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異
類
軍
記

『魚
太
平
記
』
の
作
者
と
成
立
時
期
に
関
し
て
は
、
大
谷
大
学
文
学
史
研
究
会
編

『魚
太
平
記
　
校
本
と
研
究
「

中

の

コ
魚
太
平
記
』
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
田
尻
紀
子
氏
が
諸
本
の
系
統
と
共
に
詳
し
い
考
察
を
加
え
ら
れ
て
い
て
、
お
そ
ら
く
異
論
は
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

本
作
品
は
、
尾
張
藩
医
小
見
山
道
休
に
よ
っ
て

『河
海
物
語
』
と
い
う
題
名
で
制
作
さ
れ
た
。
現
存
諸
本
の
う
ち
原
本
に
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
も

の
は
天
理
図
書
館
蔵
の
写
本
で
あ
る
。
そ
の
天
理
本
と
は
少
し
異
同
を
有
す
る
写
本
に
基
づ
い
て
刊
本
の
下
書
き
本
と
し
て
作
ら
れ
た
の
が
鶴
舞
図

書
館
蔵
本
で
あ
り
、
こ
の
本
文
が
刊
本

『河
海
物
語
』
と
し
て
寛
文
頃
出
版
さ
れ
た

（筑
波
大
学
蔵
本
）
が
、
太
平
記
物
の
流
行
に
よ
つ
て
、
『魚

太
平
記
』
と
改
題
さ
れ
延
宝
九
年
再
刊
行
さ
れ
た

（龍
門
文
庫
本

・
東
大
本
）。
そ
の
後
さ
ら
に
無
刊
記
本
も
刊
行
さ
れ
る
が
、
刊
行
本
は
す
べ
て

同
板
も
し
く
は
精
巧
な
覆
刻
と
考
え
ら
れ
る
。
作
者
小
見
山
道
休
は
、
延
宝
元
年

（
一
六
七
三
）
没
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

『京
都
大
学
蔵
む
ろ
ま
ち
も
の
が
た
り
　
８
』②
に
お
い
て
、
本
作
品
の
解
題
を
さ
れ
た
林
泰
弘
氏
も
右
の
田
尻
氏
の
所
説
を

一
部
補
訂

を
加
え

つ
つ
も
支
持
さ
れ
て
お
り
、
本
作
品
の
成
立

・
刊
行

・
改
題
の
経
緯
は
こ
の
通
り
承
認
さ
れ
て
よ
い
も
の
と
判
断
す
る
。
と
す
る

『魚
太
平
記
』
典
拠
考

一

池

敬
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と
、
本
作
品
は
近
世
初
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
作
者
が
明
確
と
な

っ
て
い
る
点
か
ら
も
、
大
方
の
室
町
物
語
と
は
い
さ
さ
か

傾
向
を
殊
に
す
る
。
と
は

い
え
、
松
田
修
氏
の

「大
坂
冬
の
陣
を
踏
ん
だ
作
品
」
ｏ
と
の
指
摘
も
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
、
「仮
名
草
子
」

に
分
類
す
べ
き
と
の
意
見
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
室
町
物
語
諸
作
品
と
仮
名
草
子
諸
作
品
の
境
界
は
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
区
切
る
こ
と
が
可
能

と
は
思
わ
れ
ず
、
ま
た
区
切
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
は
見
出
せ
ま
い
。
す
べ
て
境
界
領
域
に
は
そ
の
前
後
双
方
の
特
色
を
指
摘
で
き
る
現

象
が
あ
ら
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
本
作
も
室
町
物
語
の
路
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
特
徴
と
、
仮
名
草
子
の
先
駆
け
と
し
て
の
特
徴

と
が
併
存
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
筆
者
は
、
室
町
物
語

『鳩
鷺
物
語
』
や

『無
明
法
性
合
戦
状
』
等

に
触
発
さ
れ
て
新
た
な
異
類
軍
記
を
作
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
と
し
て
、
室
町
物
語
に
含
め
て
考
え
て
い
る
が
、
仮
名
草
子
と
し
て
の
位

置
付
け
も
排
除
す
る
必
要
は
な
い
と
、
緩
や
か
に
考
え
て
い
る
。

さ
て
、
本
作
の
趣
向
は
河
魚
と
海
魚
を
源
平
に
見
立
て
た
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
同
じ
類
を
三
分
し
て
の
合
戦
と
い
う
点
で
は

『鳩
鷺
物

語
』
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
多
く
の
魚
名
の
列
挙
と

一
族
の
表
現
に
魚
の
異
名
を
利
用
す
る
こ
と
に
な

り
、
魚
に
つ
い
て
の
知
識
遊
び
と
い
う
面
白
み
が
出
る
こ
と
を
ね
ら

つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
河
魚
に
関
し
て
は
や
は
り
種
類
の

少
さ
か
ら
、
亀
や
山
椒
魚
ま
で
登
場
さ
せ
る
と
い
う

い
さ
さ
か
苦
し
い
点
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ
が
逆
に
笑
い
を
誘
う
効
果
も
あ
げ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
加
え
て
本
作
は
、
実
際
の
合
戦
に
発
展
せ
ず
、
あ
わ
や
と
い
う
と
こ
ろ
で
仲
裁
が
入
る
と
い
う
結
末
と
な

っ
て
い
る

が
、
こ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
軍
記
の
も
じ
り
と
し
て
の
本
作
が
、
い
か
に
先
行
軍
記
の
本
文
や
表
現
類
型
を
利
用
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
作
者
の

脳
裏
に
た
た
ま
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
書
架
に
蔵
さ
れ
て
い
た
軍
記
諸
作
品
の
広
が
り
と
深
さ
が
ど
の
程
度
で
あ

っ
た
か
を
、
わ
ず
か
な

り
と
も
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

な
お
、
当
初

『河
海
物
語
』
と
し
て
制
作
さ
れ
た
本
作
を

『魚
太
平
記
』
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
作
者
の
意
図
を
あ
ら
わ
す
に
は
ふ
さ
わ
し



く
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
前
述
の

『魚
太
平
記
　
校
本
と
研
究
』
及
び

『京
都
大
学
蔵
む
ろ
ま
ち
も
の
が
た
り
　
８
』
に
よ

つ
て
、
『魚
太

平
記
』
の
呼
称
の
方
が
既
に
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
『魚
太
平
記
』
の
題
名
で
通
す
こ
と
と
し
た
。
本

文
は
、
「室
町
時
代
物
語
大
成
　
一
こ

所
収
の
果
園
文
庫
旧
蔵
本
ｏ
に
依
り
、
『魚
太
平
記
　
校
本
と
研
究
』
に
よ
り
最
も
原
作
に
近
い
天

理
写
本
と
の
異
同
を
徴
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

二

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『魚
太
平
記
』
は
河
魚
と
海
魚
を
源
平
に
見
立
て
て
い
る
。
『平
家
物
語
』
以
来
、
世
を
三
分
す
る
よ
う
な
合
戦

は

「源
平
合
戦
」
と
把
握
す
る
の
が
通
例
で
あ

っ
た
。
お
そ
ら
く

『太
平
記
』
が
そ
の
描
く
合
戦
を
し
ば
し
ば

「源
平
の
合
戦
云
々
」
と

定
義
し
た
こ
と
も
そ
の

一
例
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
後
世
に
も
そ
の
よ
う
な
把
握
を
す
る
こ
と
を
当
然
と
す
る

「常
識
」
を
形
成

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
武
士
の
家
の
二
極
を
源
氏
と
平
家
と
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
当
初
の
題
名

『河
海
物
語
』
を
発
想
さ
せ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
河
魚
を
源
氏
に
、
海
魚
を
平
家
に
見
立
て
て
い
る
こ
と
は
、
海
魚
方
の
大
将
軍
を

「鯛
播
磨
守
骨
堅
」
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。　
一
つ
に
は
鯛
の
赤
色
が
平
家
の
赤
旗
を
連
想
さ
せ
る
点
で
あ
り

（『精
進
魚
類
物
五置

で
は
、
鯛
の
名
が

「赤
介
」
と
さ
れ
て

お
り
、
鯛
と
赤
の
連
想
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
）、
ま
た

「播
磨
守
」
は
清
盛
が
実
際
に
つ
い
た
官
職
で
も
あ

つ
た
。

か
く
て
忠
盛
、
刑
部
卿
に
な
つ
て
、
仁
平
三
年
正
月
十
五
日
、
年
五
十
八
に
て
失
せ
給
ひ
し
か
ば
、
清
盛
嫡
男
た
る
に
よ
つ
て
、
そ
の
跡
を
つ
ぎ
、

保
元
元
年
七
月
に
、
宇
治
の
左
府
、
世
を
乱
り
給
ひ
し
時
、
御
方
に
て
先
を
懸
け
た
り
け
れ
ば
、
勧
賞
行
は
れ
け
り
。
も
と
は
安
芸
守
た
り
し
が
、

播
磨
守
に
遷
つ
て
、
同
じ
き
三
年
に
太
宰
大
式
に
な
る
。

（元
和
九
年
刊
流
布
本

『平
家
物
語
』
巻

一　
鑢
、
以
下

『平
家
物
語
』
の
引
用
は
特
に
断
ら
ぬ
限
り
元
和
九
年
本
に
よ
る
）

川

・
海
、
い
づ
れ
の
魚
を
源
平
に
比
す
か
は
、

『魚
太
平
記
』
典
拠
考

海
魚

の
代
表
を
鯛
と
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
決
ま

つ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
刊
本
に
至

っ
て

三
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「鯛
播
磨
守
平
骨
堅
」
・
「鯉
山
城
守
源
味
吉
」
と
姓
が
補
わ
れ
た
こ
と
は
、
作
者
の
意
図
を
顕
在
化
さ
せ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
た
だ

し
、
馳
せ
集
ま
る
魚
の
名
は
、
河

・
海
を
問
わ
ず

「源
蔵
」
や

「源
工Ｌ

な
ど
が
双
方
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
魚
の
名
す
べ
て
を
源
平

で
三
分
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
意
図
し
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
海
魚
の
大
将
軍
で
あ
る
鯛
が
平
清
盛
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
『平
家
物
語
』
を
利
用
す
る
部
分
が
多
く
な

っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
既
に
田
尻
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
部
分
も
含
め
、
『平
家
物
語
』
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
探

っ
て

み
る
。

ま
ず
事
件
の
発
端
と
な
る
花
見
で
の
い
さ
か
い
は
、
巻

一

「殿
下
乗
合
」
に
想
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

○
黒
鯛
九
郎
何
某
と
い
ふ
も
の
、
…
…
暮
に
懸
り
て
帰
り
け
る
が
、
山
城
守
と
、
河
中
に
て
行
逢
ぬ
。
所
は
伝
法
Ｄ
の
川
は
ゞ
陳
き
、
所
な
れ
ば
、
山

城
守
が
、
群
登
る
真
中
を
、
押
破
り
て
ぞ
通
り
け
る
。

（上
　
一
一　
黒
鯛
九
郎
被
打
椰
事
）

こ
そ
帰
ら
れ
け
れ
。
…
…
殿
下
の
御
出
と

◇
新
三
位
中
将
資
盛
、
そ
の
時
は
未
だ
越
前
守
と
て
、
…
…
終
日
に
狩
り
暮
し
、
薄
暮
に
及
ん
で
六
波
羅
ヘ

も
云
は
ず
、　
一
切
下
馬
の
礼
儀
に
も
及
ば
ず
、
只
駆
破
つ
て
通
ら
ん
と
す
る
間
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『平
家
物
語
』
巻

一　
殿
下
乗
合
）

こ
の
類
似
は
、
「殿
下
乗
合
」
事
件
の
起
こ
っ
た

「嘉
応
二
年
」
が
、
『魚
太
平
記
』
冒
頭
の

「嘉
霊
二
四
の
と
し
」
と
も
関
連
す
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。
「大
坂
冬
の
陣
」
の
前
年
は
癸
丑
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
と
の
関
連
よ
り
も
素
直
に

『平
家
物
語
』
の

「嘉
応
」

を
想
像
さ
せ
る
魚
の
名
を
使

っ
て

「嘉
霊
」
と
し
ゃ
れ
た
と
い
う
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
冒
頭
の

「浪
之
花

一
見
事
付
詠
歌
事
」
の
花
見
で
の
山
城
守
の
歌
、
「河
面
に
春
の
山
風
吹
落
て
な
み
の
は
な
こ
そ
盛
り
な

り
け
れ
」
は
、
既
に
田
尻
氏
に
指
摘
の
あ
る
通
り
、
灌
頂
巻

「大
原
御
幸
」
の

「池
水
に
み
ぎ
は
の
さ
く
ら
散
り
し
き
て
波
の
花
こ
そ
盛

り
な
り
け
れ
」
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
は
謡
曲

「大
原
御
幸
」
に
も
採
ら
れ
、
作
者
に
は
耳
慣
れ
た
歌
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

赤
日
入
道
円
信
は
、
名
前
は

『太
平
記
』
の

「赤
松
入
道
円
心
」
に
依

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
活
動
場
面
に
は

『平
家
物



語
』
の
利
用
が
ま
と
ま

っ
て
見
ら
れ
る
。

○
骸
は
北
海
の
悪
魚
の
腸
に
入
共
、
名
は
留
て
子
孫
の
家
を
照
す
べ
し
。

（中
　
七
　
北
国
廻
文
事
）

◇
昔
の
朱
買
臣
は
、
錦
の
袂
を
会
稽
山
に
翻
し
、
今
の
斎
藤
別
当
実
盛
は
、
そ
の
名
を
北
国
の
巷
に
揚
ぐ
と
か
や
。
朽
ち
も
せ
ぬ
空
し
き
名
の
み
留
め

置
い
て
、
骸
は
越
路
の
末
の
塵
と
な
る
こ
そ
哀
れ
な
れ
。

亀
平
家
物
語
』
巻
七
　
実
盛
最
後
）

○
男
山
の
前
を
過
け
れ
ば
、
南
無
帰
命
頂
礼
八
幡
大
菩
薩
、
垂
跡
和
光
の
影
明
か
に
照
さ
せ
給
ふ
な
ら
ば
、
河
水
の
鱗
ま
で
も
な
ど
か
捨
さ
せ
た
ま
ふ

べ
き
。
仰
願
く
は
、
此
度
越
路
の
旅
の
道
、
守
ら
せ
給
へ
と
祈
誓
し
て
、
齢
傾
く
老
の
身
の
、
妻
子
を
捨
て
別
れ
行
く
、
心
の
う
ち
こ
そ
哀
な
れ
。

（中
　
八
　
赤
日
入
道
北
国
下
向
事
）

◇
平
大
納
言
時
忠
卿
、
山
崎
関
戸
院
に
玉
の
御
輿
を
昇
き
居
ゑ
さ
せ
、
男
山
の
方
伏
し
拝
み
、
「南
無
帰
命
頂
礼
八
幡
大
菩
薩
、
願
は
く
は
、
君
を
始

め
参
ら
せ
て
、
わ
れ
ら
を
今

一
度
故
郷
へ
帰
し
入
れ
さ
せ
給
へ
」
と
祈
ら
れ
け
る
こ
そ
悲
し
け
れ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
七
　
一
門
都
落
）

ま
た
、
次

の
部
分
は
直
接

の
同
文
関
係
は
見
出
せ
な

い
も

の
の
、
作
者

の
脳
裏
に
や
は
り

『平
家
物
語
』
の
表
現
が
記
憶
さ
れ
て
い

て
、
類
似
の
色
調
を
見
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
鱗
を
放
し
て

一
枚
宛
子
共
に
あ
た
へ
、
涙
を
は
ら
ノ
ヽ
く
と
流
し
け
れ
ば
、
子
ど
も
承
り
、
老
た
る
父
の
唯

一

た
ま
ふ
に
、
わ
れ
ノ
ヽ
残
留
て
幾
世
を
経
て
も
甲
斐
有
ま
じ
。
…
…
ち
か
ら
及
ば
ず
、
老
た
る
父
を
唯
壱
人
、

量
ら
れ
て
哀
な
り
。

○
…
…
諸
国

一
見
の
修
行
者
の
形
に
身
を
か

へ
、
夜
に
紛
て
よ
ど
川
を
降
け
る
が
、
け
ふ
を
か
ぎ
り
の
別
れ
と
思
ひ
け
れ
ば
、
な
ふ
だ
の
内
に
角
な

ん
、

赤
目
よ
り
落
る
涙
に
淀
が
は
の
瀬
や
紅
と
な
り
て
な
が
れ
ん

（中
　
八
　
赤
目
入
道
北
国
下
向
事
）

◇
大
納
言
、
「終
に
す
ま
じ
き
別
か
は
」
と
心
強
う
は
宣

へ
ど
も
さ
こ
そ
は
心
細
か
り
け
め
。
年
開
け
齢
傾

い
て
、
さ
し
も
む

つ
ま
じ
か
り
け
る
妻
子

に
も
皆
別
れ
果
て
て
、
住
み
馴
れ
し
都
を
ば
雲
居
の
余
所
に
顧
み
て
、
古
は
名
に
の
み
聞
き
し
越
路
の
旅
に
赴

い
て
遥
々
と
下
り
給
ふ
に
、
「
か
れ

は
志
賀
唐
崎
、
こ
れ
は
真
野
の
入
り
江
、
堅
田
の
浦
」
と
申
し
け
れ
ば
、
大
納
言
泣
く
泣
く
詠
じ
給
ひ
け
り
。

『魚
太
平
記
』
典
拠
考

五

人
、
敵
陣
を
越
て
遠
き
越
路
に
趣
き

北
国
に
趣
せ
ぬ
る
子
共
の
心
底
、
推

（中
　
七
　
北
国
廻
文
事
）



『魚
太
平
記
』
典
拠
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

帰
り
来
ん
事
は
堅
田
に
引
く
網
の
目
に
も
た
ま
ら
ぬ
わ
が
涙
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
十
二
　
平
大
納
言
被
流
）

こ
の
よ
う
に
、
『平
家
物
語
』
の
本
文
を
直
接
利
用
す
る
と

い
う
よ
り
、
記
憶
に
あ
る
文
調
に
近
付
け
た
り
、
あ
る
い
は
、　
一
種
の
故

事
と
し
て
要
約
し
て
記
す
と
こ
ろ
も
散
見
さ
れ
る
。
田
尻
氏
も
指
摘
す
る

「富
士
川
」
（巻
五
）
や
牒
状
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ

う
。
特
に
牒
状
は
、
『平
家
物
語
』
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
文
体
は
む
し
ろ

『庭
訓
往
来
』⑥
な
ど
に
見
ら

れ
る
当
時
の
書
状
の
書
き
ぶ
り
に
近
い
。
状
の
始
め
を

「態
、
以
飛
札
令
啓
達
候
」
や

「遠
路
之
処
貴
札
到
来
、
致
拝
閲
候
」
は

『庭
訓

往
来
』
七
月
状

（往
）
の

「乍
恐
申
入
候
」
、
同
じ
く
九
月
状

（返
）
の

「芳
札
之
旨
令
披
見
候
畢
」
の
変
形
と
い
え
る
し
、
尻
筑
心
謹
言
」

「恐
慢
謹
言
」
も
多
用
さ
れ
る
書
状
の
結
び
で
あ
る
。
内
容
は
牒
状
で
あ
る
が
ス
タ
イ
ル
は
書
状
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
や
は

り
、
『平
家
物
語
』
本
文
を
座
右
に
置
い
て
書
い
た
と
い
う
よ
り
、
記
憶
で
類
似
を
ね
ら
つ
た
と
い
う
べ
き
か
と
考
え
る
。

一
方
、
『平
家
物
語
』
と
は
い
っ
て
も
、
流
布
本
で
は
な
く
読
み
本
系
の
知
識
に
よ

っ
た
と
思
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
「井
出
の
玉
川
の

住
人
蛙
雅
楽
助
声
高
」
は
、
「山
吹
色
の
鎧
を
着
、
同
毛
の
甲
の
緒
を
縮
め
、
山
吹
を

一
枝
手
折
、
胡
簸
に
指
」
し
て
登
場
す
る
。
山
城

守
は
そ
の
姿
を

「梶
原
源
太
が
生
田
の
森
の
先
懸
を
羨
敷
思

へ
る
体
也
」
と
解
説
す
る
。

梶
原
源
太
景
季
、
係
る
時
は
は
た
を
さ
ゝ
げ
ほ
ろ
を
か
け
、
引
時
は
、
い
つ
の
ほ
ど
に
ま
く
ら
む
、
は
た
を
ま
き
ほ
ろ
を
ぬ
い
て
、
度
々
入
替
ノ
ヽ

戦
け
り
。
武
芸
の
道
に
も
ゆ

ゝ
し
き
者
な
り
け
る
中
に
、
や
さ
し
き
事
は
、
片
岡
の
桜
の
い
ま
だ
青
葉
な
る
を

一
枝
折
て
、
え
び
ら
に
差
具
て
、
敵

の
中
に
て
し
ば
し
戦
て
引
け
れ
ば
、
桜
が
風
に
ふ
か
れ
て
さ
と
ち
り
に
け
り
。
敵
も
御
方
も
是
を
感
じ
け
る
所
に
、

（延
慶
本
　
第
五
本
　
源
氏
三
草
山
井

一
谷
追
落
事
）

梶
原
源
太
、
か
く
る
時
は
、
は
た
を
さ

ゝ
げ
母
衣
を
か
け
、
ひ
く
時
は
旗
を
ま
き
母
衣
を
ぬ
き
て
、
度
々
入
か

ヘ
ノ
ヽ
く
戦
ひ
け
り
。
武
芸
の
道

ゆ
ゝ
し
く
見
え
け
る
中
に
、
や
さ
し
き
事
は
、
片
岡
な
る
梅
の
ま
だ
盛
な
る
を
、　
一
枝
折
て
簾
に
さ
し
ぐ
し
て
、
敵
の
中
へ
か
け
入
り
て
、
戦
時
も

ひ
く
時
も
、
梅
は
風
に
ふ
か
れ
て
さ
と
ち
り
け
れ
ば
、
敵
も
味
方
も
是
を
見
て
感
じ
け
る
所
に
、
　
　
　
　
　
（長
門
本
　
巻
十
六
　
一
谷
合
戦
事
）

詩
歌
管
絃
は
公
家
仙
洞
の
翫
物
、
東
夷
争
か
磯
城
島
難
波
津
の
言
葉
を
存
ず
可
き
な
れ
ど
も
、
梶
原
は
心
の
剛
も
人
に
勝
れ
、
数
寄
た
る
道
も
優
な



り
け
り
、
咲
乱
れ
た
る
梅
が
枝
を
胡
簸
に
副
へ
て
ぞ
指
し
た
り
け
る
、
か
ゝ
れ
ば
花
は
散
り
け
れ
ど
も
、
匂
は
袖
に
ぞ
残
る
ら
ん
、

吹
く
風
を
何
い
と
ひ
け
ん
梅
の
花
散
来
る
時
ぞ
香
は
ま
さ
り
け
る

と
い
ふ
古
き
言
ま
で
も
思
ひ
出
で
け
れ
ば
、
平
家
の
公
達
は
花
寂
と
て
優
な
り
、
や
さ
し
と
口
々
に
ぞ
感
じ
給
ひ
け
る
。

亀
源
平
盛
衰
記
』
巻
三
十
七
　
景
高
景
時
城
に
入
る
並
景
時
秀
句
の
事
）

山
城
守
は
梶
原
源
太
が
胡
寂
に
差
し
て
い
た
の
が
桜
か
梅
か
ま
で
は
語

っ
て
い
な
い
が
、
『魚
太
平
記
』
の
成
立
時
期
か
ら
考
え
て
、

延
慶
本
の
桜
よ
り
は

『源
平
盛
衰
記
』
の
梅
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
。
『大
日
本
史
』
の
編
纂
着
手
は
明
暦
三
年

（
王
ハ
エハ
七
）、
そ
の
資

料
に

『源
平
盛
衰
記
』
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
既
に

『盛
衰
記
』
が
よ
く
読
ま
れ
始
め
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て

『魚
太
平
記
』
の
作
者
小
見
山
道
休
が
執
筆
し
た
で
あ
ろ
う
時
期
も
こ
の
明
暦
前
後
頃
で
あ
ろ
う
と
推
定
可
能
で
あ
り
、
こ
の
部
分
の
知

識
は

『盛
衰
記
』
に
よ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
判
断
で
き
る
。

今

一
カ
所
、
こ
れ
は

『平
家
物
語
』
の
本
文
に
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

○
山
城
守
、
是
を
聞
て
、
更
ば
此
方
よ
り
押
寄
、
合
戦
を
は
じ
む
べ
し
と
て
、
吉
日
を
撰
に
、
明
日
は
赤
口
日
、
明
後
日
は
西
塞
な
れ
ば
明
々
後
日
辰

の
刻
に
箭
合
有
べ
し
と
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（下
　
十
四
　
赤
日
入
道
追
放
事
付
狂
歌
事
）

◇
二
月
四
日
の
日
、
源
氏
福
原
を
攻
む
べ
か
り
し
か
ど
も
、
故
入
道
相
国
の
忌
日
と
聞
い
て
、
仏
事
遂
げ
さ
せ
ん
が
為
に
そ
の
日
は
寄
せ
ず
。
五
日
は

西
塞
が
り
、
六
日
は
道
虚
日
、
七
日
の
日
の
卯
の
刻
に
、　
一
谷
の
東
西
の
木
戸
口
に
て
、
源
平
矢
合
せ
と
ぞ
さ
だ
め
け
る
。
さ
れ
ど
も
四
日
は
吉
日

な
れ
ば
と
て
、
大
手
揚
手
の
軍
兵
、
二
手
に
分
つ
て
攻
め
下
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
九
　
一二
草
勢
汰
）

三

『魚
太
平
記
』
が
素
材
と
し
た
先
行
軍
記
が
決
し
て

『平
家
物
語
』

道
円
信
」
の
存
在
に
よ

っ
て
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の

『太
平
記
』

『魚
太
平
記
』
典
拠
考

の
み
で
な
い
こ
と
は
、
「赤
松
円
心
」
の
も
じ
り
で
あ
る

「赤
日
入

に
加
え
、
ヨ
ロ等
が
先
祖
は
、
伊
豆
国
の
住
人
伊
藤
の
庄
司
が
嫡

七



『魚
太
平
記
』
典
拠
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

子
、
河
津

の
三
郎
と
申
者
に
て
候
」
と
名
乗
る
蛙
雅
楽
助
の
登
場
は
、
『曾
我
物
語
』
も
素
材
源
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
「平
治
、

承
久
よ
り
以
来
、
宇
治
勢
多

の
橋
を
引
き

て
終

に
京
方

の
勝
事
な
し
」
ｏ
や

「
近
代
、
相
州
小
田
原
の
城
主
北
条
氏
直
、
東
八
ケ
国
を
持

な
が
ら
箱
根

の
瞼
岨
を
頼
み
…
…
」
（中
　
九
　
山
城
守
軍
評
定
事
付
鮒
源
五
郎
異
見
事
Ｙ

「去
ぬ
る
建
暦

の
比
、
荏
柄

の
平
太
胤
長
…
…
和

田
の
義
盛
、　
一
族
の
恥
忍
難
し
と
て
」

（上
　
一二
　
鯛
播
磨
守
勢
揃
事
付
軍
評
定
事
）
な
ど
の
文
章
か
ら
は
、
『承
久
記
』
『北
条
五
代
記
』

や
和
田
合
戦
物
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
分
る
。

ま
ず
、
『太
平
記
』
と

の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
と

こ
ろ
は
、
次

の
例
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

先
則
制
於
人
、
後
則
被
制
千
人
と
い
へ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（上
　
一二
　
鯛
播
磨
守
勢
揃
事
付
軍
評
定
事
）

武
の
兵
書
に
も
、
天
の
時
は
地
の
利
に
不
如
、
地
の
利
は
人
の
和
に
不
如
と
こ
そ
見
へ
て
候
へ
。
先
天
の
時
を
以
て
考
に
、
春
夏
は
陽
之
時
也
。
秋

冬
は
陰
の
時
也
。
と
き
今
、
春
の
末
、
夏
の
初
也
。
東
南
は
陽
也
、
西
北
は
陰
也
。
味
方
は
東
に
屯
し
、
敵
は
西
に
陣
取
、
陽
は
剛
也
、
陰
は
弱

也
。
時
節
方
角
相
応
せ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（中
　
九
　
山
城
守
軍
評
定
事
付
鮒
源
五
郎
異
見
事
）

越
王
勾
銭
、
呉
国
の
囚
と
成
て
古
蘇
台
に
年
を
経
け
る
が
、
呉
王
の
石
淋
を
嘗
て
其
罪
を
免
さ
れ
故
郷
に
か
へ
り
し
時
、
蛙
数
多
、
車
の
前
に
飛
来

り
け
る
を
、
越
王
見
給
て
、
是
、
士
卒
の
馳
集
べ
き
瑞
相
な
り
と
て
、
車
よ
り
降
、
礼
有
て
過
給
け
る
が
、
程
な
く
大
軍
を
起
し
、
呉
王
夫
差
を
討

て
本
望
を
遂
給
し
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（下
　
十
　
蛙
雅
助
来
干
淀
河
事
）

こ
れ
ら
は
、
『太
平
記
』
巻
四

「備
後
三
郎
高
徳
事
付
呉
越
軍
事
」

の

「
呉
越
軍
」
に
み
ら
れ
る
次

の
部
分
と

一
致
し
て
い
る
。

（氾
奎
が
越
王
勾
銭
を
諫
め
て
い
う
）
時
を
以
て
計
る
に
、
春
夏
は
陽
の
時
に
て
忠
賞
を
行
ひ
、
秋
冬
は
陰
の
時
に
て
刑
罰
を
も
つ
ぱ
ら
に
す
。
時

今
春
の
は
じ
め
な
り
。
こ
れ
征
伐
を
致
す
べ
き
時
に
あ
ら
ず
。

（越
王
勾
銭
が
氾
藁
に
反
論
し
て
い
う
）
さ
れ
ば
天
の
時
は
地
の
利
に
し
か
ず
。
地
の
利
は
人
の
和
に
し
か
ず
と
い
へ
り
。
…
…
さ
き
ん
ず
る
と
き

は
人
を
制
し
、
お
く
れ
ん
ず
る
と
き
は
人
に
制
せ
ら
る
と
い
へ
り
。

（越
王
勾
銭
、
会
稽
山
に
敗
れ
呉
に
降
る
）
勾
践
を
典
獄
の
官
に
下
さ
れ
、
…
…
日
を
経
て
姑
蘇
城
に
着
き
た
ま

へ
ば
、
す
な
は
ち
杜
械
を
入
れ



て
、
土
の
牢
に
ぞ
入
れ
た
て
ま
つ
り
け
る
。
…
…

（勾
銭
、
呉
王
の
病
を
知
り
、
石
淋
を
嘗
め
味
を
医
師
に
語
れ
ば
療
治
し
得
る
と
聞
き
）
ひ
そ
か

に
石
淋
を
取
っ
て
こ
れ
を
な
め
て
、
そ
の
味
を
医
師
に
知
ら
せ
ら
る
。
医
師
味
を
聞
き
て
療
治
を
加

へ
、
呉
王
の
病
忽
に
平
癒
し
て
ん
げ
り
。
…
…

（呉
王
喜
び
）
…
…
勾
践
を
本
国
へ
ぞ
帰
さ
れ
け
る
。
越
王
す
で
に
車
の
転
を
回
ら
し
て
、
越
国
へ
帰
り
給
ふ
と
こ
ろ
に
、
蛙
そ
の
数
を
知
ら
ず
、

車
の
前
に
飛
び
来
た
る
。
勾
践
こ
れ
を
見
た
ま
ひ
て
、
「こ
れ
は
勇
士
を
得
て
素
懐
を
達
す
べ
き
瑞
相
な
り
」
と
て
、
車
よ
り
下
り
て
こ
れ
を
拝
し

給
ふ
。

亀
太
平
記
』
慶
長
八
年
刊
古
活
字
本
）

ま
た
、
赤
目
が
え
ら
の
中
に
書
状
を
収
め
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
氾
奎
が
獄
中
の
越
王
勾
銭
を
励
ま
す
た
め
に
魚

の
腹
中
に
手
紙
を
入
れ

て
送

っ
た
こ
と
に
ヒ
ン
ト
を
得

て
い
よ
う
。
生
き
た
魚
に
書
状
を
蔵
さ
せ
る
べ
く

「え
ら
」
に
変
え
た
と
思
わ
れ
る
。

呉
越
合
戦
に
つ
い
て
は
、
当
然
な
が
ら

『史
記
』
や

『呉
越
春
秋
』
に
見
ら
れ
、
さ
ら
に
部
分
的
に
は

『周
礼
正
義
』
『孟
子
』

に
見

ら
れ
る
文
言
を
引
く
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
林
泰
弘
氏

の
指
摘
通
り
直
接
漢
籍
か
ら
引
用
し
た
と

い
う
よ
り

『太
平
記
』
か
ら
引
き
抜

い
た

と
考
え
る
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
即
断
は
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『曾
我
物
語
』
仮
名
本
　
巻
五

「呉
越

の
た
た

か
ひ
の
事
」
は
、
『太
平
記
』
を

一
部
言
葉
を
変
え
る
だ
け
で
ほ
ぼ
引
き
写
し
た
も

の
で
あ
る
し
、
同
様
に
し
て
別

の
説
話
を
挟
み
込
ん

で
作
ら
れ
て
い
る
室
町
物
語

「
ご
ゑ

つ
」
０
も
あ
る
。
し
か
も

『曾
我
物
語
』
に
は
、
『魚
太
平
記
』
と

一
致
す
る
次

の
話
も
あ
る
。

蛙
の
歌
よ
み
け
る
と
は
、
良
定
、
住
吉
に
忘
草
を
た
づ
ね
ゆ
き
し
に
、
か
の
女
房
に
は
あ
は
ず
し
て
、
あ
く
が
れ
立
し
時
、
蛙
、
そ
の
前
を
は
ひ
と

を
る
跡
を
見
れ
ば
、
歌
あ
り
。

住
吉
の
浜
の
み
る
め
も
わ
す
れ
ね
ば
か
り
そ
め
人
に
ま
た
と
は
れ
け
り

是
又
、
蛙
の
ま
さ
し
く
よ
み
し
歌
な
り
。

（仮
名
本
　
巻
五
　
鶯

・
蛙
の
歌
の
事
）

蛙
雅
楽
助

の
名
乗
り
は
、
『曾
我
物
語
』
も
素
材
源
で
あ

つ
た
こ
と
を
示
す
と
述
べ
た
が
、
そ
の
名
乗
り
の
中
の
、
「
す
み
よ
し
の
浦

の

み
る
め
も
忘
れ
ね
ば
と
仕
候
も
、
わ
れ
ら
が
先
祖

の
よ
し
に
候

へ
ば
、
腎
の
道
に
も
闇
か
ら
ぬ
者
也
」
も
、
『曾
我
物
語
』
に
依

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
わ
け
で
、
そ
う
す
る
と
呉
越
合
戦
に
由
来
す
る
部
分
も

『曾
我
物
語
』
経
由
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
。

『魚
太
平
記
』
典
拠
考

九



『魚
太
平
記
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典
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一
〇

だ
が
、
「赤
松
円
心
」

の
も
じ
り
で
あ
る

「赤
日
入
道
円
信
」
と
今

一
人

「執
事
鯰
悪
右
衛
門
尉

口
広
」
が

「高
師
直
ち

と

「悪
右
衛

門
督
藤
原
信
頼
」

の
合
成
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り

『太
平
記
』

の
影
響
は
無
視
で
き
ず
、
か

つ
次
の
よ
う
な
類
似
表
現
も

あ
る
。

○
木
津
河
の
堤
の
上
、
伝
法
の
川
岸
に
、
夜
は
等
を
焼
せ
昼
は
村
々
里
々
田
毎
に
時
の
音
を
挙
さ
せ
て
、
敵
を

一
蒸
む
す
べ
し
。

（下
　
十
　
蛙
雅
助
来
千
淀
河
事
）

◇
四
五
日
を
経
て
後
、
方
々
の
峰
に
等
を
焼
て
、　
一
蒸
蒸
す
程
な
ら
ば
、
坂
東
武
者
の
習
、
無
程
機
疲
て
…
…

亀
太
平
記
』
巻
六
　
楠
出
張
天
王
寺
事
）

何
よ
り
も
江
戸
初
期
に
於
け
る

『太
平
記
』

の
流
行
は
大
き
く
、
か

つ
室
町
物
語
の
多
く
の
作
品
に
そ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
併

せ
れ
ば
呉
越
合
戦
に
関
わ
る
と
こ
ろ
は
、
『太
平
記
』
に
基
く
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
が
、
『曾
我
物
語
』
の
可
能
性
を
完
全

に
消
し
去

っ
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
な

い
と
し
て
お
き
た

い
。

先
程
、
『曾
我
物
語
』
の
影
響
下
に
あ
る
と
し
て
挙
げ
た

「蛙
の
歌
」

の
例
は
、
こ
れ
ま
た
、
『曾
我
物
語
』
以
外

の
可
能
性
も
指
摘
し

得
る
も

の
で
あ
る
。
「蛙
の
歌
」
と
は
、
『古
今
和
歌
集
』
仮
名
序

の
、
「
花

に
鳴
く
鶯
、
水
に
住
む
蛙

の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
け

る
も

の
、

い
づ
れ
か
歌
を
読
ま
ざ
り
け
る
」

の
注
釈

に
登
場
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

日
本
記
云
、
紀
良
定
住
吉
の
浦
に
行
て
わ
す
れ
草
を
尋
け
る
に
美
女
に
あ
へ
り
。
来
春
を
契
て
尋
来
り
け
る
に
、
女
は
な
し
。
つ
く
ノ
ヽ
と
を
る
と

こ
ろ
に
、
か
へ
る
の
浜
を
あ
ゆ
み
と
ほ
る
を
見
る
に
、
其
跡
歌
な
り
。

す
み
よ
し
の
は
ま
の
み
る
め
も
わ
す
れ
ね
ば
か
り
に
も
人
に
又
と
は
れ
ぬ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『昆
沙
門
堂
古
今
集
註
し

こ
の
所
説
は
、
『古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
』
や

『古
今
和
歌
集
頓
阿
序
注
』
等

に
も
見
ら
れ
、
和
歌
の
字
句
が
微
妙

に
異
な

っ
て

お
り
、
『
頓
阿
序
注
』
で
は

「住
よ
し
の
浦
の
み
る
め
し
忘
れ
ね
ば
か
り
に
も
人
に
又
と
問
れ
し
」
と
、
「す
み
よ
し
の
う
ら
」
と
な

っ
て



い
る
点
は
む
し
ろ

『魚
太
平
記
』
に

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
和
歌
の
字
句
は
、
同
じ
歌
と
認
定
で
き
る
も
の
で
小
異
を
示
す
も
の
が
多

い

の
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
問
題
と
は
な
り
に
く
い
が
、
作
者
小
見
山
道
休
が
古
今
集
注
釈
に
触
れ
得
た
か
ど

う
か
は
考
え
て
置
く
べ
き
だ
ろ
う
。
尾
張
藩
の
藩
医
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
が
か
な
り
の
教
養
人
で
あ

っ
た
と
理
解
す
べ
き
で

あ
り
、
中
世

・
近
世
の
知
識
人
な
ら
ば
、
当
然
和
歌
の
心
得
は
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
連
歌

・
連
句
を
た
し
な
む
に
も
そ
れ
相
当
の
和
歌

の
素
養
は
必
要
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
際

『古
今
集
』
の
知
識
は
第

一
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
『古

今
集
』
に
関
す
る
講
釈
を
作
者
が
聞
き
、
あ
る
い
は
蔵
書
に
そ
の
注
釈
書
も
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
実
際
、
作
者
は
そ
こ
こ
こ
で
和
歌

に
関
す
る
基
礎
知
識
の
あ
る
と
こ
ろ
を
披
涯
し
て
い
る
。
「な
み
の
は
な
こ
そ
盛
り
な
り
け
れ
」
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
「井
出
の

玉
川
の
住
人
蛙
雅
楽
助
声
高
」
が
山
吹
を
さ
し
て
現
れ
た
の
も
和
歌
の
伝
統
で
あ
る
。

か
は
ず
な
く
ゐ
で
の
山
吹
ち
り
に
け
り
花
の
さ
か
り
に
あ
は
ま
し
も
の
を
　
　
　
　
　
　
　
（『古
今
集
』
巻
二
　
春
下
　
一
一
一五
　
よ
み
人
し
ら
ず
）

こ
ま
と
め
て
な
ほ
水
か
は
む
款
冬
の
花
の
露
そ
ふ
ゐ
で
の
玉
川
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『新
古
今
集
』
巻
二
　
春
下
　
一
五
九
　
俊
成
）

浪
か
く
る
井
手
の
山
ぶ
き
さ
き
し
よ
り
を
ら
れ
ぬ
水
に
か
は
ず
な
く
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『続
後
撰
集
』
巻
三
　
春
下
　
土
御
門
院
）

鯉
山
城
守
の
自
讃
、
「慈
鎮
和
尚
と
い
ふ
歌
人
も
、
吾
が
鯉
は
松
を
時
雨
の
染
兼
て
、
な
ど
読
ま
れ
た
り
」
は

『新
古
今
集
』
巻
十

一

の
慈
鎮
の
歌
、
「わ
が
恋
は
松
を
時
雨
の
染
め
か
ね
て
真
葛
が
原
に
風
さ
は
ぐ
な
り
」
の
駄
洒
落
で
あ
る
。
赤
日
入
道
円
信
が
北
国
か
ら

帰
る
途
次
、
須
磨
で
夜
に
捕
え
ら
れ
る
の
も
須
磨
関
を
意
識
し
て
で
あ

っ
た
。

淡
路
島
か
よ
ふ
千
鳥
の
な
く
声
に
い
く
よ
ね
ざ
め
ぬ
須
磨
の
関
守

あ
き
の
夜
は
須
磨
の
関
守
す
み
か
へ
て
月
や
ゅ
き
き
の
人
と
ど
む
ら
ん

と
け
て
ね
ぬ
す
ま
の
関
守
夜
や
さ
む
き
友
よ
ぶ
千
鳥
月
に
な
く
な
り

亀
金
葉
集
』
巻
四
　
久
　ヽ
二
七
〇
　
源
兼
昌
）

亀
続
後
撰
集
』
巻
六
　
秋
中
　
一二
四
五
　
通
成
）

翁
新
拾
遺
集
』
巻
十
八
　
雑
上
　
一
七
〇
二
　
義
詮
）

も
ち
ろ
ん
駄
洒
落
の
狂
歌
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
ま

つ
と
う
な
和
歌
の
基
本
知
識
に
基
く
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

『魚
太
平
記
』
典
拠
考



『魚
太
平
記
』
典
拠
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一

「蛙
の
歌
」
に
つ
い
て
も
、
『曾
我
物
語
』
の
み
な
ら
ず
和
歌
の
素
養
を
前
提
と
し
て
依

っ
た
と
こ
ろ
を
考
え
る
可
能
性
が
ま
た
生
じ
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
先
行
の
軍
記
に
依

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
の
依
拠
状
況
は
、
重
層
的
で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
何
に
よ
っ
て
書
い
た
と

厳
密
に
指
摘
し
得
る
と
こ
ろ
よ
り
、
作
者
の
よ
く
知
る
作
品
の
記
憶

・
知
識
の
折
り
重
な
る
部
分
か
ら
あ
る
意
味
で
自
由
に
文
章
を
構
成

し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
と
こ
ろ
が
多

い
。
そ
の
最
も
典
型
的
な
現
れ
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
は

「勢
揃
」
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
恐
ら

く
作
者
が
最
も
力
を
注
ぎ
込
ん
だ
部
分
と
推
察
さ
れ
る
が
、
「勢
揃
」
自
体
は
軍
記
諸
作
品
す
べ
て
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
軍
記
の

「
軍
記
ら
し
さ
」
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て

『魚
太
平
記
』
の

「勢
揃
」
が
ど
の
軍
記
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ

て
い
る
か
を
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
登
場
す
る
名
前
に
は
や
は
り

『平
家
物
語
』
を
も
じ

っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
他

の
軍
記
よ
り
は
や
や
多
く
、
そ
れ
が
本
作
の

『平
家
物
語
』
類
似
の
印
象
を
強
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鰐
悪
七
兵
衛

・
鰭
十
郎
味
持

・
浅
利
与
市

・
伊
奈
三
郎

・
鑢
三
郎
重
家

・
亀
井
六
郎
重
清
な
ど
を
み
れ
ば
、
『平
家
物
語
』
を
読
み
慣
れ
た
者
は
何
と
な
く
に
ん
ま
り

と
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
『魚
太
平
記
』
の

「勢
揃
」
本
来
の
面
白
さ
は
ど
れ
だ
け
の
魚
を
そ
の
形
状
や
味
を
あ
ら
わ
す
巧
み
な
名

付
け
で
列
挙
し
得
て
い
る
か
に
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
そ
こ
に
は
な
い
が
、
後
日
を
期
す
べ
き
重
要
な
課
題
と
考
え
て
い
る
。

四

『魚
太
平
記
』
は
、
最
後
に
八
幡
林

・
山
崎
の
森
に
住
む
鵜
が
仲
裁
に
入
る
。
鵜
は
、

抑
、
今
度
の
騒
動
何
事
ぞ
や
。
天
下
泰
平
に
し
て
弓
を
袋
に
入
、
銀
を
箱
に
納
る
御
代
な
る
に
、
懸
る
闘
語
、
勿
体
無
し

と

い
っ
て
、
和
睦
を
勧
め
、
魚
達
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

「本
国
」
に
帰

っ
て
、
結
び
の
祝
言
と
な
る
。

扱
こ
そ
、
河
海
泰
平
に
而
、
吹
風
、
枝
を
鳴
さ
ず
。
降
雨
、
土
く
れ
を
破
ら
ず
し
て
、
万
歳
を
唱
る
御
代
と
ぞ
成
に
け
る
。



「弓
を
袋
に
入
る
」
は
、
謡
曲

「弓
八
幡
」
の

「昔
唐
土
周
の
代
を
。
治
め
し
国
の
た
め
し
に
は
。
弓
箭
を

つ
つ
み
干
文
を
我
め
し
例

を
以
て
、
弓
を
袋
に
入
れ
、
釦
を
箱
に
納
む
る
こ
そ
、
泰
平
の
御
代
の
し
る
し
な
れ
」
に
依
る
。
祝
言
の
部
分
は
、
も
と
も
と
は
漢
籍
に

よ
る
文
言
で
あ
る
が
、
一謡
曲
や

『太
平
記
』
に
類
例
が
多
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

太
平
之
世
、
五
日

一
風
、
十
日

一
雨
、
風
条
を
鳴
さ
ず
、
雨
壌
を
破
ら
ず
。

吹
く
風
は
枝
も
鳴
さ
で
よ
ろ
づ
世
と
よ
ば
ふ
声
の
み
音
高
の
山

四
海
の
波
し
づ
か
に
て
　
国
も
治
ま
る
　
時
つ
風
　
枝
を
鳴
さ
ぬ
御
代
な
れ
や

雨
　
壌
を
潤
し
て
、
枝
を
鳴
さ
ぬ
松
の
風

舜
天
子
の
位
を
践
で
、
世
を
治
め
給
ふ
事
、
天
に
叶
ひ
地
に
随
ひ
し
か
ば
、
五
日
の
風
、
え
だ
を
鳴
さ
ず
、
十
日
の
雨
、
壌
を
破
る
事
な
し
。

亀
太
平
記
』
巻
三
十
二
　
直
冬
吉
野
殿
と
合
体
の
事
付
天
竺
震
旦
物
語
の
事
）

皇
の
か
し
こ
き
御
代
に
至
り
、
そ
の
徳
風
あ
ら
た
に
盛
ん
な
れ
ば
、
広
き
御
恵
四
方
に
あ
ま
ね
く
、
深
き
慈
世
に
し
げ
く
、
じ
う
じ
つ
の
風
、
枝
を

鳴
さ
ね
ば
、
国
土
自
ら
穏
や
か
な
り
。
五
日
の
雨
、
壌
を
破
ら
ざ
れ
ば
、
人
民
こ
と
に
豊
な
り
。
　

（室
町
物
語
　
慶
応
大
学
蔵

『し
ゆ
て
ん
童
子
Ｌ

よ
く
使
わ
れ
た
謡
曲
の
詞
章
な
ど
を
や
は
り
祝
言
に
利
用
し
て

『魚
太
平
記
』
は
終
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
軍
記
の
形
を
模
し

な
が
ら
合
戦
を
描
か
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
軍
記
の
ス
タ
イ
ル
を
こ
れ
み
よ
が
し
に
と
り
な
が
ら
肩
す
か
し
に

終
る
本
作
に
は
、
『鳩
鷺
物
語
』
や

『精
進
魚
類
物
語
』
に
比
較
し
て
、
半
端
な
形
で
終
え
て
し
ま

つ
て
い
る
と
し
て
低
く
評
価
す
る
向

き
も
あ
る
。
だ
が
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
っ
作
者
は
尾
張
藩
藩
医
で
あ

っ
た
。
尾
張
は
徳
川
御
三
家
の

一
で
あ
る
。
明
暦
か
ら
寛
文

に
至
る
時
期
に
作
者
の
ご
と
き
立
場
に
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
い
さ
か
い
が
あ

つ
た
と
し
て
も
合
戦
に
至
ら
ぬ

「め
で
た
き
御
代
」
を
描

く
べ
き
だ
と
の
配
慮
が
働
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
本
来
の
軍
記
も
、
異
類
物
の
擬
軍
記
も

「合
戦
」
を
描
き
勝
敗
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
作
者
が
も
じ
つ
て
描
い
た

「軍
記
」
ス
タ
イ
ル
の
物
語
は
、
ア
回
戦
」
を
描
か
ぬ
こ
と
で
、
本
来
の
軍
記
に
対

し
て
も
、
既
に
知
ら
れ
て
い
た
異
類
物
の
擬
軍
記
に
対
し
て
も
、
パ
ロ
デ
イ
と
な
り
得
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
、
『魚
太
平
記
』
の

『魚
太
平
記
』
典
拠
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一

亀
論
衡
』
是
応
篇
）

亀
風
雅
集
』
巻
二
十
　
賀
歌
　
一
〓
一〇
七
　
俊
成
）

（謡
曲

「高
砂
し

（謡
曲

「放
生
川
し



『魚
太
平
記
』
典
拠
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

ね
ら
い
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。

『魚
太
平
記
』
に
は
、
魚
名
列
挙
の
面
白
さ
の
解
明
と
い
う
課
題
と
共
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
に
至
ら
な
か

っ
た
引
用
や
典
拠
を
持

つ
と
思
わ
れ
る
部
分
が
ま
だ
か
な
り
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
今
後
考
察
の
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
漢
語
の
使
用
に
つ
い
て
も
検
討
す

べ
き
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
後
日
を
期
し
た
い
。

『魚
太
平
記
　
校
本
と
研
究
』
大
谷
大
学
文
学
史
研
究
会
編
　
勉
誠
社
　
平
成
七
年
刊

『京
都
大
学
蔵
　
む
ろ
ま
ち
も
の
が
た
り
　
８
』
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
　
臨
川
書
店
　
平
成
十
三
年
刊

『室
町
ご
こ
ろ
　
中
世
文
学
資
料
集
』
岡
見
正
雄
博
士
還
暦
記
念
刊
行
会
編
　
角
川
書
店
　
昭
和
五
十
三
年
刊
　
所
収

「魚
類
合
戦
河
海
物
語
」

解
題

『魚
太
平
記
　
校
本
と
研
究
』
の
田
尻
紀
子
氏
の

「
『魚
太
平
記
』
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
延
宝
九
年
刊
本
以
降
の
出
版
に
か
か
る
も
の
。

果
園
文
庫
旧
蔵
本
で
は

「伝
浦
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
地
名
と
し
て
は
天
理
写
本
の
ご
と
く

「伝
法
」
が
正
し
い
。

『庭
訓
往
来
』
の
本
文
は
、
石
川
松
太
郎
氏
校
注
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
　
一
一四
二

『庭
訓
往
来
』
に
よ
っ
た
。

「平
治
、
承
久
よ
り
以
来
」
の

「平
治
」
は

「平
家
」
亀
平
家
物
語
し

の
誤
り
か
。

「室
町
時
代
物
語
大
成
」
第
三
巻
所
収
。

『太
平
記
』
巻
二
十
六
に
は
、
高
師
直
兄
弟
の
無
道
ぶ
り
が
種
々
記
さ
れ
る
。
信
頼
も
ま
た

『平
治
物
語
』
に
そ
の
愚
行
が
記
さ
れ
て
い
る
。

＊
本
稿
は
、
平
成
十
四
年
度
秋
学
期
に
、
大
学
院
の

「
日
本
文
学
研
究
」
で
行

っ
た
講
義
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
授
業
に
お
い
て
は
、
受
講
の
大
学
院

生
諸
氏
に
魚
名
に
つ
い
て
の
調
査
協
力
を
お
願
い
し
た
。
大
学
院
生
諸
氏
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
者
の
多
忙
と
怠
惰
の
た
め
、
そ
の
成
果
を

本
稿
に
生
か
し
得
な
か

っ
た
こ
と
を
御
詫
び
す
る
。

（
い
け
だ
　
け
い
こ

・
関
西
学
院
大
学
非
常
勤
講
師

ｏ
京
都
府
立
大
学
）

言主
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