こ
す
龍
と
風
を
生
む
虎
と

の
激
戦
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
い
う
も
の
。
そ
の
詞
章
の
う
ち
「
龍
吟
ず
れ

ば
雲
起
り
。
虎
嘯
け
ば
風
生
ず
と
。」（『
謡
曲
大
観
』）
と
い
う
表
現
が
、
件
の

傍
線
部
と
完
全
に
一
致
す
る
の
を
は
じ
め
、「
あ
の
竹
林
の
巌
洞

0

0

0

0

0

は
虎
の
栖
に

て
候
を
。
向
ひ
に
見
え
た
る
高
山
よ
り
。
常
々

0

0

雲
の
掩
ひ
つ
つ
。
龍
虎
の
戦
ひ

0

0

0

0

0

あ
る
も
の
を
」、「
あ
れ
あ
れ
嶺
よ
り
雲
起
り
。
俄
か
に
降
り
く
る
雨
の
音
。
鳴0

神
稲
妻
天
地
に
耀
く
光
の
う
ち
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
現
れ
出
づ
る
。
金
龍
の
勢
ひ
。」、「
竹
林

0

0

の
巌
洞

0

0

0

に
籠
れ
る
虎
の
。
現
れ
出
づ
れ
ば
岩
屋
の
内
よ
り
悪
風
を
吹
き

0

0

0

0

0

出
だ

し
。」、「
金
龍
雲
よ
り
お
り
下
つ
て
。
悪
虎
を
取
ら
ん
と
飛
ん
で
か
か
り
。
飛0

龍0

の
戦
ひ
。
隙
も
な
し
」、「
も
と
よ
り
虎
乱
の
勢
ひ

0

0

0

0

0

猛
く
。
左
も
右
も
。
剣
の

如
く
に
竹
枝
を
折
つ
て
。金
龍
に
か
ゝ
れ
ば
。」の
傍
点
部
を
主
と
し
た
表
現
が
、

『
虎
物
語
』
の
そ
れ
と
合
致
す
る
。
直
接
の
典
拠
と
見
て
よ
か
ろ
う
が
、
重
要

な
の
は
、『
龍
虎
』の「
金
龍
雲
居
に
遥
か
に
上
れ
ば
。
悪
虎
は
勢
ひ
巌
に
上
り
。

遥
か
に
見
送
り
無
念
の
勢
ひ
あ
た
り
を
払
ひ
。
又
竹
林
に
飛
び
帰
り
。
又
竹
林

に
。
飛
び
帰
つ
て
。
そ
の
ま
ま
巌
洞
に
。
入
り
に
け
り
」
と
い
う
結
尾
に
対
し

て
、『
虎
物
語
』
が
「
飛ひ

龍れ
う

の
力ち

か
ら

も
か
な
は
ず
し
て
、雲
の
う
ち
に
ぞ
入
に
け
る
。

龍れ
う

は
通つ

う

力り
き

自じ

在ざ
い

の
も
の
な
れ
ど
も
、
虎と

ら

に
遭あ

ふ
て
は
怯ひ

る

め
り
。
そ
の
他ほ

か

の
け
だ

も
の
、
こ
れ
に
遭あ

ふ
て
害が

い

を
免ま

ぬ
か

る
ゝ
事
な
し
。」
と
、
む
し
ろ
龍
が
怯
む
程
の

虎
の
猛
威
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
龍
虎
の
争
い
」
の
猛
虎
譚
へ
の

変
奏
は
、
次
の
『
宇
治
拾
遺
』
三
九
に
取
材
し
た
虎
と
鰐
の
格
闘
説
話
へ
の
連

繋
を
意
識
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。『
龍
虎
』
を
大
幅
に
簡
約
し
て
既
に
説
話

的
体
裁
に
は
な
い
も
の
の
、『
虎
物
語
』
の
冒
頭
段
は
、
全
巻
の
序
章
と
言
う
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よ
り
も
、
次
話
と
対
を
な
す
第
一
話
と
見
る
方
が
確
か
に
自
然
で
あ
ろ
う
。
以

下
、
小
稿
も
「
解
題
」
の
四
話
構
成
説
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

　

な
お
、
先
の
「
解
題
」
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
右
の
詞
書
の
あ
と
に
龍
虎
対

峙
の
絵
（
第
一
図
）
が
描
か
れ
る
。
絵
は
全
部
で
五
図
あ
り
、
第
二
図
は
『
宇

治
拾
遺
』
三
九
に
基
づ
く
『
虎
物
語
』
第
二
話
の
途
中
に
挿
入
さ
れ
、
残
る
三

図
は
、『
宇
治
拾
遺
』一
五
五
に
基
づ
く『
虎
物
語
』第
四
話
の
途
中
に
第
三
図
・

第
四
図
が
そ
れ
ぞ
れ
挿
入
さ
れ
、
そ
の
最
後
尾
に
第
五
図
が
置
か
れ
る
。
す
な

わ
ち『
宇
治
拾
遺
』一
五
六
に
基
づ
く
第
三
話
に
つ
い
て
の
絵
は
存
在
し
な
い
。

陽
明
文
庫
蔵
『
宇
治
拾
遺
物
語
絵
巻
』
な
ど
が
一
話
に
必
ず
一
つ
以
上
の
絵
を

対
応
的
に
配
す
る
と
い
う
原
則
的
な
あ
り
よ
う
と
比
べ
て
も
、『
虎
物
語
』
と

い
う
絵
巻
本
は
、
い
わ
ゆ
る
「
説
話
絵
巻
」
と
は
異
質
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
ま
た
、『
宇
治
拾
遺
』
各
話
の
「
こ
れ
も
今
は
昔む
か
し

」「
今い

ま

は
昔む

か
し

」
の
冒
頭
句

を
す
べ
て
削
除
す
る
こ
と
か
ら
も
、『
虎
物
語
』
と
は
、
虎
に
ま
つ
わ
る
文
章
・

話
譚
を
順
次
な
だ
ら
か
に
繋
げ
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
一
篇
の
絵
入
り
物
語
を
め

ざ
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

二
、
第
二
話
／
猛
虎
に
怯
え
る
明
州
商
人

　

ま
さ
し
く
『
虎
物
語
』
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
そ
の
結
構
は
、
第
二
段
の
詞
書

が
、
た
だ
ち
に
第
二
話
を
語
る
の
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
文
章
を
も
っ
て
始

ま
る
と
こ
ろ
に
も
窺
わ
れ
る
。

　
　

�

眼ま
な
こ

に
百
歩ぶ

の
勢い

き
ほ

ひ
あ
り
て
、
夜よ

る

も
の
を
見み

る
事
、
明あ

き

ら
か
な
り
。
も
し

狩か
り
う
ど人

あ
つ
て
虎と

ら

を
射い

殺こ
ろ

す
時と

き

は
、左ひ

だ
り

の
眼ま

な
こ

の
光ひ

か
り

は
天
に
昇の

ぼ

り
て
星ほ

し

と
な
り
、

右み
ぎ

の
眼ま

な
こ

の
光ひ

か
り

は
地
に
落お

ち
て
石い

し

と
な
る
。
か
く
の
如ご

と

く
猛た

け

く
恐お

そ

ろ
し
き
も

の
な
れ
ば
、
偶た

ま

さ
か
に
も
虎と

ら

に
遭あ

へ
る
人
、
命い

の
ち

生い

き
た
る
例た

め
し

な
し
。

　

こ
の
「
虎
の
眼
光
」
に
関
す
る
故
実
伝
承
の
如
き
が
、
直
接
何
に
拠
る
の
か

定
か
で
は
な
い
が
、管
見
で
は
、室
町
中
期
の
国
語
辞
書
『
下
学
集
』『
節
用
集
』

な
ど
の
「
虎
」
語
注
記
に
、類
似
の
文
章
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

『
下
学
集
』
天
文
二
十
三
年
本
に
「
眼
ニ

有
二

百
歩
之
威
一

。
又
呼
テ

曰
二

於ヲ

菟ト
一ヽ

。

夜
ル

視
ル
ニ

、
一
目
ハ

放
テレ

光
一
目
ハ

看
ルレ

物
。
猟カ

リ

人
射
レレ
ハ

之
、
光
リ

墜
ツ二

於
地
ニ一

。
成
二

白
石
ト一

。（
９
）」

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
そ
の
淵
源
は
、
中
国
唐
代
の
本
草
書
で

七
三
九
年
に
成
る
陳
蔵
器
撰
『
本
草
拾
遺
』
の
「
虎
骨
」
に
関
す
る
所
説
に
あ

る
よ
う
だ

）
（1
（

。
そ
こ
に
は
「
凡
虎
視
以
晴
。
一
目
放
光
。
一
目
看
物
。
猟
人
候
而

射
之
。
弩
箭
纔
及
。
目
光
随
堕
地
。
得
之
者
如
白
石
様
是
也
。

）
（（
（

」
と
あ
り
、
こ

れ
を
、
宋
代
の
『
経
史
証
類
備
急
本
草
』『
経
史
証
類
大
観
本
草
』
等
も
「
今

按
陳
蔵
器
本
草
云
」
と
し
て
引
用
す
る
。
但
し
、
そ
れ
ら
に
は
『
虎
物
語
』
の

「
眼ま
な
こ

に
百
歩ぶ

の
勢い

き
ほ

ひ
あ
り
て
」
や
「
左ひ

だ
り

の
眼ま

な
こ

の
光ひ

か
り

は
天
に
昇の

ぼ

り
て
星ほ

し

と
な
り
」

に
当
た
る
表
現
が
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
前
者
に
相
当
す
る
「
眼
ニ

有
二

百
歩
之

威
一

」
を
同
じ
く
冒
頭
に
も
つ
『
下
学
集
』
な
ど
の
方
が
近
い
関
係
に
あ
る
よ

う
だ
が
、な
お
典
拠
と
確
定
す
る
に
は
至
ら
な
い
。さ
ら
な
る
検
索
に
努
め
た
い
。

　

さ
よ
う
な
「
虎
の
眼
光
」
の
故
実
伝
承
は
、「
か
く
の
如ご
と

く
猛た

け

く
恐お

そ

ろ
し
き

も
の
な
れ
ば
、
偶た
ま

さ
か
に
も
虎と

ら

に
遭あ

へ
る
人
、
命い

の
ち

生い

き
た
る
例た

め
し

な
し
。」
と
結

ば
れ
る
通
り
、
第
一
段
と
同
じ
く
虎
の
猛
威
を
強
調
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
章
段
を
改
め
て
配
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
あ
と
語
ら
れ
る
第
二
話
の

導
入
で
も
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
偶
然
に
も
虎
に
遭
っ
た
人
間
は
命
の

あ
っ
た
例
が
な
い
、
と
の
言
葉
は
、
自
分
た
ち
を
襲
っ
た
虎
が
、
そ
の
直
後
に

鰐
と
繰
り
広
げ
た
壮
絶
な
格
闘
を
目
の
当
た
り
に
し
た
商
人
た
ち
の
生
き
た
心

地
が
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
恐
怖
体
験
に
差
し
向
け
ら
れ
た
よ
う
だ
。
第
二
話
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の
末
尾
、
虎
が
仕
留
め
た
鰐
を
肩
に
か
つ
い
で
三
本
の
足
で
岩
を
駈
け
登
っ
た

場
面
の
あ
と
に
、
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
よ
う
な
『
宇
治
拾
遺
』
三
九
と
の
本

文
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　

�

…
…
こ
れ
を
見
て
ふ
船せ

ん

中
の
人
〴
〵
は
、
生い

き
た
る
心こ

ゝ

地ち

は
な
か
り
け

り
。「
も
し
こ
れ
が
船ふ
ね

に
飛と

び
入い

り
た
り
せ
ば
、
命い

の
ち

全ま
た

き
人
あ
ら
ん
や
。

た
と
ひ
剣つ
る
ぎ

・
太た

刀ち

・
刀か

た
な

を
以も

つ

て
立た

て
合あ

ふ
と
も
、
さ
し
も
か
ば
か
り
勢い

き
ほ

ひ

強つ
よ

か
ら
ん
も
の
に
向む

か
つ
て
は
、
何な

に

の
せ
ん
か
あ
る
べ
き
。
ゆ
ゝ
し
の
事こ

と

や
」
と
て
、
船ふ

ね

を
漕こ

ぎ
て
ぞ
帰か

へ

り
け
る
。

　
『
宇
治
拾
遺
』
で
は
、
一
つ
目
の
傍
線
部
を
「
な
か
ら
は
死
入い

り
ぬ
」
と
し
、

二
つ
目
の
傍
線
部
は
、「
舟
に
飛
か
ゝ
り
た
ら
ま
し
か
ば
、
い
み
じ
き
剣
・
刀

を
抜
き
て
あ
ふ
と
も
、
か
ば
か
り
力ち
か
ら

強づ
よ

く
速は

や

か
ら
ん
に
は
、
何な

に

わ
ざ
を
す
べ
き
」

と
い
う
文
脈
に
元
来
存
在
し
な
い
。
そ
こ
に
明
ら
か
な
改
変
と
加
筆
は
、
と
も

に
先
引
末
尾
の
「
偶た
ま

さ
か
に
も
虎と

ら

に
遭あ

へ
る
人
、
命い

の
ち

生い

き
た
る
例た

め
し

な
し
。」
に

呼
応
さ
せ
た
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
『
虎
物
語
』
第
二
話
に
お
い
て
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
虎
と
鰐
の
格
闘

を
目
撃
し
た
人
々
の
具
体
を
書
き
替
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
話
は
次
の
よ

う
に
始
ま
る
。

　
　

�

唐
も
ろ
こ
し

、
明み

や
う

州じ
う

の
津
に
商あ

き

人
あ
り
。
慶け

い

州し
う

と
い
ふ
所と

こ
ろ

に
商あ

き
な

い
に
至い

た

る
と
て
、

船ふ
ね

に
乗の

り
て
行ゆ

き
け
る
が
、
海う

み

端ば
た

に
は
山
の
あ
り
け
る
。
そ
の
汀み

ぎ
は

に
船ふ

ね

を

漕こ

ぎ
寄よ

せ
て
着つ

く
。
船ふ

な

子こ

を
一
人
、
船ふ

ね

よ
り
下お

ろ
し
て
、
山
の
麓ふ

も
と

に
あ
る

水
を
ぞ
汲く

ま
せ
け
る
。
…
…

　
『
宇
治
拾
遺
』
三
九
で
は
「
筑つ
く

紫し

の
人
、
商あ

き
な

ひ
し
に　

＊

新し
ら
き羅

に
渡わ

た

り
け
る
が
」

と
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
話
は
、
唐
の
「
明み
や
う

州じ
う

の
津

）
（1
（

」
か
ら
朝
鮮
の
「
慶け

い

州し
う

」
に
赴
い
た
商
人
た
ち
が
虎
に
遭
遇
す
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に

「
筑つ

く

紫し

」（『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
九
31
の
同
話
は
「
鎮
西
」）
の
商
人
を
「
明み

や
う

州じ
う

」
の
商
人
に
改
め
る
の
は
、
何
よ
り
後
半
の
二
話
へ
の
連
関
を
配
慮
し
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
先
に
言
え
ば
、
第
三
話
は
「
唐
も
ろ
こ
し

」
で
の
日
本
の
「
遣け

ん

唐た
う

使し

」

に
よ
る
虎
退
治
、
第
四
話
は
「
朝て
う

鮮せ
ん

国こ
く

」
に
逃
亡
し
た
日
本
の
「
兵

つ
は
も
の

」
に
よ

る
「
ね
き
」
と
い
う
所
で
の
虎
退
治
を
物
語
る
。
そ
れ
ら
の
前
に
置
か
れ
る
第

二
話
の
目
撃
者
を
明
州
商
人
に
変
え
る
こ
と
で
、「
龍
虎
の
争
い
」
の
メ
ッ
カ

で
あ
る
中
国
に
朝
鮮
の
虎
の
猛
威
を
実
感
さ
せ
、
そ
の
上
で
第
三
話
の
遣
唐
使

の
虎
退
治
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、第
四
話
の
朝
鮮
で
の
虎
退
治
に
誇
示
さ
れ
る「
日

本
的
武
勇

）
（1
（

」
を
も
、
中
国
に
認
め
さ
せ
る
か
た
ち
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
企
図
は
、
前
掲
の
第
二
話
末
尾
の
あ
と
に
続
く
次
の
文
章
に
顕
現
す
る
。

　
　

�

し
か
る
に
、
日
本
の
武ぶ

士し

の
い
か
め
し
き
体て

い

を
見み

る
に
、
猛た

け

き
虎と

ら

と
い
ふ

と
も
、
さ
ら
に
恐お
そ

る
ゝ
気け

色し
き

な
し
。
い
づ
れ
の
帝み

か
ど

の
御
時
に
や
、
唐

も
ろ
こ
し

へ

勅ち
よ
く

使し

を
立
ら
れ
け
り
。
…
…

　

つ
い
で
に
第
三
話
の
冒
頭
文
も
引
用
し
た
が
、
そ
の
前
に
叙
さ
れ
る
右
の
一

文
は
、
虎
に
遭
っ
た
人
間
は
命
の
あ
っ
た
例
が
な
い
こ
と
を
喚
起
的
に
語
っ
た

第
二
話
を
承
け
つ
つ
、
そ
の
例
外
と
し
て
「
日
本
の
武ぶ

士し

」
の
虎
を
も
恐
れ
ぬ

剛
胆
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
後
半
二
話
へ
の
導
入
的
役
割
も
果
た
す
。
す
な
わ

ち
、
猛
虎
さ
え
恐
れ
ぬ
日
本
武
士
の
厳
め
し
さ
が
、
後
半
二
話
で
実
証
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
展
開
を
、『
虎
物
語
』
は
中
国
の
人
々
を
軸
に
し
て

改
作
的
に
行
っ
た
と
言
え
る
。
裏
返
せ
ば
、
そ
れ
は
猛
虎
に
怯
え
る
存
在
か
ら

日
本
人
を
外
す
こ
と
で
あ
っ
た
。『
虎
物
語
』
で
猛
虎
に
怯
え
る
の
は
中
国
と

朝
鮮
の
人
々
、
そ
れ
に
対
し
て
、
第
三
話
の
虎
に
食
わ
れ
た
遣
唐
使
の
子
を
除

け
ば
、
日
本
人
は
専
ら
猛
虎
を
退
治
す
る
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
東
ア

ジ
ア
三
国
に
お
け
る
日
本
優
位
の
処
し
方
か
ら
す
れ
ば
、〝
仏
跡
を
尋
ね
て
博
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多
か
ら
入
唐
し
た
僧
が
、
樵
翁
か
ら
「
龍
虎
の
争
い
」
の
こ
と
を
聞
き
及
び
、

や
が
て
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
す
る
〟
と
い
う
謡
曲
『
龍
虎
』
の
説
話
的
な
具

体
が
、
第
一
話
に
語
ら
れ
な
い
必
然
性
も
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
虎
物
語
』第
一
話
は「
異い

国こ
く

に
猛ま

う

虎こ

と
て
猛た

け

き
も
の
あ
り
け
り
。」と
始
ま
っ

て
い
た
。「
異
国
」
は
、第
三
話
に
も
遣
唐
使
に
関
わ
る
「
異い

国こ
く

の
地
に
着つ

き
て
」

「
名め
い

を
異い

国こ
く

に
施ほ

ど
こ

し
け
る
」
と
い
う
用
例
が
あ
っ
て
、
直
接
は
唐
・
中
国
を
指

す
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
第
二
話
と
第
四
話
の
猛
虎
の
舞
台
と
し
て
の
朝
鮮
を

含
め
て
も
支
障
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
を
あ
え
て
「
異
国
」
と
す
る
と
こ
ろ

に
、
虎
と
虎
退
治
を
め
ぐ
っ
て
自
国
の
単
独
優
位
を
示
す
よ
う
な
対
外
意
識
が

垣
間
見
え
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、
こ
こ
で
「
解
題
」
の
第
二
話
に
つ
い
て
の

説
明
を
見
て
お
こ
う
。

　
　

�

②
「
虎
の
鰐
取
り
た
る
事
」
は
、海
に
落
ち
た
虎
が
ワ
ニ
（
サ
メ
の
事
か
）

に
腕
を
噛
み
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
血
の
滴
る
そ
の
腕
を
海
に
浸
し
て

ワ
ニ
を
お
び
き
寄
せ
、
近
づ
い
て
き
た
ワ
ニ
を
陸
の
上
へ
投
げ
上
げ
、
殺

し
て
し
ま
う
話
。
ワ
ニ
を
投
げ
上
げ
た
虎
の
絵
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

　

右
の
末
尾
に
、第
二
話
に
関
す
る
第
二
図
が
「
ワ
ニ
を
投
げ
上
げ
た
虎
の
絵
」

と
し
て
紹
介
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
絵
の
左
方
に
は
、
そ
の
光
景
を
慌
て
て
沖
に

漕
ぎ
出
し
た
船
の
中
か
ら
不
安
な
面
持
ち
で
眺
め
る
人
々
の
様
子
が
描
か
れ

る
。
そ
の
頭
髪
や
衣
裳
は
、
第
四
話
に
関
す
る
第
三
図
・
第
五
図
の
虎
害
に
苦

し
ん
で
い
た
朝
鮮
国
の
人
々
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
両
者

を
区
別
し
な
い
そ
の
描
き
方
は
、日
本
以
外
の
中
国
・
朝
鮮
を
「
異
国
」
と
括
っ

て
し
ま
う
見
方
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　

そ
う
し
た
第
二
話
の
改
作
で
要
と
な
っ
た
「
明み
や
う

州じ
う

の
津
」
か
ら
「
慶け

い

州し
う

」
に

至
る
中
国
商
船
に
関
す
る
設
定
は
、
見
た
よ
う
に
『
宇
治
拾
遺
』
三
九
の
「
筑つ
く

紫し

の
人
、
商あ

き
な

ひ
し
に　

＊

新し
ら
き羅

に
渡わ

た

り
け
る
が
」
と
い
う
そ
れ
を
変
奏
し
た
も
の
だ

が
、
そ
の
前
提
に
は
交
易
を
中
心
と
す
る
三
国
間
交
流
の
活
発
な
歴
史
的
状
況

が
あ
っ
た
。
と
く
に
八
二
一
年
に
港
市
が
設
け
ら
れ
た
明
州
（
の
ち
寧
波
）
は
、

宋
・
元
期
以
降
、
高
麗
・
日
本
・
福
建
・
広
南
な
ど
を
結
ぶ
中
継
地
と
し
て
栄
え
、

日
本
の
筑
紫
（
博
多
・
箱
崎
な
ど
）
と
は
、
中
世
の
東
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る

日
中
間
交
流
の
拠
点
と
な
っ
た

）
（1
（

。
ま
た
、
そ
れ
ら
が
新
羅
を
経
由
し
て
結
ば
れ

る
航
路
も
、
新
羅
海
商
が
広
範
な
活
動
を
展
開
し
た
九
世
紀
末
に
は
整
っ
て
い

た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る

）
（1
（

。『
宇
治
拾
遺
』
と
『
虎
物
語
』
の
航
路
を
繋
ぐ
と
、

件
の
三
国
間
航
路
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、見
逃
せ
な
い
。
ち
な
み
に
、

明
州
は
日
本
の
遣
唐
使
と
も
関
係
す
る
。
遣
唐
使
後
期
の
南
路
航
行
時
代
、
入

港
地
と
し
て
は
揚
州
を
は
じ
め
越
州
・
福
州
な
ど
が
知
ら
れ
る
が
、
天
平
宝
字

や
延
暦
な
ど
の
時
は
明
州
に
も
入
港
し
て
い
た

）
（1
（

。
そ
の「
明み

や
う

州じ
う

の
津
」か
ら「
遣

唐
使
」
が
登
場
す
る
第
三
話
へ
の
連
想
は
辿
り
や
す
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
海
域
の
交
流
史
を
踏
ま
え
た
『
虎
物
語
』
の
設
定
変

奏
の
中
で
、
明
州
商
人
が
「
慶け
い

州し
う

」
に
赴
い
た
と
す
る
の
は
、
入
港
先
で
は
な

い
も
の
の
、
や
や
違
和
感
が
あ
ろ
う
か
。
最
近
、
慶
州
に
近
い
「
蔚ウ
ル

山サ
ン

伴バ
ン

鴎グ

洞ド
ン

か
ら
、
古
代
よ
り
近
世
に
至
る
港
湾
施
設
が
発
見
さ
れ
」、
そ
こ
と
「
日
本
列

島
と
の
通
好
」
が
「
慶
州
の
発
展
」「
新
羅
の
繁
栄
」
に
関
わ
っ
て
い
た
と
指

摘
さ
れ
る
が

）
（1
（

、
こ
と
中
国
・
明
州
か
ら
の
朝
鮮
半
島
へ
の
寄
港
地
と
し
て
は
、

や
は
り
西
海
岸
が
ふ
さ
わ
し
く
、
例
え
ば
高
麗
時
代
に
外
国
商
人
が
利
用
し
た

貿
易
港
と
し
て
「
礼
成
江
」
な
ど
の
首
都
開
城
に
近
い
外
港
が
知
ら
れ
る

）
（1
（

。
ま

た
、慶
州
や
蔚
山
と
同
じ
慶
尚
道
な
ら
、や
は
り
南
海
岸
の「
新
羅
の
金き
ん

海か
い

」（『
宇

治
拾
遺
』
一
五
五
）
の
方
が
有
力
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
商
用
先
に
し
ろ
「
慶け
い

州し
う

」
と
す
る
の
は
、
一
見
、
都
城
を
そ
こ
に
置
い
た
「
新
羅
国
」
を
喚
起
す
る
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た
め
の
よ
う
だ
が
、
は
た
し
て
ど
う
か
。「
唐

も
ろ
こ
し

、
明み

や
う

州じ
う

の
津
に
商あ

き

人
あ
り
。
慶け

い

州し
う

と
い
ふ
所と

こ
ろ

に
商あ

き
な

い
に
至い

た

る
と
て
」
と
い
う
第
二
話
の
冒
頭
に
は
、
異
国
ど
こ

ろ
か
他
国
に
赴
い
た
雰
囲
気
も
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
上
記
の
「
新
羅
の

金き
ん

海か
い

」
も
第
四
話
で
は
「
朝て

う

鮮せ
ん

国こ
く

」
の
「
ね
き
」
に
改
め
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、

『
虎
物
語
』
に
「
新
羅
」
の
国
名
が
消
え
て
し
ま
う
わ
け
で
、
そ
れ
は
同
じ
く

統
一
国
家
を
象
徴
す
る
「
唐
」
が
多
用
さ
れ
る
の
と
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
対
等
で
は
な
い
中
国
と
朝
鮮
の
、
お
そ
ら
く
は
服
属
支
配
の
関
係

を
内
実
と
す
る
よ
う
な
一
体
的
認
識
が
横
た
わ
る
と
思
わ
れ
る
。そ
の
こ
と
と
、

『
虎
物
語
』
が
中
国
を
し
て
日
本
的
武
勇
を
称
賛
せ
し
め
る
変
奏
を
行
っ
た
こ

と
と
は
、
矛
盾
し
な
い
。

三
、
第
三
話
／
唐
の
皇
帝
に
よ
る
遣
唐
使
絶
賛

　
「
解
題
」
に
「
③
「
遣
唐
使
の
子
虎
に
食
わ
る
る
事
」
は
、
遣
唐
使
と
し
て

中
国
に
遣
わ
さ
れ
た
日
本
人
が
子
を
虎
に
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
虎
を
追

い
か
け
て
退
治
す
る
話
。」
と
紹
介
さ
れ
る
第
三
話
は
、
元
の
『
宇
治
拾
遺
』

一
五
六
に
対
し
て
、
話
の
あ
ら
す
じ
こ
そ
同
じ
だ
が
、
叙
述
は
対
校
困
難
な
程

に
相
違
し
、
そ
の
上
に
か
な
り
の
重
要
な
加
筆
が
施
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

遣
唐
使
の
十
歳
程
の
子
は
、『
宇
治
拾
遺
』
で
は
、
雪
の
高
く
降
っ
た
日
、
外

へ
遊
び
に
行
っ
て
虎
に
襲
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、『
虎
物
語
』
に
は
、
家
の
中

に
居
て
夜
半
過
ぎ
に
山
か
ら
来
た
虎
に
「
首く
び

の
回ま

は

り
」
を
咥
え
ら
れ
ま
ま
連
れ

て
行
か
れ
た
と
あ
る
。
そ
の
跡
を
追
っ
た
父
親
が
虎
を
仕
留
め
る
場
面
で
も
、

『
宇
治
拾
遺
』
が
〝
じ
っ
と
踞
っ
て
い
る
虎
の
頭
を
太
刀
で
切
り
割
っ
た
が
、

な
お
食
ら
わ
ん
と
走
り
寄
っ
て
き
た
の
で
、
そ
の
背
骨
を
打
ち
砕
い
た
〟
な
ど

と
詳
述
す
る
の
に
対
し
て
、『
虎
物
語
』
は
「
山
際ぎ

は

に
て
つ
ゐ
に
追お

い
詰つ

め
て
、

太た

刀ち

を
以も

つ

て
虎と

ら

の
頭か

う
べ

を
切き

り
落お

と
し
け
り
。」と
い
う
簡
単
な
叙
述
に
留
ま
る
。

そ
の
反
対
に
『
宇
治
拾
遺
』
に
は
な
い
亡
児
の
懇
ろ
な
埋
葬
・
供
養
の
こ
と
が
、

『
虎
物
語
』
に
附
加
さ
れ
る
と
い
っ
た
違
い
も
あ
る
が
、
最
も
大
き
な
相
違
は
、

次
の
よ
う
な
後
日
譚
が
『
虎
物
語
』
に
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　

�

唐た
う

の
帝み

か
ど

の
上
聞ぶ

ん

に
達た

つ

し
、
大
き
に
感か

ん

じ
給
ひ
て
宣の

た
ま

は
く
、「
昔む

か
し

、
李り

将し
や
う

軍ぐ
ん

と
い
ひ
し
人
、
妻つ

ま

の
願ね

が

ひ
を
叶か

な

へ
ん
と
て
、
虎と

ら

の
生い

き
肝ゞ

も

を
取と

ら
ん
た
め

に
、
雲う

ん

上し
や
う

龍れ
う

と
い
ふ
馬
に
乗の

り
て
、
千
里
の
野
辺べ

に
出い

で
ゝ
虎と

ら

を
狙ね

ら

ひ
け

る
が
、
何な

に

と
か
し
た
り
け
ん
、
か
へ
つ
て
虎と

ら

に
食く

は
れ
て
失う

せ
に
け
り
。

古こ

今こ
ん

に
名
を
得え

し
猛ま

う

将し
や
う

さ
へ
虎と

ら

に
遭あ

ふ
て
は
か
く
の
如ご

と

し
。
況い

は

ん
や
そ
の

余よ

の
人じ

ん

倫り
ん

に
於お

ゐ
て
を
や
。
誰た

れ

か
は
虎と

ら

に
手
向む

か
ひ
せ
ん
。
然し

か

る
に
今
、

日
本
の
人
、
目ま

の
当あ

た
り
虎と

ら

を
手
打う

ち
に
し
た
り
。
上じ

や
う

古こ

も
末ま

つ

代だ
い

も
有あ

り

難が
た

き
例た

め
し

な
り
」
と
て
、
遣け

ん

唐た
う

使し

を
召め

さ
れ
て
、
様さ

ま

〴
〵
に
も
て
な
し
、
数か

ず

の
宝た

か
ら

を
給
は
り
て
ぞ
返か

へ

し
給
ふ
。
こ
れ
日
本
の
面め

ん

目ぼ
く

と
ぞ
聞
え
し
。

　

唐
の
皇
帝
が
虎
を
仕
留
め
た
遣
唐
使
を
絶
賛
し
あ
ま
た
褒
美
を
し
て
帰
国
さ

せ
た
と
い
う
こ
れ
は
、
第
三
話
冒
頭
の
「
い
づ
れ
の
帝み
か
ど

の
御
時
に
や
、
唐

も
ろ
こ
し

へ

勅ち
よ
く

使し

を
立
ら
れ
け
り
。こ
れ
を
遣け

ん

唐た
う

使し

と
い
ひ
て
、三
位
以い

上じ
や
う

の
人
の
才さ

い

覚か
く

優い
う

長て
う

な
る
人
を
選え

ら

び
て
、遣つ

か

は
さ
る
ゝ
作さ

法ほ
う

な
り
。」
と
い
う
、同
じ
く
独
自
な
遣
唐

使
の
説
明
的
叙
述
と
首
尾
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
日
本
の
面め
ん

目ぼ
く

」
の

顚
末
に
対
し
て
、『
宇
治
拾
遺
』
の
結
尾
は
大
き
く
様
相
が
異
な
っ
て
い
た
。

　
　

�
唐

も
ろ
こ
し

の
人
は
、
虎
に
あ
ひ
て
迯
る
事
だ
に
か
た
き
に
、
か
く
虎と

ら

を
ば
打う

ち

殺こ
ろ

し
て
、
子
を
取と

り
返か

へ

し
て
き
た
れ
ば
、
唐

も
ろ
こ
し

の
人
は
、
い
み
じ
き
事
に

い
ひ
て
、「
猶な
を

、
日
本
の
国
に
は
、
兵
の
か
た
は
な
ら
び
な
き
国
な
り
」

と
め
で
け
れ
ど
、
子
死
け
れ
ば
、
な
に
ゝ
か
は
せ
ん
。
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こ
こ
で
は
、「
唐

も
ろ
こ
し

の
人
」
が
称
賛
し
た
日
本
国
の
「
兵
」
の
名
誉
も
、
愛
児

を
失
っ
た
悲
し
み
に
空
し
く
掻
き
消
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
ス
ト
イ
ッ
ク
な

悲
話
を
反
転
さ
せ
る
か
の
如
く
、『
虎
物
語
』
は
日
本
的
武
勇
の
称
賛
を
中
国

皇
帝
に
よ
る
そ
れ
へ
と
強
化
す
る
こ
と
で
、
対
外
的
国
家
レ
ベ
ル
の
「
日
本
の

面め
ん

目ぼ
く

」
譚
に
書
き
替
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
、

　
　

�

帰き

朝て
う

し
て
後の

ち

、
我わ

が
君き

み

、
こ
の
由よ

し

聞き

こ
し
め
し
、「
名め

い

を
異い

国こ
く

に
施ほ

ど
こ

し
け

る
こ
そ
、
誠ま
こ
と

に
日
本
の
喜よ

ろ
こ

び
な
れ
」
と
て
、
叡ゑ

い

感か
ん

甚は
な
は

だ
な
の
め
な
ら
ず
。

す
な
は
ち
宰さ
い

相し
や
う

に
な
さ
れ
て
、
厚あ

つ

く
も
て
な
し
給
ひ
け
り
。

と
、
日
本
の
天
皇
に
よ
る
叡
感
と
厚
遇
を
語
っ
て
終
わ
る
の
は
、
両
国
の
「
帝
」

に
よ
る
連
繋
の
妙
さ
え
物
語
る
か
の
よ
う
だ
。

　

例
え
ば
阿
部
仲
麻
呂
、
吉
備
真
備
、
空
海
な
ど
、
遣
唐
使
の
留
学
生
や
留
学

僧
が
中
国
で
高
く
評
価
さ
れ
た
史
実
・
伝
説
は
少
な
く
な
い
が
、
留
意
す
べ
き

は
、
こ
の
遣
唐
使
が
評
価
さ
れ
た
の
は
「
武
勇
」
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
唐
帝
は

そ
の
評
価
を
先
掲
傍
線
部
の
李
将
軍
説
話
と
の
対
比
に
よ
っ
て
言
明
し
た
。
す

な
わ
ち
〝
妻
か
ら
虎
の
生
き
肝
を
所
望
さ
れ
た
李
将
軍
が
、
勇
躍
虎
狩
に
出
た

も
の
の
、
か
え
っ
て
虎
に
食
わ
れ
て
し
ま
っ
た
〟
と
い
う
話
を
引
い
て
、
そ
ん

な
古
今
に
名
高
い
猛
将
で
さ
え
手
向
か
え
ぬ
虎
を
、
日
本
の
こ
の
遣
唐
使
は

た
っ
た
一
人
で
手
打
ち
に
し
た
、
そ
の
武
勇
を
比
類
無
き
も
の
と
絶
賛
し
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
引
か
れ
た
李
将
軍
説
話
は
、
次
の
よ
う
な
仮
名
本
『
曾
我
物

語
』
巻
第
七
（
李
将
軍
が
事
）
の
そ
れ
に
拠
っ
た
と
思
し
い
。

　
　

�　

昔む
か
し

、
大
国こ

く

に
、
李り

将し
や
う

軍ぐ
ん

と
て
、
た
け
く
い
さ
め
る
武ぶ

勇よ
う

の
達た

つ

者し
や

あ
り
。

一
人
の
子
の
な
き
事
、
天
に
い
の
る
、
あ
わ
れ
み
に
や
、
妻さ
い

女
懐く

わ
い

妊に
ん

す
。

将し
や
う

軍ぐ
ん

よ
ろ
こ
ぶ
所
に
、
女ね

う

房ば
う

い
ふ
や
う
「
い
き
た
る
虎と

ら

の
肝き

も

こ
そ
ね
が
ひ

な
れ
」。
将し
や
う

軍ぐ
ん

、
や
す
き
事
と
て
、
お
ほ
く
の
兵

つ
わ
も
の

を
ひ
き
つ
れ
、
野
辺べ

に

い
で
て
、
虎と

ら

を
か
り
け
る
に
、
か
へ
つ
て
、
将し

や
う

軍ぐ
ん

、
虎と

ら

に
く
は
れ
て
う
せ

ぬ
。
の
り
た
り
け
る
雲う
ん

上し
や
う

龍れ
う

、
鞍く

ら

の
上う

へ

む
な
し
く
し
て
か
へ
り
ぬ
。
女ね

う

房ば
う

あ
や
し
み
て
、「
将し

や
う

軍ぐ
ん

、
虎と

ら

に
く
わ
れ
け
る
や
」
と
と
へ
ば
、
龍れ

う

、
涙
を

な
が
し
、
膝ひ
ざ

を
お
り
、
な
け
共
か
な
は
ず
。
…
…

　

本
文
は
十
行
古
活
字
本
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
振
り
仮
名
が
原
文
）
を
引

い
た
が
、太
山
寺
本
な
ど
と
も
大
同
小
異
の
右
の
説
話
が
典
拠
で
あ
る
こ
と
は
、

妻
の
望
ん
だ
「
い
き
た
る
虎と
ら

の
肝き

も

」
や
将
軍
が
乗
っ
た
愛
馬
の
名
「
雲う

ん

上し
や
う

龍れ
う

」

が
合
致
す
る
点
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
仮
名
本『
曾
我
物
語
』に
は
、〝
当

時
胎
内
に
い
て
、
の
ち
出
生
し
た
将
軍
の
子
「
か
ふ
り
よ
く
」
が
、
父
の
敵
を

取
る
べ
く
、
七
歳
の
時
、
雲
上
龍
に
乗
っ
て
千
里
の
野
辺
に
出
て
、
虎
と
思
っ

て
射
た
と
こ
ろ
、
矢
が
刺
さ
っ
て
い
た
の
は
苔
む
し
た
石
で
あ
っ
た
が
、
さ
よ

う
な
一
念
を
も
っ
て
、
の
ち
つ
い
に
父
の
敵
で
あ
る
虎
を
射
た
〟
と
い
う
話
が

展
開
さ
れ
る
。
石
に
矢
が
刺
さ
る
「
没
石
」（『
塵
袋
』
第
六
46
、
東
洋
文
庫
）

な
ど
と
呼
ば
れ
る
故
事
で
あ
る
。
そ
れ
を
前
漢
の
武
将
李
広
の
事
蹟
と
す
る
の

は
、『
史
記
』
列
伝
や
『
漢
書
』
列
伝
に
遡
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
復
讐
譚

と
な
る
要
素
の
父
の
虎
害
死
が
見
え
な
い
。
そ
れ
は
『
蒙
求
』「
李
広
成
蹊
」

の
末
尾
に
「
広
父
為
虎
所
死
、
広
猿
臂
射
、
見
草
中
石
以
為
乕
、
遂
射
之
没
羽
、

更
射
之
、
終
不
能
没
石
也

）
（1
（

」
と
記
す
古
註
に
由
来
し
た
よ
う
だ
。
こ
れ
を
、
日

本
で
は
『
注
好
選
』
上
70
や
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
17
な
ど
が
、
母
を
害
し
た

虎
を
狙
っ
た
李
広
の
話
と
し
て
、
真
名
本
『
曾
我
物
語
』
巻
第
四
は
同
じ
く
母

を
害
し
た
虎
を
射
る
話
を「
胡
の
深
王
」（
東
洋
文
庫
）の
そ
れ
と
し
て
伝
え
る
。

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
通
例
は
李
広
を
指
す
「
李
将
軍
」
の
遺
児
に
よ
る
復
讐
譚

と
し
て
載
せ
る
の
が
、
仮
名
本
『
曾
我
物
語
』
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
拠
っ
た
『
虎
物
語
』
で
見
る
べ
き
は
、
李
将
軍
が
虎
に
食
わ
れ
た
前
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半
だ
け
を
切
り
取
り
、
そ
れ
を
唐
帝
に
語
ら
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
仮
名
本
『
曾

我
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
妻
は
こ
の
時
に
待
望
の
児
を
宿
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ

の
た
め
虎
の
生
き
肝
を
求
め
た
の
だ
が
、『
虎
物
語
』
は
懐
妊
の
こ
と
に
触
れ

な
い
。
そ
の
分
、
虎
肝
所
望
の
理
由
が
わ
か
り
に
く
い
反
面
、
胎
児
の
存
在
も

出
生
後
の
父
の
敵
討
も
、
問
い
質
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
巧
み
な
表
現
操
作
と

言
う
べ
き
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
該
話
の
日
本
に
お
け
る
伝
承
状
況
か
ら
す
れ
ば
、

本
来
そ
れ
が
敵
討
へ
と
展
開
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
、
第

三
話
の
遣
唐
使
の
虎
退
治
が
報
復
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
共
鳴
す
る
。そ
の
点
で
、

典
拠
が
仮
名
本
『
曾
我
物
語
』
で
あ
っ
た
意
味
は
大
き
い
。
そ
こ
に
お
い
て
件

の
復
讐
譚
を
弟
の
五
郎
時
致
が
語
る
の
は
、
自
分
た
ち
を
「
寒
苦
鳥
」
に
喩
え

て
仇
討
に
気
弱
な
様
子
を
見
せ
た
兄
の
十
郎
祐
成
を
鼓
舞
す
る
た
め
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、『
虎
物
語
』
第
三
話
は
李
将
軍
説
話
を
仲
立
ち
に
し
て
、
曾

我
兄
弟
の
仇
討
ま
で
も
手
繰
り
寄
せ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
日
本
の
遣

唐
使
の
虎
退
治
が
、「
武ぶ

勇よ
う

の
達た

つ

者し
や

」
の
中
国
将
軍
の
虎
狩
失
敗
と
の
対
比
に

て
絶
賛
さ
れ
、
そ
の
類
稀
な
武
名
が
、「
日
本
の
大
将
軍
」（
仮
名
本
『
曾
我
物

語
』巻
第
十
）頼
朝
に
称
賛
さ
れ
る
曾
我
兄
弟
の
仇
討

）
11
（

の
そ
れ
に
重
ね
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
連
関
の
も
と
、
日
本
的
武
勇
の
顕
彰
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
、
第
四
話
／
朝
鮮
に
逃
亡
し
た
日
本
武
士

　

第
二
話
に
お
い
て
「
新
羅
」
自
体
の
存
在
を
消
す
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
『
虎

物
語
』
は
、
第
四
話
で
は
新
羅
に
替
え
て
「
朝て
う

鮮せ
ん

国こ
く

」
を
虎
退
治
の
舞
台
と
し

て
前
面
に
押
し
出
す
。
こ
の
一
種
の
食
い
違
い
は
、
第
四
話
が
朝
鮮
王
朝
時
代

の
日
朝
交
流
史
を
踏
ま
え
て
、
最
も
積
極
的
に
改
作
さ
れ
た
た
め
に
生
じ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
抑
も
、『
宇
治
拾
遺
』
の
一
五
五
と
一
五
六
の
順
序
を
入

れ
替
え
、
一
五
五
に
基
づ
く
該
話
を
掉
尾
に
配
し
、
そ
こ
に
計
五
図
の
う
ち
三

つ
も
の
絵
を
描
き
入
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
意
識
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
よ

う
。「
解
題
」
に
は
、
絵
の
図
柄
を
含
む
説
明
が
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。

　
　

�

④
「
う
ち
ひ
さ
虎
を
射
る
事
」
は
、
朝
鮮
に
渡
っ
た
日
本
人
が
、
虎
に
悩

ま
さ
れ
て
い
る
人
々
を
救
う
べ
く
こ
れ
と
一
騎
打
ち
し
、
見
事
に
し
と
め

る
話
。
こ
の
中
で
、
虎
退
治
を
申
し
出
る
う
ち
ひ
さ
の
様
子
と
、
虎
を
射

る
う
ち
ひ
さ
の
様
子
、
仕
留
め
ら
れ
た
虎
を
検
分
す
る
人
々
の
様
子
の
三

図
の
絵
が
挿
入
さ
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
「
解
題
」
に
は
、
先
掲
の
全
体
構
成
に
関
す
る
説
明
の
あ
と
に
、

「
な
お
、「
う
ち
ひ
さ
虎
を
射
る
事
」
は
、
宇
治
拾
遺
で
は
主
人
公
を
「
宗
行
の

郎
党
」
と
し
て
い
る
が
、
本
資
料
で
は
、「
な
が
と
の
く
に
の
う
ち
ひ
さ
」
と

し
て
い
る
。」
と
い
う
改
変
の
具
体
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
第
二
話
と
同
様
、

確
か
に
第
四
話
に
も
地
名
・
人
名
に
重
大
な
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　

�

又
、
長な

が

門と

の
国く

に

ゝ
う
ち
ひ
さ
と
い
ふ
兵

つ
は
も
の

あ
り
け
り
。
身
に
あ
て
ゝ
大
敵て

き

を
持も

ち
け
る
が
、
彼か

れ

は
一
類る

い

広ひ
ろ

く
し
て
、
こ
ゝ
か
し
こ
付つ

き
回ま

は

り
て
狙ね

ら

ふ

程ほ
ど

に
、
身
の
置を

き
所ど

こ
ろ

な
く
し
て
、
ひ
そ
か
に
小せ

う

船せ
ん

に
取と

り
乗の

り
、
朝て

う

鮮せ
ん

国こ
く

へ
ぞ
逃に

げ
行ゆ

き
け
る
。
彼か

の
国く

に

ゝ
ね
き
と
い
ふ
所と

こ
ろ

あ
り
。
そ
の
所と

こ
ろ

に
至い

た

り

ぬ
れ
ば
、
諸
人
い
み
じ
う
騒さ
は

ぎ
の
ゝ
し
る
程ほ

ど

に
、
何な

に

事ご
と

の
起お

き
て
か
く
ひ

し
め
く
や
ら
ん
と
怪あ
や

し
く
て
、
か
た
へ
の
人
に
遭あ

ふ
て
、
こ
れ
を
尋た

づ

ね
問と

ひ
け
れ
ば
、「
こ
の
頃ご

ろ

、
虎と

ら

の
山
よ
り
こ
の
里さ

と

へ
夜よ

な
〳
〵
来き

た
り
て
、

人
を
と
り
て
食く

ら
ふ
故ゆ

へ

に
、
か
く
の
如ご

と

く
用よ

う

心じ
ん

を
す
る
な
り
」
と
語か

た

る
。

　

こ
れ
が
『
虎
物
語
』
第
四
話
の
冒
頭
部
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
傍
線
部
が
、

次
の
『
宇
治
拾
遺
』
一
五
五
の
冒
頭
部
に
あ
る
「
壱
岐
守
宗
行
が
郎
等
」「
新
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羅
国
」「
金き

ん

海か
い

」
を
そ
れ
ぞ
れ
改
変
し
た
も
の
と
わ
か
る
。

　
　

�
今い

ま

は
昔む

か
し

、
壱
岐
守
宗
行
が
郎
等
を
、
は
か
な
き
こ
と
に
よ
り
て
、
主
の
殺こ

ろ

さ
ん
と
し
け
れ
ば
、
小
舟
に
乗の

り
て
逃に

げ
て
新
羅
国
へ
わ
た
り
て
、
隠か

く

れ

て
ゐ
た
り
け
る
程ほ
ど

に
、
新
羅
の
金き

ん

海か
い

と
い
ふ
所と

こ
ろ

の
い
み
じ
う
の
ゝ
し
り
騒さ

は

ぐ
。「
何な

に

事ご
と

ぞ
」
と
問ゝ
へ
ば
、「
虎と

ら

の
国こ

府う

に
入
て
、
人
を
く
ら
ふ
也
」
と

い
ふ
。
…
…

　

で
は
、『
虎
物
語
』
の
「
長な
が

門と

の
国く

に

」
の
「
う
ち
ひ
さ
」
と
は
誰
か
、「
朝て

う

鮮せ
ん

国こ
く

」
に
あ
る
「
ね
き
」
と
は
ど
こ
か
、
と
も
ど
も
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
が
、
そ

の
確
定
は
容
易
で
は
な
い
。「
う
ち
ひ
さ
」
は
「
氏う
ぢ

久ひ
さ

」
だ
ろ
う
が
、
長
門
国

の
武
将
と
し
て
は
、
大
内
氏
家
臣
で
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
正
月
に
吉
見
信

頼
と
長
門
国
地
福
（
現
、
山
口
市
）
で
戦
っ
て
死
ん
だ
と
い
う
末
武
氏
久
が
確

認
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
（『
萩
藩
閥
閲
録
』
等
）。「
ね
き
」
に
つ
い
て
は
「
ね
ぎ
」

と
読
ん
で
、
日
本
で
は
「
と
く
ね
ぎ

0

0

・
と
う
ね
ぎ

0

0

」
と
呼
ば
れ
た
「
東
萊
」
と

い
う
慶
尚
道
の
地
方
府
を
指
す
と
考
え
た
い
。
な
お
、「
ね
き
」
は
も
う
一
度
、

氏
久
が
虎
を
射
殺
し
て
帰
る
場
面
に
、「
そ
の
矢
を
も
抜ぬ

か
ず
し
て
、
と
く
ね

0

0

0

き0

に
帰か

へ

り
て
」
と
表
現
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
「
疾と

く
ね
ぎ
」
と
「
東と

く

萊ね
ぎ

」
を
掛

け
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
そ
う
し
た
同
定
・
比
定
の
手
懸
か
り

も
、
該
話
が
背
景
と
す
る
日
朝
交
流
史
の
実
際
に
求
め
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
は
元
の『
宇
治
拾
遺
』一
五
五
に
影
響
を
与
え
た
事
例
を
見
て
み
た
い
。

そ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
六
月
十
四
日
条
な
ど
に
記
さ
れ

る
）
1（
（

、
平
家
の
追
討
を
受
け
て
高
麗
国
に
逃
げ
た
対
馬
守
藤
原
親
光
に
関
す
る
も

の
で
、
そ
の
対
馬
か
ら
高
麗
へ
の
逃
亡
は
、
薩
摩
平
氏
阿
多
忠
景
の
鬼
界
島
、

平
泉
藤
原
泰
衡
の
蝦
夷
島
、
越
後
城
助
職
の
佐
渡
へ
の
逃
亡
（
企
て
）
例
と
と

も
に
、「
十
二
世
紀
後
半
期
に
境
界
領
域
を
支
配
し
た
者
が
、
圧
迫
を
被
っ
た

と
き
に
見
せ
る
行
動
パ
タ
ー
ン

）
11
（

」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
当
然
、

逃
亡
先
と
の
活
発
な
交
通
・
交
易
を
前
提
と
し
た
が
、
高
麗
・
朝
鮮
は
そ
の
条

件
の
最
も
整
っ
た
ア
ジ
ー
ル
で
あ
っ
た
ろ
う
。『
宇
治
拾
遺
』
一
五
五
で
は
、

新
羅
に
逃
亡
す
る
の
は
壱
岐
守
宗
行
の
郎
等
で
、
そ
の
原
因
も
主
従
間
の
争
い

で
あ
る
点
で
、
支
配
者
の
逃
亡
と
は
言
い
難
い
け
れ
ど
、
壱
岐
も
ま
た
西
の
境

界
領
域
で
あ
る
こ
と
、
逃
亡
先
の
金
海
が
日
本
と
の
交
流
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
該
話
も
右
の
類
型
を
踏
襲
す
る
証
左
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
と
に
金

海
府
（
金
州
）
は
、
十
世
紀
後
半
以
降
の
漂
流
民
返
還
な
ど
に
関
わ
る
「
対
日

本
外
交
の
最
前
線

）
11
（

」
で
あ
り
、
一
二
二
七
年
高
麗
の
全
羅
州
道
按
察
使
が
大
宰

府
に
倭
寇
禁
圧
を
求
め
た
牒
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
対
馬
と
の
交
易
等
で
「
日
本

人
接
待
の
た
め
の
館
舎

）
11
（

」
が
設
営
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

そ
の
金
海
に
替
え
て『
虎
物
語
』第
四
話
が
設
定
し
た
朝
鮮
国
の「
東
萊
」は
、

「
朝
鮮
初
め
三さ
ん

浦ぽ

の
一
つ
、
富
山
浦
を
置
き
倭わ

館か
ん

を
設
け
、
日
本
人
が
居
住
し

て
交
易
し
た
。」（
岩
波
文
庫
『
高
麗
史
日
本
伝
（
上
）』〔
世
家
一八四〕）
な
ど
と

説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
同
じ
く
日
朝
交
流
の
拠
点
で
あ
っ
た
が
、
近
世
期
に
か

け
て
は
、
む
し
ろ
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
第
一
次
朝
鮮
侵
略
（
文
禄
の
役
＝
壬
辰
倭

乱
）
の
最
初
の
戦
場
で
あ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
は
な
い
か
。
一
五
九
二

年
四
月
十
二
日
、
釜
山
に
侵
攻
し
た
小
西
行
長
・
宗
義
智
ら
の
第
一
軍
は
翌

十
三
日
に
釜
山
城
を
攻
め
落
と
し
、
十
四
日
に
は
東
萊
城
を
陥
れ
た
。
例
え
ば

小
瀬
甫
庵
著
『
太
閤
記
』
巻
十
三
（
一
六
三
七
年
三
月
以
前
刊
）
に
は
、「
さ

る
程
に
小
西
摂
津
守
は
、
惣ソ
ウ

軍グ
ン

勢ゼ
イ

に
先
立
事
莫
大
に
し
て
、
釜フ

山
海
、
と
く
ね

0

0

0

ぎ0

両
城
を
攻
落
し
、
振フ

ル
フ

二

猛マ
ウ

威イ
ヲ

一

事
甚
以
夥ヲ

ビ

しタ
ヽ

。」（
寛
永
無
刊
記
本
、
新
日
本
古

典
文
学
大
系
）
と
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
記
憶
は
、
氏
久
の
虎
退
治
か
ら
、
秀
吉

の
命
で
朝
鮮
出
兵
の
諸
大
名
ら
が
行
っ
た
虎
狩

）
11
（

へ
の
連
想
に
も
導
か
れ
易
い
こ



― 11 ―

と
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
東
萊
城
は
「
倭
城
」
と
な
り
、
主
に
毛
利
秀
元
・
同
家

臣
吉
川
広
家
が
在
番
し
た

）
11
（

。
ま
た
、
周
知
の
通
り
、
毛
利
氏
は
十
六
世
紀
中
頃

に
大
内
氏
を
倒
し
「
長な
が

門と

の
国く

に

」
を
領
有
し
た
。
そ
の
こ
と
に
関
連
づ
け
る
の

な
ら
、
毛
利
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
た
出
雲
の
尼
子
氏
久
な
ど
も

）
11
（

、「
氏う

ぢ

久ひ
さ

」
の
モ
デ

ル
候
補
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

尼
子
氏
久
は
、
新
宮
党
二
代
目
当
主
で
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
に
従

兄
弟
の
晴
久
に
殺
さ
れ
た
誠
久
の
子
と
さ
れ
る
が
、
抑
も
実
在
し
た
か
ど
う
か

疑
わ
し
い
。
誠
久
の
男
で
知
ら
れ
る
の
は
、
父
と
祖
父
国
久
が
殺
さ
れ
た
時
、

京
都
に
逃
れ
て
、
の
ち
山
中
鹿
介
ら
に
擁
立
さ
れ
、
一
時
は
出
雲
に
復
活
を
果

た
し
た
勝
久
で
あ
る
。
彼
は
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
毛
利
氏
に
攻
め
ら
れ
播

磨
国
上
月
城
で
大
将
と
し
て
自
害
す
る
が
、香
川
正
矩
（
一
六
六
〇
年
十
月
没
）

の
著
し
た
毛
利
氏
を
中
心
と
す
る
軍
記
『
陰
徳
記
』
に
は
、
勝
久
自
害
の
あ
と

「
助
四
郎
氏
久

0

0

サ
ス
ガ
大
将
ノ
御
自
害
程
候
ト
テ
続
テ
腹
ヲ
ゾ
切
レ
ケ
ル
。
イ

ト
潔
ク
見
ヘ
ニ
ケ
ル
。」（
巻
之
第
五
十
六
「
上
月
之
城
没
落
之
事
」。
マ
ツ
ノ

書
店
、
一
九
九
六
）
と
、「
従
子
」
氏
久
も
こ
の
時
切
腹
し
た
と
語
ら
れ
る
（
宣

阿
著
『
陰
徳
太
平
記
』
も
同
）。
甥
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
そ
こ
で
は
ま
る

で
勝
久
の
分
身
の
よ
う
な
氏
久
で
あ
る
。
先
掲
の
第
四
話
冒
頭
部
に
よ
れ
ば
、

「
氏う
ぢ

久ひ
さ

」
の
相
手
は
「
大
敵て

き

」
で
、
そ
の
一
類
に
広
く
追
尾
さ
れ
「
身
の
置を

き

所ど
こ
ろ

」
も
な
か
っ
た
。
中
国
制
覇
を
果
た
し
た
毛
利
氏
は
大
敵
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
。
長
門
出
身
で
は
な
い
が
、
毛
利
氏
に
よ
り
敗
死
し
た
伝
説
の
武
将
尼
子

氏
久
が
、
実
は
生
き
延
び
て
長
門
か
ら
密
か
に
朝
鮮
に
渡
り
再
興
を
図
ろ
う
と

し
た
、
と
い
う
『
虎
物
語
』
に
よ
る
発
展
的
構
想
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
う
し
た
朝
鮮
逃
亡
劇
の
先
蹤
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
嘉
吉
の
乱
で
追

伐
さ
れ
た
赤
松
満
祐
の
弟
則
繁
の
そ
れ
で
あ
る

）
11
（

。
万
里
小
路
時
房
の『
建
内
記
』

嘉
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
六
月
二
十
三
日
条
（
大
日
本
古
記
録
）
に
記
さ
れ
た

「
高
麗
国
朝
貢
使
」の
訴
え
に
よ
れ
ば
、前
々
年
の
乱
で
播
磨
国
を
没
落
し
た「
赤

松
左
馬
助
」（「
謀
反
人
也
」
と
注
記
）
則
繁
は
、そ
の
後
行
き
方
知
れ
ず
で
あ
っ

た
が
、筑
紫
の
菊
池
氏（
実
際
は
少
弐
教
頼
か

）
11
（

）を
憑
ん
で
高
麗
国
に
渡
り
、一
ヶ

国
を
討
ち
取
っ
て
難
儀
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
。
倭
寇
と
化
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
伝
聞
に
拠
っ
て
か
、
さ
ら
に
『
嘉
吉
物
語
』（
成
立
時
期
等
不
明
、

続
群
書
類
従
）
に
は
、
高
麗
国
で
「
清
水
の
将
軍
」
と
仰
が
れ
た
則
繁
だ
が
、

甥
の
則
尚
を
も
り
立
て
再
起
せ
ん
と
帰
国
、
最
後
は
追
討
さ
れ
て
「
河
内
国
太

子
」
で
自
害
し
た
と
語
ら
れ
る
。
真
偽
の
程
は
と
も
か
く
、
そ
の
高
麗
で
の
英

雄
譚
は
、先
の
対
馬
守
親
光
が
、彼
の
郎
従
の
猛
虎
退
治
に
感
じ
た
高
麗
の
「
国

主
」（
国
王
明
宗
か
）
か
ら
三
ヶ
国
を
与
え
ら
れ
、
帰
国
の
際
は
宝
物
を
三
艘

の
船
に
載
せ
て
送
ら
れ
た
と
い
う
の
と
同
様
、
日
本
的
武
勇
の
優
越
を
抜
か
り

な
く
物
語
る
。『
虎
物
語
』
第
四
話
も
ま
さ
し
く
そ
の
系
譜
に
連
な
る
が
、
そ

こ
で
の
氏
久
は
、
親
光
や
則
繁
と
違
っ
て
、
再
び
日
本
に
戻
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
高
麗
・
朝
鮮
へ
の
新
た
な
逃
亡
劇
と
言
う
べ
き
、
そ
の
結
末
を
物
語
る
第

四
話
の
末
尾
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

�

こ
の
由よ

し

、
国こ

く

司し

聞き

こ
し
め
し
て
、「
か
ゝ
る
ゆ
ゝ
し
き
兵

つ
は
も
の

は
国く

に

の
大お

ほ

き
な

る
宝た
か
ら

な
り
。
こ
の
国く

に

の
守ま

も

り
と
な
す
べ
し
」
と
宣の

た
ま

ひ
て
、
か
の
う
ぢ
ひ
さ

を
召め

さ
れ
て
、
国く

に

を
与あ

た

へ
位く

ら
ゐ

を
授さ

づ

け
召め

し
使つ

か

は
せ
給た

ま

ひ
け
り
。
こ
の
故ゆ

へ

に

や
、
四
夷ゐ

乱み
だ

れ
を
な
さ
ず
、
時と

き

つ
風か

ぜ

静し
づ

か
に
し
て
、
万
民み

ん

と
も
に
豊ゆ

た

か
に

栄さ
か

へ
け
り
。
う
ぢ
ひ
さ
も
代
々
、
君
の
寵て

う

臣し
ん

と
し
て
、
家
門も

ん

広ひ
ろ

ご
り
は
ひ

か
づ
く
。
子
孫そ
ん

、
今
に
穏を

だ

や
か
也
。
こ
れ
併

し
か
し
な
が

ら
弓ゆ

み

矢や

の
名め

い

誉よ

な
り
。
め

で
た
か
り
け
る
事
な
る
べ
し
。

　

国
司
か
ら
虎
退
治
に
よ
り
国
の
大
き
な
宝
と
称
さ
れ
た
氏
久
は
、
領
国
と
地
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位
を
与
え
ら
れ
寵
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
た
め
国
は
乱
れ
る
こ
と
な
く
静
か
で
万

民
み
な
豊
か
に
栄
え
た
、
と
い
い
、
氏
久
も
代
々
国
王
の
寵
臣
と
な
り
家
門
広

が
り
子
孫
も
今
に
安
穏
で
あ
る
、
と
い
う
。
一
方
の
『
宇
治
拾
遺
』
一
五
五
で

は
、
猛
虎
を
退
治
し
て
く
れ
た
郎
等
を
、
金
海
の
人
々
は
惜
し
み
留
め
て
大
切

に
し
て
く
れ
た
が
、
彼
は
妻
子
を
恋
う
て
筑
紫
に
帰
り
、
主
の
宗
行
に
報
告
し

た
と
こ
ろ
、「
日
本
の
お
も
て
お
こ
し
」
で
あ
る
と
勘
当
も
赦
さ
れ
、
賜
っ
た

禄
を
主
に
も
取
ら
せ
た
す
る
。
最
後
の
「
多お
ほ

く
の
商
人
ど
も
、
新
羅
の
人
の
い

ふ
を
聞き

ゝ
て
語か

た

り
け
れ
ば
、
筑つ

く

紫し

に
も
こ
の
国
の
人
の
兵
は
い
み
じ
き
も
の
に

ぞ
し
け
る
と
か
。」
は
、
明
ら
か
に
『
宇
治
拾
遺
』
三
九
と
の
連
繋
を
意
識
し

た
も
の
で
、
郎
等
の
猛
虎
退
治
の
事
実
性
と
称
賛
評
価
の
両
国
共
有
化
を
強
調

す
る
結
び
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
書
き
替
え
た
『
虎
物
語
』
で
注
意
し
た
い

の
は
、
虎
退
治
に
よ
っ
て
家
門
再
興
の
夢
が
叶
っ
た
だ
け
で
な
く
、
氏
久
の
寵

用
が
ほ
と
ん
ど
国
家
レ
ベ
ル
の
安
寧
と
繁
栄
ま
で
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
こ
と

だ
。
そ
れ
が
す
べ
て
「
弓ゆ
み

矢や

の
名め

い

誉よ

」
と
し
て
語
ら
れ
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。

朝
鮮
国
の
英
雄
と
な
っ
た
氏
久
は
、日
本
的
武
勇
の
勝
利
を
象
徴
し
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
は
、「
東
萊
」
や
「
虎
」
を
め
ぐ
る
記
憶
を
介
し
て
、
秀
吉
の
朝
鮮

侵
略
と
の
寓
意
的
関
係
を
と
り
結
ぶ
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
氏
久
に
お

け
る
朝
鮮
へ
の
帰
化
と
家
門
隆
盛
は
、
秀
吉
に
と
っ
て
の
朝
鮮
の
征
服
と
日
本

支
配
を
喚
起
す
る
仕
組
み
に
あ
る
と
観
察
さ
れ
る
。

　

天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
八
月
頃
よ
り
、
秀
吉
は
翌
年
の
明
国
出
兵
を
広

く
催
促
し
準
備
を
命
じ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
例
え
ば
島
津
久
通
編
『
征
韓

録
』（
寛
文
十
一
年
〔
一
六
七
一
〕
序
・
跋
）
の
巻
頭
に
引
か
れ
る
「
天
正

十
九
年
九
月
下
旬
」
の
「
御
朱
印
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
え
る
。

　
　

�　

縦た
と
い

朝
鮮
国
幕
下
に
属
せ
ず
と
雖
も
、
斯
の
時
争

い
か
で
か

本
朝
に
対
し
て
干か

ん

戈か

を
戦
は
し
め
ん
や
。
更
に
漢
土
は
文
書
を
専
に
し
て
世
を
保
つ
。
和
国
は

弓
箭
を
以
て
国
を
治
む
。
夫そ
れ

吾
が
朝
は
小
国
為た

り
と
雖
も
、
知
恵
国
と
為

す
。
今
又
、
秀
吉
威
名
を
抽ぬ
き

ん
づ
る
を
以
て
、
武
勇
第
一
之
国
と
号
せ
ん

こ
と
必
然
な
り

）
11
（

。

　

朱
印
状
と
し
て
の
信
憑
性
は
と
も
か
く
も
、
右
の
「
和
国
は
弓
箭
を
以
て
国

を
治
」
め
、
今
や
秀
吉
の
抜
き
ん
出
た
威
名
を
も
っ
て
「
武
勇
第
一
之
国
」
と

称
し
て
当
然
だ
と
い
う
自
国
観
は
、
先
掲
の
『
虎
物
語
』
第
四
話
末
尾
に
お
け

る
氏
久
の
英
雄
観
と
み
ご
と
に
重
な
る
。
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
と
の
寓
意
的
関
係

を
想
定
す
る
所
以
だ
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
相
手
に
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で

「
文
書
を
専
」
に
す
る
中
国
で
あ
っ
た
。
そ
の
対
応
関
係
の
構
築
こ
そ
、『
虎
物

語
』
に
お
け
る
改
作
の
眼
目
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

お
わ
り
に

　

如
上
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
虎
関
係
説
話
に
基
づ
く
奈
良
絵
本
『
宇
治
拾

遺
虎
物
語
』
は
、
日
本
的
武
勇
の
誇
示
と
い
う
元
の
主
題
性
を
継
承
・
強
化
し

て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、と
く
に
日
本
人
の
虎
退
治
に
対
す
る
、

第
三
話
の
中
国
皇
帝
の
「
李
将
軍
」
と
対
比
し
て
の
絶
賛
、
第
四
話
の
朝
鮮
で

の
「
国
の
宝
・
国
の
守
り
」
と
し
て
の
評
価
な
ど
の
積
極
的
な
加
筆
部
分
に
端

的
に
窺
え
る
。
そ
の
営
為
は
、『
宇
治
拾
遺
』
に
つ
い
て
の
解
釈
的
理
解
を
追

認
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
そ
の
受
容
的
解
釈
を
再
現
す
る
も
の
と
し
て
興

味
深
い
が
、
さ
ら
に
第
三
話
で
は
日
本
の
天
皇
に
よ
る
叡
感
と
厚
遇
、
第
四
話

で
は
日
本
武
士
の
朝
鮮
へ
の
帰
化
、
国
王
の
寵
臣
と
し
て
の
家
門
繁
栄
・
子
孫

安
穏
ま
で
も
潤
色
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
も
は
や
享
受
的
再
編
の
レ
ベ
ル
を
超
え
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た
『
虎
物
語
』
の
再
創
造
的
な
改
作
へ
の
意
志
が
認
め
ら
れ
る
。

　

そ
う
し
た
改
作
意
志
は
、
よ
り
強
く
中
国
を
意
識
し
た
と
こ
ろ
に
始
ま
る
よ

う
だ
。
何
よ
り
巻
頭
第
一
話
に
中
国
を
メ
ッ
カ
と
す
る
「
龍
虎
の
争
い
」
を
描

い
た
こ
と
が
大
き
い
。
逆
に
第
二
話
で
「
新
羅
」
を
消
去
し
た
よ
う
に
、『
宇

治
拾
遺
』
の
虎
関
係
説
話
に
見
出
せ
た
中
国
と
朝
鮮
の
一
体
的
な
捉
え
方
は
、

も
は
や
服
属
関
係
を
内
実
と
す
る
よ
う
な
も
の
に
変
容
し
て
い
る
。
そ
の
第
二

話
の
「
慶
州
」
に
お
け
る
虎
と
鰐
の
格
闘
を
、「
筑
紫
」
で
は
な
く
「
明
州
」

の
商
人
が
目
撃
す
る
と
い
う
設
定
に
改
め
る
こ
と
で
、
中
国
に
朝
鮮
猛
虎
の
脅

威
を
実
感
さ
せ
る
か
た
ち
を
と
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
第
三
話
の
遣
唐
使
に
よ

る
虎
退
治
だ
け
で
な
く
、
第
四
話
の
長
門
か
ら
朝
鮮
に
逃
れ
た
兵
の
虎
退
治
に

誇
示
さ
れ
る
日
本
的
武
勇
を
も
、
中
国
に
認
知
さ
せ
る
と
い
う
構
成
的
展
開
を

企
て
た
の
が
、『
虎
物
語
』
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

か
く
し
て
『
宇
治
拾
遺
』
の
「
虎
」
を
め
ぐ
る
主
題
的
世
界
を
、
中
国
に
照

準
を
合
わ
せ
て
語
り
直
し
た
『
虎
物
語
』
だ
が
、そ
こ
に
横
た
わ
る
中
国
観
は
、

奈
良
絵
本
と
し
て
の
制
作
時
期
と
も
関
わ
っ
て
、
第
四
話
に
ひ
そ
む
秀
吉
の
朝

鮮
侵
略
と
の
関
連
が
鍵
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
秀
吉
の
そ
れ
は
「
唐
入
」
と

称
さ
れ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
を
通
路
と
し
て
大
明
国
を
制
覇
せ
ん
と
す
る
無
謀
な

企
て
に
係
る
中
国
観
で
あ
っ
た
。『
虎
物
語
』
が
は
た
し
て
秀
吉
の
二
の
舞
を

演
じ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
さ
ら
な
る
検
証
を
期
し
た
い
。

【
注
】

（
１
）　

山
口
眞
琴
「〈
か
ら
く
に
の
虎
〉
を
め
ぐ
る
朝
鮮
・
中
国
観
に
つ
い
て
」

（『
東
ア
ジ
ア
の
今
昔
物
語
集
―
翻
訳
・
変
成
・
予
言
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
二
・
七
）。

（
２
）　

同
目
録
の
「
解
題
」
に
は
、
併
せ
て
冒
頭
第
一
紙
と
計
五
枚
の
絵
が
関

連
す
る
解
説
・
翻
字
を
附
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
当
該
絵
巻
は
、
そ
の

ほ
か
『
明
治
古
典
会
七
夕
古
書
入
札
会
目
録　

平
成
22
年
』（
明
治
古
典
会
、

二
〇
一
〇
・
七
）
の
「
古
典
籍
」
項
に
、1838

「
虎
物
語　

奈
良
絵
本　

寛

文
・
延
宝
頃
写　

33

×1090　

一
巻
」
と
し
て
、
冒
頭
第
一
紙
と
最
初
の

絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）　

主
た
る
理
由
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
原
話
に
対
し
て
、『
虎
物
語
』
の

加
筆
に
よ
る
本
文
異
同
の
度
合
い
が
大
き
く
、
ま
た
重
要
な
人
名
・
地
名

等
の
意
図
的
改
変
に
よ
る
相
違
が
改
作
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
４
）　

小
峯
和
明
『
宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
時
空
』（
若
草
書
房
、
一
九
九
九
）

12
「
宇
治
拾
遺
物
語
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
」（
初
出
一
九
九
三
）、
同
「
宇
治

拾
遺
物
語
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
」（『
陽
明
文
庫
蔵　

重
要
美
術
品　

宇
治
拾

遺
物
語
絵
巻
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
）。

（
５
）　
『
宇
治
拾
遺
』
の
虎
関
係
説
話
の
う
ち
一
五
五
は
、国
会
図
書
館
蔵
『
今

昔
物
語
絵
巻
』
絵
本
一
冊
（
近
世
後
期
。
白
描
、
一
部
に
淡
彩
）
に
、
絵

の
み
全
十
一
例
あ
る
一
つ
と
し
て
収
め
ら
れ
る
。

（
６
）　

石
川
透
『
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
展
開
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
九
）

第
三
編
・
第
二
章
「
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
筆
跡
と
制
作
時
期
」（
初
出

二
〇
〇
五
）。

（
７
）　

新
釈
漢
文
大
系
の
訓
読
文
に
拠
る
。『
謡
曲
叢
書
』
第
三
巻
（
博
文
館
、

一
九
一
五
）
や
『
謡
曲
大
観
』
第
五
巻
（
明
治
書
院
、
一
九
三
一
）
の
頭

注
指
摘
。
前
者
は『
文
選
』巻
四
十
七
・
王
褒「
聖
主
得
二

賢
臣
一

頌
」の「
故

世
必
有
二

聖
智
之
君
一

、
而
後
有
二

賢
明
之
臣
一

。
虎
嘯
而
谷
風
冽
、
龍
興
而

致
二

雲
氣
一

」（
新
釈
漢
文
大
系
）、
後
者
は
『
周
易
正
義
』
巻
一
の
「
龍
吟
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則
景
雲
出
…
…
虎
嘯
則
谷
風
生
」（
欽
定
四
庫
全
書
）
の
例
も
挙
げ
る
。

（
８
）　

信
多
純
一
「『
国
性
爺
合
戦
』
の
龍
虎
」（
大
阪
大
学
『
語
文
』
49
、

一
九
八
七
・
九
）。

（
９
）　
『
下
学
集
三
種　

東
京
大
学
国
語
研
究
室
資
料
叢
書
14
』（
汲
古
書
院
、

一
九
八
八
）。

（
10
）　
「
虎
骨
」
そ
の
も
の
は
、
唐
・
高
宗
時
代
の
最
古
の
勅
撰
本
草
で
知
ら

れ
る
『
新
修
本
草
』（
六
五
九
年
、
蘇
敬
撰
）
に
登
載
さ
れ
る
が
、
そ
の
注

記
に
虎
眼
の
故
実
伝
承
は
見
え
な
い
。

（
11
）　
『
陳
蔵
器
本
草
拾
遺
不
分
巻
』
国
会
図
書
館
蔵
「
特
１-

481
」
⑵
、
江

戸
期
写
本
（
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
に
拠
る
。

（
12
）　
『
虎
物
語
』
で
は
明
州
を
「
み
や
う
し
う
」
と
表
記
す
る
。
著
名
な
阿

部
仲
麻
呂
の
「
あ
ま
の
原
」
歌
を
入
れ
る
『
古
今
和
歌
集
』
羇
旅
歌
・

四
〇
六
の
左
注
に
あ
る
よ
う
に
、
古
く
は
「
め
い
し
う
」
だ
が
、
そ
れ
が

謡
曲
『
唐
船
』
の
「
明ミ
ヤ
ウ

州ジ
ウ

」（
刊
本
）
な
ど
と
一
致
す
る
の
も
、『
虎
物
語
』

の
制
作
時
期
と
の
関
係
で
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

（
13
）　

保
立
道
久
『
物
語
の
中
世
―
神
話
・
説
話
・
民
話
の
歴
史
学
』（
東
京

大
学
出
版
会
、一
九
九
八
）
第
六
章
「
虎
・
鬼
ヶ
島
と
日
本
海
海
域
史
」（
初

出
一
九
九
三
）。

（
14
）　

村
井
章
介
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
』（
校
倉
書
房
、
一
九
八
八
）、

関
周
一
『
中
世
日
朝
海
域
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
）、
榎

本
渉
『
東
ア
ジ
ア
海
域
と
日
中
交
流
―
九
〜
一
四
世
紀
―
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
七
）、
高
橋
公
明
「
テ
キ
ス
ト
の
な
か
の
明
州
」（『
江
南
文
化
と
日

本
―
資
料
・
人
的
交
流
の
再
発
掘
―
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
一
二
・
三
）
な
ど
参
照
。

（
15
）　

注
（
14
）
の
榎
本
著
書
第
一
部
・
第
一
章
「
明
州
市
舶
司
と
東
シ
ナ
海

海
域
」（
初
出
二
〇
〇
一
）。

（
16
）　

古
瀬
奈
津
子
『
遣
唐
使
の
見
た
中
国
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
三
）「
揚

州
に
て
」。

（
17
）　

李
成
市
「
慶
州
と
日
本
列
島
の
交
通
」（『
ア
ジ
研
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ン

ド
』
236
、
二
〇
一
五
・
六
）。

（
18
）　

山
内
晋
次
『
奈
良
平
安
期
の
日
本
と
ア
ジ
ア
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
三
）
第
二
部
・
第
三
章
「
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け

る
海
商
と
国
家
」（
初
出
一
九
九
六
、一
九
九
八
）
参
照
。

（
19
）　

国
立
故
宮
博
物
院
蔵
上
巻
古
鈔
本
（
池
田
利
夫
編
『
蒙
求
古
註
集
成　

上
巻
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
八
）
に
拠
る
（
訓
点
等
は
略
）。
古
註
蒙
求
に

つ
い
て
は
、
新
釈
漢
文
大
系
『
蒙
求　

上
』（
明
治
書
院
、
一
九
七
三
）
所

収
の
早
川
光
三
郎
「
序
説
」
参
照
。
な
お
、
李
広
復
讐
譚
に
つ
い
て
は
、

つ
と
に
村
上
美
登
志
「『
曽
我
物
語
』
と
傍
系
故
事
説
話
―
「
李
将
軍
」「
許

臼
・
程
嬰
」「
玄
宗
・
楊
貴
妃
」
説
話
を
め
ぐ
る
―
」（『
立
命
館
文
学
』

552
、
一
九
九
八
・
一
）
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。

（
20
）　

曾
我
兄
弟
の
武
名
に
つ
い
て
は
、真
名
本
『
曾
我
物
語
』
巻
第
十
に
「
天

竺
・
震
旦
よ
り
日
本
秋
津
嶋
に
至
て
、
合
戦
は
そ
の
数
多
け
れ
ど
も
、
武

芸
を
天
下
に
施
し
て
名
誉
を
後
代
に
留
む
る
事
は
、
曾
我
十
郎
助
成
、
弟

の
五
郎
時
宗
に
て
留
め
た
り
。」
と
あ
り
、
仮
名
本
『
曾
我
物
語
』
巻
第
十

に
は
、
頼
朝
の
涙
な
が
ら
の
言
葉
と
し
て
「
餘
の
侍
、
千
万
人
よ
り
も
、

か
や
う
の
者
を
こ
そ
、
一
人
な
り
と
も
め
し
つ
か
ひ
た
け
れ
。
無
慙
の
者

の
心
や
な
。
お
し
き
武
士
か
な
」
と
あ
る
。

（
21
）　

関
係
記
事
は
、『
玉
葉
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
二
月
二
十
四
日
条
、
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『
吾
妻
鏡
』
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
三
月
十
三
日
条
、五
月
二
十
三
日
条
、

六
月
十
四
日
条
（
対
馬
守
親
光
の
郎
従
に
よ
る
虎
退
治
譚
を
含
む
）、
文
治

二
年
五
月
二
日
条
。
こ
の
う
ち
、
九
条
兼
実
『
玉
葉
』
に
記
載
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
虎
退
治
や
高
麗
国
王
に
よ
る
厚
遇
は
と
も
か
く
も
、
親
光
の
高

麗
逃
亡
の
事
実
は
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

（
22
）　

柳
原
敏
昭
『
中
世
日
本
の
周
縁
と
東
ア
ジ
ア
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
）

第
四
部
・
第
一
章
「
中
世
日
本
の
北
と
南
」（
初
出
二
〇
〇
四
）。
そ
の
ほ
か
、

関
周
一
「
中
世
の
日
朝
交
流
と
境
界
意
識
」（『
交
通
史
研
究
』
67
、

二
〇
〇
八
・
一
二
）、
柳
原
敏
昭
「
境
界
へ
の
逃
亡
」（『
古
代
中
世
の
境
界

意
識
と
文
化
交
流
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
・
五
）
参
照
。

（
23
）　

注
（
18
）
の
山
内
著
書
第
一
部
・
第
三
章
「
朝
鮮
半
島
漂
流
民
の
送
還

を
め
ぐ
っ
て
」（
初
出
一
九
九
〇
）。

（
24
）　

近
藤
剛
「
嘉
禄
・
安
貞
期
（
高
麗
高
宗
代
）
の
日
本
・
高
麗
交
渉
に
つ

い
て
」（『
朝
鮮
学
報
』
207
、
二
〇
〇
八
・
四
）。

（
25
）　

島
津
家
を
対
象
と
し
た
虎
狩
伝
承
の
問
題
に
つ
い
て
は
、山
口
眞
琴「
島

津
家
朝
鮮
虎
狩
伝
承
の
光
と
影
―
〈
虎
退
治
〉
か
ら
〈
虎
狩
〉
へ
―
」（『
兵

庫
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
49
、
二
〇
一
六
・
九
）
に
考
察
し
た
。

（
26
）　

村
井
章
介
『
日
本
中
世
の
異
文
化
接
触
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
三
）
Ⅲ
・
３
「「
倭
城
」
を
め
ぐ
る
交
流
と
葛
藤
―
朝
鮮
史
料
か
ら

見
る
」（
初
出
二
〇
〇
七
、二
〇
〇
九
）。
ち
な
み
に
、
香
川
正
矩
著
『
陰
徳

記
』巻
之
第
七
十
八「
高
麗
城
番
之
事
付
秀
元
朝
臣
并
金
吾
殿
事
」に
は
、「
去

程
ニ
日
本
ノ
諸
将
釜
山
海
近
辺
ノ
所
々
ニ
城
ヲ
築
キ
被
二

籠
置
一

、
釜
山
海

ノ
東
ノ
方
セ
ツ
ガ
イ
ノ
城
ニ
ハ
加
藤
主
計
頭
、
占
城
茶
碗
之
城
ニ
ハ
黒
田

甲
斐
守
、
ト東

萊
、
イ
策

ク
ネ
ン
ギ
ノ
城
ニ
ハ
吉
川
侍
従
、
カ
ド
カ
イ
ノ
城
ニ
ハ
立
花

左
近
、
釜
山
海
ノ
城
ニ
ハ
毛
利
太
夫
秀
元
、
竹
嶋
ノ
城
ニ
ハ
龍
造
寺
、
南

高
麗
カ
ラ
嶋
之
城
ニ
ハ
福
嶋
左
衛
門
太
夫
、
順
天
ノ
城
ニ
ハ
嶋
津
兵
庫
頭
、

其
次
ノ
城
ニ
ハ
小
西
摂
津
守
等
也
。」
と
あ
る
。

（
27
）　

同
じ
く
十
六
世
紀
後
半
、
石
見
国
美
濃
郡
の
馬
ノ
谷
（
高
嶽
）
城
主
で

あ
っ
た
杉
森
氏
久
は
、
毛
利
氏
に
反
旗
を
示
し
て
徹
底
抗
戦
し
た
が
、
追

い
込
ま
れ
て
戦
死
、杉
森
氏
の
滅
亡
を
招
い
た
と
い
う
。『
石
陽
軍
見
聞
記
』

（
安
政
四
年
〔
一
八
五
七
〕）
に
詳
し
い
由
だ
が
、
未
見
。『
益
田
市
誌
（
上

巻
）』（
益
田
市
誌
編
纂
委
員
会
、
一
九
七
五
）
参
照
。

（
28
）　

高
橋
公
明
「
東
ア
ジ
ア
と
中
世
文
学
」（『
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
第
５

巻　

一
三
・
一
四
世
紀
の
文
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
・
一
一
）、
注

（
22
）
の
関
論
文
。
高
橋
論
文
は
、『
嘉
吉
物
語
』
に
つ
い
て
「
自
分
の
持

つ
能
力
を
活
か
し
て
「
清
水
の
将
軍
」
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

隣
国
観
」
に
言
及
し
、
関
論
文
は
「
逃
避
す
る
場
所
」、「
戦
争
の
際
の
逃

亡
先
」
と
し
て
の
高
麗
・
朝
鮮
観
を
重
視
す
る
。

（
29
）　

秦
野
裕
介
「「
倭
寇
」
と
海
洋
史
観
―
「
倭
寇
」
は
「
日
本
人
」
だ
っ

た
の
か
―
」（『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
81
、
二
〇
〇
二
・

一
二
）
参
照
。

（
30
）　

原
漢
文
・
片
仮
名
表
記
。
北
川
鐡
三
校
注
『
第
二
期
戦
国
史
料
叢
書
６

　

島
津
史
料
集
』（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
六
）
の
訓
読
文
に
拠
る
。『
薩

藩
旧
記
雑
録
後
編
二
』
所
収779

「
高
麗
国
御
出
張
之
文
書
」
と
同
一
。

※
成
稿
に
際
し
、石
川
透
氏
よ
り
種
々
ご
助
言
を
賜
っ
た
。深
謝
申
し
上
げ
る
。

（
や
ま
ぐ
ち　

ま
こ
と
・
兵
庫
教
育
大
学
）


