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１ 

は
じ
め
に 

  

『
平
家
物
語
』
は
高
校
や
中
学
の
国
語
の
教
材
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ

る
古
典
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
今
回
「
妓
王
」
の
章
段
を
と
り
あ

げ
て
、
こ
れ
ま
で
の
文
法
・
時
代
背
景
・
合
戦
譚
等
の
趣
き
と
は
異
な
る
視
点

で
の
古
典
鑑
賞
を
提
案
し
て
み
た
い
。 

 

こ
の
「
妓
王
」
は
『
平
家
物
語
』
成
立
の
過
程
で
、
比
較
的
遅
く
挿
入
さ
れ

た
話
で
、
出
入
り
が
諸
本
の
中
で
多
く
、
独
立
し
た
形
態
を
保
っ
て
い
る
こ
と

は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
長
門
本
に
な
く
、『
源
平
盛
衰
記
』
は
巻
十
七
「
福

原
京
事
」
の
あ
と
に
、
屋
代
本
は
流
布
本
と
同
じ
位
置
に
あ
る
も
の
の
、
抜
き

書
き
に
な
っ
て
い
る
等
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
平
家
物
語
』
の
話
の
中
で
は

な
く
て
は
な
ら
な
い
ぐ
ら
い
有
名
な
章
段
で
あ
り
、
京
都
の
嵐
山
で
は
こ
の
話

の
主
人
公
が
籠
も
っ
た
祇
王
寺
が
、
ま
た
隣
に
は
こ
れ
ま
た
『
平
家
物
語
』
と 

          

所
縁
の
あ
る
滝
口
寺
等
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
季
節
を
問
わ
ず
、

訪
れ
る
者
が
絶
え
る
こ
と
の
な
い
観
光
の
名
所
に
も
な
っ
て
い
る
の
は
ご
存

じ
の
方
も
多
い
こ
と
だ
と
思
う
。 

  
 
 
 
 

２ 

「
妓
王
」
の
構
造 

  

「
妓
王
」
は
『
平
家
物
語
』
の
中
で
は
清
盛
の
悪
行
譚
の
一
つ
と
し
て
存
在

す
る
。
ま
た
単
独
で
は
女
人
往
生
譚
の
性
格
を
も
併
せ
持
つ
。
こ
こ
に
は
平
清

盛
が
出
家
し
た
浄
海
入
道
と
し
て
登
場
す
る
。
権
力
を
握
っ
た
絶
頂
期
に
あ
り
、

京
都
の
西
八
条
邸
に
住
ん
で
い
る
。
「
妓
王
」
の
話
は
こ
の
西
八
条
邸
を
中
心

に
展
開
さ
れ
る
。
な
お
諸
本
に
よ
り
主
人
公
の
妓
王
は
祇
王
ま
た
は
義
王
な
ど

 
国
語
教
育
と
し
て
の
古
典
と
視
野 

 
 
 
 

─
『
平
家
物
語
』「
妓
王
」
に
み
る
国
際
性
と
女
性
の
自
立
・
職
業
の
こ
と
な
ど 

─ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

武
田
昌
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と
表
記
さ
れ
る
。
そ
の
展
開
の
様
子
は
劇
形
式
で
言
え
ば
二
幕
十
場
（
段
）
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

第
一
幕
・
前
半 

妓
王
の
物
語 

 

 
 

一
、
妓
王
一
家
の
栄
華
。 

 
 

二
、
仏
の
西
八
条
邸
推
参
。 

 
 

三
、
清
盛
（
浄
海
）
の
仏
へ
の
心
移
り
。 

 
 

四
、
捨
て
ら
れ
た
妓
王
の
傷
心
・
嘆
き
。 

 
 

五
、
清
盛
か
ら
の
召
し
出
し
と
妓
王
の
苦
悩
。 

 
 

六
、
妓
王
の
再
度
の
屈
辱
。 

 
 

七
、
妓
王
及
び
妓
王
一
家
の
遁
世
。 

 
 

 

第
二
幕
・
後
半 

仏
の
物
語 

 
 

八
、
仏
の
来
訪
。 

 
 

九
、
仏
の
懺
悔
。 

 
 

十
、
女
人
往
生
。 

 

一
か
ら
七
ま
で
が
第
一
幕
・
前
半
で
、
妓
王
の
物
語
。 

八
か
ら
十
ま
で
が
仏

の
物
語
が
中
心
で
第
二
幕
・
後
半
と
な
る
（
注
１
） 

  
 
 
 
 

３ 

百
石
百
貫
と
国
際
性 

 
 

 

こ
の
「
祇
王
」
の
出
だ
し
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 

 
 
 

太
政
入
道
は
、
か
や
う
に
天
下
を
掌
の
中
に
握
り
給
ひ
し
上
は
、
世
の 

 
 

誹
（
そ
し
り
）
を
も
憚
ら
ず
、
人
の
嘲
り
を
も
顧
み
ず
、
不
思
議
の
事
を 

 
 

の
み
し
給
へ
り
。
た
と
へ
ば
、
そ
の
頃
、
京
中
に
聞
え
た
る
白
拍
子
の
上 

 
 

手
、
妓
王
・
妓
女
と
て
、
お
と
と
ひ
あ
り
。
と
ぢ
と
云
ふ
白
拍
子
が
娘
な 

 
 

り
。
し
か
る
に
姉
の
妓
王
を
、
入
道
相
國
寵
愛
し
給
ひ
し
上
、
妹
の
妓
女 

 
 

を
も
、
世
の
人
も
て
な
す
事
斜
な
ら
ず
。
母
と
ぢ
に
も
、
よ
き
屋
作
っ
て 

 
 

と
ら
せ
、
毎
月
に
百
石
百
貫
を
送
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
家
内
富
貴
し
て
、 

 
 

楽
し
い
事
な
ら
ず
。 

 
 

 

清
盛
の
専
横
な
振
舞
に
白
拍
子
の
家
族
は
迷
惑
を
被
る
も
の
の
、
清
盛
の
送

っ
た
毎
月
の
「
百
石
百
貫
」
の
た
め
に
母
と
ぢ
を
始
め
妓
王
の
一
族
は
「
家
内

富
貴
し
て
、
楽
し
」
い
暮
ら
し
を
し
て
満
足
し
た
様
子
が
伺
え
る
。
そ
れ
だ
け

「
百
石
百
貫
」
の
価
値
は
不
満
の
口
を
塞
ぎ
、
楽
し
く
な
る
ほ
ど
莫
大
だ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
ど
れ
だ
け
の
価
値
を
意
識
し
た
ら
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。 

 

ま
ず
、
百
石
と
い
う
の
は
尺
貫
法
で
容
積
の
単
位
を
示
す
も
の
。
こ
こ
で
は

米
（
通
常
は
玄
米
）
の
単
位
量
を
さ
す
も
の
で
一
石
は
約
百
八
十
リ
ッ
ト
ル
と

な
る
。
一
合
の
十
倍
が
一
升
、
一
升
の
十
倍
が
一
斗
、
一
斗
の
十
倍
が
一
石
と
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な
る
。
一
升
瓶
、
一
斗
缶
な
ど
と
現
在
で
も
日
常
大
人
の
世
界
で
は
使
用
し
て

い
る
。
ま
た
「
加
賀
百
万
国
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
近
世
で
は
大
名
の
知
行
高

（
所
領
高
）
を
表
わ
す
語
で
も
あ
る
の
で
、
こ
の
石
（
こ
く
）
と
い
う
語
は
馴

染
み
が
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
大
学
生
を
含
め
、
十
代
、
二
十
代
の
人
に
は
す

で
に
日
常
使
用
し
な
い
の
で
馴
染
み
の
薄
い
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め

ど
の
位
の
分
量
な
の
か
判
然
と
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
が
国
の
伝
統

単
位
と
し
て
是
非
授
業
で
確
認
し
、
教
え
る
と
い
う
よ
り
も
、
伝
え
て
お
い
た

方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

次
の
百
貫
の
貫
は
銭
（
ぜ
に
）
の
単
位
。
尺
貫
法
で
重
量
を
表
わ
す
単
位
で

も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
通
常
一
文
（
も
ん
）
銭
千
枚
で
一
貫
と
す
る
。
わ
が
国

で
も
銭
の
鋳
造
は
早
く
八
世
紀
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
し
、
和
銅
開
宝
等
、
歴

史
教
科
書
で
も
お
な
じ
み
で
は
あ
る
。
ま
た
文
学
的
に
も
『
竹
取
物
語
』
『
土

佐
日
記
』
等
に
も
銭
の
記
述
は
あ
る
も
の
の
、
一
般
に
は
流
通
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
平
安
末
期
・
院
政
期
か
ら
盛
ん
に
宋
か
ら
銅
銭

が
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
わ
が
国
で
は
爆
発
的
に
流
通
し
た
。
い

わ
ゆ
る
宋
銭
の
流
通
で
あ
る
が
、
こ
の
銭
の
価
値
を
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
り
、

強
大
な
帝
国
の
中
国
（
宋
）
が
保
障
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
ル
と
同
じ
国

際
貨
幣
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
日
本
政
府
発
効
の
貨
幣
よ
り
も

信
頼
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
い
わ
ば
日
本
経
済

は
初
め
て
一
般
庶
民
レ
ベ
ル
で
国
際
経
済
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
も

な
る
。
ま
た
銭
自
体
が
輸
入
品
・
舶
来
品
で
あ
る
。
宋
銭
を
手
に
入
れ
る
こ
と

は
輸
入
品
を
も
手
に
入
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
銭
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
人
生

の
目
的
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
た
め
わ
が
国
は
本
格
的
な
資
本
主
義
経
済
に
突
入
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
流
通
の
影
に
平
清
盛
の
日
宋
貿
易
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
は

重
要
。
そ
の
清
盛
が
こ
の
『
平
家
物
語
』
の
「
妓
王
」
の
章
段
で
与
え
た
銭
は

従
っ
て
宋
銭
を
意
味
す
る
。
当
時
は
西
国
や
京
都
を
中
心
と
し
て
銭
の
流
通
が

盛
ん
に
な
り
、
や
が
て
『
銭
の
病
（
ぜ
に
の
や
ま
い
）』（
『
百
練
抄
』
）
と
い
わ

れ
る
よ
う
な
急
激
な
貨
幣
経
済
の
発
展
を
見
る
。
い
わ
ば
清
盛
が
銭
の
使
い
方

を
日
本
人
に
教
え
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
清
盛
は
国
際
感
覚
の
鋭
い
人
物

で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
彼
は
ま
た
音
戸
の
瀬
戸
を
切
り
開
い
た
り
、
別
荘
の

あ
る
福
原
の
外
港
の
大
輪
田
の
泊
（
と
ま
り
）
の
修
築
を
行
な
っ
た
り
し
て
、

今
日
の
神
戸
港
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
人
で
も
あ
る
。
そ
の
福
原
へ
は
後
白
河

院
も
訪
れ
、
宋
人
と
会
う
な
ど
、
国
際
交
易
港
と
し
て
そ
の
当
時
か
ら
発
展
を

遂
げ
て
い
た
。 

「
銭
あ
れ
ど
も
用
ゐ
ざ
ら
ん
は
、
全
く
貧
者
と
お
な
じ
。
何
を
か
楽
し
び
と
せ

ん
。
」
（
『
徒
然
草
』
第
二
百
十
七
段
）
と
い
う
世
の
中
に
な
っ
て
い
く
の
は
な

ん
ら
現
在
と
変
わ
ら
な
い
。 

 
横
暴
な
振
る
舞
い
の
反
面
、
平
家
を
中
心
と
す
る
栄
華
は
こ
の
国
際
貿
易
の

成
せ
る
技
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
中
世
と
は
我
が
国
唯
一
の
国
際
貨
幣
を
使
用
し
た
経
済

の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
さ
せ
た
い
。
二
十
一
世
紀
の
我
が
国
の
国
際
経
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済
の
原
点
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い
て
も
ら
え
れ
ば
、
古
典
と
現
代
と

の
距
離
が
ぐ
ん
と
縮
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

江
戸
初
期
の
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
寛
永
通
宝
の
鋳

造
を
み
る
ま
で
中
世
の
全
期
間
は
中
国
製
の
銭
の
流
通
に
よ
る
日
本
経
済
の

営
み
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
日
本
は
中
国
経
済
、
ひ
い
て
は
世
界

経
済
の
ま
っ
た
だ
中
に
い
た
こ
と
に
も
な
る
こ
と
の
認
識
は
、
少
な
く
と
も
日

本
の
古
典
文
学
で
の
人
々
の
生
活
が
一
地
域
だ
け
に
孤
立
し
て
い
な
い
状
況

を
思
わ
せ
て
興
味
が
沸
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

４ 

白
拍
子
と
女
性
の
職
業 

  

『
平
家
物
語
』
で
は
続
け
て 

 
 
 

 
 
 

そ
も
そ
も
我
が
朝
に
白
拍
子
の
始
ま
り
け
る
事
は
、
昔
鳥
羽
の
院
の
御 

 
 

宇
に
、
島
の
千
歳
・
和
歌
の
前
、
彼
等
二
人
が
舞
ひ
出
し
た
り
け
る
な
り
。 

 
 

昔
は
水
干
に
立
烏
帽
子
、
白
鞘
巻
を
さ
い
て
舞
ひ
け
れ
ば
、
男
舞
と
ぞ
申 

 
 

し
け
る
。
し
か
る
を
中
頃
よ
り
、
烏
帽
子
・
刀
を
の
け
ら
れ
て
、
水
干
ば 

 
 

か
り
用
ゐ
た
り
。
さ
て
こ
そ
白
拍
子
と
は
名
づ
け
け
れ
。 

 

妓
王
・
妓
女
の
白
拍
子
と
い
う
職
業
の
起
源
を
こ
こ
で
は
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、

『
徒
然
草
』
第
二
百
二
十
五
段
の
白
拍
子
の
起
源
も
一
般
に
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
参
考
ま
で
に
一
応
掲
出
す
る
。 

  
 
 

多
久
資
が
申
し
け
る
は
、
通
憲
入
道
、
舞
の
手
の
中
に
興
あ
る
事
ど
も 

 
 

を
え
ら
び
て
、
磯
の
禅
師
と
い
ひ
け
る
女
に
教
へ
て
舞
は
せ
け
り
。
白
き 

 
 

水
干
に
鞘
巻
を
差
さ
せ
、
烏
帽
子
を
ひ
き
入
れ
た
り
け
れ
ば
、
男
舞
と
ぞ 

 
 

言
ひ
け
る
。
禅
師
が
む
す
め
、
静
と
言
ひ
け
る
、
こ
の
芸
を
つ
げ
り
。
こ 

 
 

れ
白
拍
子
の
根
源
な
り
。
仏
神
の
本
縁
を
う
た
ふ
。
そ
の
後
、
源
光
行
、 

 
 

多
く
の
事
を
作
れ
り
。
後
鳥
羽
院
の
御
作
も
あ
り
。
亀
菊
に
教
へ
さ
せ
給 

 
 

ひ
け
る
と
ぞ
。 

  

『
平
家
物
語
』
と
『
徒
然
草
』
と
で
は
発
生
に
二
系
統
あ
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
け
れ
ど
も
、
女
性
が
男
性
の
装
束
を
し
て
、
一
種
の
奇
を
て
ら
っ
た
新
機

軸
の
芸
能
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
は
共
通
す
る
よ
う
で
あ
る
。
『
徒
然
草
』
で

は
磯
の
禅
師
が
娘
の
静
に
自
分
の
芸
を
伝
授
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
『
平

家
物
語
』
で
も
妓
王
・
妓
女
の
母
親
の
と
ぢ
か
ら
芸
の
継
承
を
受
け
て
の
活
躍

で
あ
る
。
し
か
も
母
と
ぢ
の
先
輩
と
し
て
白
拍
子
の
創
始
者
で
あ
る
、
島
の
千

歳
・
和
歌
の
前
と
い
う
二
人
を
出
す
こ
と
。
そ
し
て
二
人
の
活
躍
時
期
が
鳥
羽

院
の
頃
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
島
の
千
歳
・
和
歌
の
前
の
後
継
者
の
一
人

が
姉
妹
の
母
と
ぢ
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
少
な
く
と
も
『
平
家
物
語
』
で
は

女
性
の
継
承
者
が
三
代
続
い
て
い
る
こ
と
。
し
か
も
妓
王
一
家
で
登
場
す
る
の

は
皆
女
性
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
白
拍
子
の
芸
能
を
支
え
る
の
は
一
種
の
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女
系
家
族
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
父
親
や
夫
の
登
場
す
る
枠
は
な

い
。
男
系
社
会
は
存
在
し
な
い
し
、
職
業
柄
、
男
性
は
必
要
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
経
済
的
に
も
男
性
に
扶
養
し
て
も
ら
う
こ
と
も
な
い
。
女
性
は
自
ら

自
活
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
既
定
の
職
業
観
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
新

し
い
発
想
で
開
拓
し
て
行
く
頼
も
し
い
女
性
像
が
見
え
て
く
る
と
こ
ろ
ま
で

説
明
で
き
る
と
違
っ
た
授
業
観
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。 

 

中
世
は
、
と
い
っ
て
も
院
政
期
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
職
業
を

女
性
が
自
ら
開
拓
し
て
い
く
時
代
で
も
あ
っ
た
。 

 

ま
た
中
世
に
お
い
て
は
女
性
達
が
積
極
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
職
場
に
進
出
、
或

い
は
歴
史
の
表
舞
台
に
登
場
し
て
い
く
時
代
で
も
あ
っ
た
。
多
く
の
中
世
絵
巻

が
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、
例
え
ば
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
に
登
場
す
る
女
性

達
に
は
そ
の
職
種
三
十
四
種
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ち
ょ
う
ど
朝
日
百

科
『
日
本
の
歴
史
』
中
世
Ｉ
─
３
「
遊
女
・
傀
儡
・
白
拍
子
」（
一
九
八
六
年
。

二
０
０
二
年
改
訂
版
）
に
は
そ
れ
ら
が
す
べ
て
掲
載
さ
れ
て
い
て
読
み
や
す
い

も
の
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
女
性
の
職
業
が
絵
と
し
て
表
現
さ

れ
て
い
る
の
は
理
解
さ
れ
や
す
く
て
効
果
的
で
あ
る
。
し
ら
ひ
や
う
し
「
白
拍

子
」
、
く
せ
ま
い
ま
い
「
曲
舞
舞
」
、
い
お
う
り
「
魚
売
」
、
た
う
ふ
う
り
「
豆

腐
売
」
、
ぬ
い
物
し
「
縫
物
師
」
、
等
に
交
じ
っ
て
、
た
ち
君
「
立
君
」
、
つ
し

君
「
辻
子
君
」
の
姿
も
見
え
る
。
い
わ
ば
近
世
で
い
う
遊
女
達
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
も
中
世
に
お
い
て
は
立
派
な
職
業
で
あ
る
。
自
活
し
た
女
性
像
を
和
歌
と

共
に
堂
々
と
描
く
時
代
が
中
世
で
あ
る
、
と
考
え
た
い
。 

 

ま
た
本
書
に
よ
る
と
、
中
世
に
お
け
る
女
性
達
の
地
位
は
か
な
り
高
い
も
の

と
も
思
わ
れ
る
。 

 

白
拍
子
を
も
含
む
遊
び
女
（
あ
そ
び
め
）
は
近
世
で
い
う
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ

る
遊
女
（
ゆ
う
じ
ょ
）
と
は
性
格
が
異
な
り
、
宿
の
長
者
の
娘
が
、
親
が
進
ん

で
遊
び
女
に
す
る
（
『
曾
我
物
語
』
）
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
教
養
と
し
て

の
和
歌
の
素
養
・
歌
っ
て
舞
う
こ
と
が
で
き
、
読
み
書
き
も
も
ち
ろ
ん
、
美
貌

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
い
わ
ば
才
色
兼
備
の
才
媛
と
い
う
べ
き
か
、

芸
能
界
の
も
っ
と
も
脚
光
を
浴
び
て
い
る
ス
タ
ー
と
も
い
う
べ
き
（
あ
る
い
は

そ
れ
を
目
指
し
て
い
る
）
存
在
で
あ
る
。
遊
び
女
が
母
親
で
あ
っ
て
も
貴
族
と

し
て
の
出
世
に
特
に
妨
げ
と
な
る
こ
と
も
な
い
。
却
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の

人
た
ち
を
知
っ
て
い
る
し
、
そ
の
苦
労
の
様
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
母
親
を
親

に
持
つ
分
、
世
間
の
苦
労
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。『
徒

然
草
』
第
二
百
六
段
、
第
二
百
七
段
等
に
登
場
す
る
太
政
大
臣
徳
大
寺
実
基
の

温
厚
で
合
理
的
な
考
え
方
は
、
彼
の
母
親
が
「
舞
女
夜
叉
女
「
（
『
尊
卑
分
脈
』
）

で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
女
は
「
借
り
腹
」

と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
母
親
の
出
自
は
問
題
に
し
な
い
ぐ
ら
い
女
の
身

分
は
低
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
中
世
の
女
性
は
男
と
対
等
に
主
張
し
、

対
等
に
、
ま
た
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
。
そ
の
す
が
た

の
一
端
を
「
妓
王
」
で
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ま
た
新
し
い
古
典
教

育
の
展
望
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。 
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清
盛
の
身
勝
手
さ
な
ど 

 
 
 
 
 

 

以
下
、
妓
王
の
章
段
の
鑑
賞
点
を
数
カ
所
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

事
件
の
起
こ
り
は
加
賀
の
国
の
出
身
の
新
た
な
白
拍
子
の
仏
の
出
現
で
あ
っ

た
。
彼
女
の
京
都
で
の
評
判
は
、
や
が
て
彼
女
の
政
界
随
一
の
実
力
者
清
盛
か

ら
の
お
呼
び
が
か
か
ら
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
仏
自
ら
が
呼
ば
れ
も
し
な
い
の

に
参
上
す
る
と
い
う
「
推
参
」
を
清
盛
に
対
し
て
行
な
っ
た
。
仏
の
積
極
的
な

行
動
に
、
独
裁
者
の
清
盛
は
、
勝
手
に
自
邸
に
や
っ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
「
大

き
に
怒
」
り
、
門
前
払
い
の
体
に
す
る
。
十
六
歳
の
少
女
が
訪
問
し
た
だ
け
で
、

ま
る
で
後
の
平
家
打
倒
の
「
鹿
が
谷
」
の
陰
謀
事
件
の
発
覚
を
知
っ
た
驚
き
に

も
匹
敵
す
る
か
の
よ
う
な
怒
り
を
清
盛
は
表
わ
す
の
で
あ
る
。
己
の
予
定
外
の

行
動
を
す
る
者
に
対
し
て
の
猛
烈
な
抵
抗
は
、
独
裁
者
な
ら
で
は
の
性
格
と
い

え
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
み
て
い
た
妓
王
が
気
の
毒
に
思
い
、
清
盛
に
せ
め
て

仏
に
会
う
だ
け
で
も
い
い
か
ら
会
っ
て
く
れ
と
理
を
尽
く
し
て
頼
む
。
す
る
と

清
盛
は
一
も
二
も
な
く
理
屈
抜
き
で
仏
に
会
っ
て
や
る
こ
と
に
す
る
。 

 

と
こ
ろ
が
清
盛
が
仏
を
一
目
見
る
や
、
挨
拶
だ
け
で
は
な
く
、
歌
を
、
次
い

で
舞
も
所
望
し
、
た
ち
ま
ち
彼
女
の
魅
力
に
取
り
付
か
れ
て
し
ま
う
。
本
文
は

「
入
道
相
国
、
舞
に
め
で
給
ひ
て
、
仏
に
心
を
移
さ
れ
け
り
」
と
表
現
す
る
が
、 

『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
「
入
道
は
初
め
よ
り
横
目
も
せ
ず
、
う
ち
う
な
づ
き
う

ち
う
な
づ
き
、
よ
だ
れ
と
ろ
と
ろ
た
ら
し
て
見
入
り
給
へ
り
：
：
：
横
だ
き
に

い
だ
き
て
帳
臺
の
内
へ
入
り
給
ふ
」
。『
延
慶
本
』
で
は
「
入
道
殿
二
心
も
な
く

見
給
ひ
け
り
。
妓
王
は
入
道
殿
の
気
色
を
見
奉
り
て
を
か
し
く
覺
え
て
少
し
う

ち
笑
ひ
て
あ
り
け
り
、
入
道
い
つ
し
か
つ
い
立
ち
て
、
未
だ
舞
も
は
て
ぬ
先
に

佛
が
腰
に
い
だ
き
つ
き
て
帳
臺
へ
入
れ
給
ひ
け
る
こ
そ
け
し
か
ら
ね
」
と
中
年

男
性
の
い
や
ら
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
表
現
が
目
立
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方

が
実
際
の
描
写
ら
し
く
思
え
る
。
と
こ
ろ
が
角
川
文
庫
本
で
は
さ
す
が
に
流
布

本
だ
け
あ
っ
て
、
幼
童
婦
女
子
の
読
者
対
象
も
意
識
し
て
か
、
か
な
り
抽
象
的
、

ま
た
上
品
な
表
現
に
し
て
あ
る
。
当
た
り
障
り
の
な
い
無
難
な
表
現
で
あ
る
が
、

清
盛
の
急
激
な
心
の
変
化
と
本
能
丸
出
し
で
相
手
の
気
持
ち
を
全
く
考
え
て

い
な
い
行
動
が
諸
本
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
面
白
さ
が
、
古
典
の
魅
力
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
も
授
業
で
は
理
解
さ
せ
て
み
て
は
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
人
間

の
心
の
移
り
気
さ
を
鑑
賞
す
る
に
は
こ
の
「
妓
王
」
も
う
っ
て
つ
け
の
教
材
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
章
段
に
は
仏
の
今
様
歌
も
載
り
、
日
本
文

化
・
芸
能
の
知
識
も
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

清
盛
は
す
ぐ
に
妓
王
に
屋
敷
か
ら
出
て
い
く
よ
う
に
命
じ
る
。
急
な
こ
と
で

妓
王
は
な
す
術
も
な
い
が
、
後
か
ら
入
る
仏
の
た
め
に
自
分
の
部
屋
を
き
れ
い

に
片
づ
け
て
、
妓
王
に
対
す
る
恨
み
の
歌
を
障
子
に
書
き
付
け
て
退
出
す
る
。 

 
 
 

 
 

も
え
い
づ
る
も
枯
る
ヽ
も
同
じ
野
邊
の
草
何
れ
か
秋
に
あ
は
で
は
つ
べ
き 

 

あ
な
た
（
仏
）
も
い
つ
か
は
私
と
同
じ
よ
う
に
飽
き
ら
れ
て
捨
て
ら
れ
る
よ
と

い
う
意
味
を
含
ん
だ
こ
の
歌
は
決
し
て
清
盛
に
対
し
て
の
恨
み
の
歌
で
は
な
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い
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
気
に
入
っ
た
も
の
だ
け
を
手
に
入
れ

る
。
い
ら
な
く
な
っ
た
ら
捨
て
る
、
と
い
う
。
ま
さ
に
女
性
を
物
と
し
か
見
な

い
清
盛
。
一
方
、
仏
も
含
め
て
彼
女
達
も
清
盛
を
心
の
通
っ
た
人
間
と
見
て
い

な
い
。
こ
れ
で
は
双
方
恨
み
よ
う
が
無
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
た
い
。
こ
こ
で
は

心
の
通
い
会
っ
た
者
同
士
が
理
解
で
き
る
、
す
な
わ
ち
人
間
と
し
て
の
理
性
を

持
つ
こ
と
の
で
き
る
者
が
通
じ
会
え
る
か
ら
こ
そ
、
恨
み
の
言
葉
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
人
間
ど
う
し
だ
か
ら
自
分
の
心
が
通
じ
会

え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ぶ
ん
清
盛
の
野
性
じ
み
た
本
能
的
行
動
が
人
間
の
心
の

通
い
あ
い
を
拒
絶
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
な
お
妓
王
の
仏
に

対
す
る
恨
み
は
後
半
、
仏
の
懺
悔
の
シ
ー
ン
で
誤
解
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
劇

的
展
開
を
も
み
せ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

一
体
、
男
女
の
三
角
関
係
の
も
つ
れ
は
そ
の
原
因
の
多
く
は
男
性
側
の
無
責

任
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
得
て
し
て
、
捨
て
ら
れ
た
女
性
の
恨
み
の
矛
先
は

も
う
一
方
の
女
性
に
向
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

「
妓
王
」
の
章
段
で
も
そ
の
傾
向
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
複
雑
な
人

間
関
係
・
人
間
心
理
の
格
好
の
教
材
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

次
に
、
捨
て
ら
れ
た
妓
王
が
母
と
じ
の
い
る
京
の
宿
所
に
戻
っ
た
翌
春
、
清

盛
か
ら
仏
の
徒
然
を
慰
め
る
た
め
に
と
呼
び
出
し
が
か
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て

妓
王
は
拒
絶
す
る
の
で
あ
る
が
、
母
と
じ
は
渡
世
術
に
た
け
て
い
る
の
で
娘
を

得
々
と
清
盛
の
意
に
逆
ら
わ
な
い
よ
う
に
説
得
（
こ
れ
を
本
文
で
は
教
訓
と
い

う
）
す
る
。
清
盛
と
の
男
女
の
縁
の
ま
だ
浅
く
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
母
自
身
、

清
盛
の
怒
り
に
触
れ
て
京
都
を
追
放
さ
れ
た
く
な
い
こ
と
。
京
都
で
死
ぬ
こ
と

が
母
の
望
み
で
あ
り
、
今
生
の
親
孝
行
で
あ
る
し
、
母
が
死
ん
で
か
ら
後
の
供

養
に
も
な
る
ぞ
と
い
う
件
り
は
、
心
根
の
優
し
い
妓
王
に
は
拒
否
で
き
な
い
事

柄
で
あ
っ
た
ろ
う
。
母
親
の
誘
導
は
こ
こ
で
は
成
功
す
る
。
と
こ
ろ
が
妓
王
が

清
盛
の
西
八
条
邸
で
再
度
の
屈
辱
を
受
け
て
帰
っ
て
来
て
、
妓
王
が
死
に
た
い

（
そ
れ
を
聞
い
た
妹
の
妓
女
も
姉
が
死
ぬ
な
ら
自
分
も
死
ぬ
と
言
い
出
す
）
と

言
う
に
及
ん
で
、
母
は
こ
れ
を
思
い
止
ま
ら
せ
る
た
め
に
、
子
供
た
ち
が
死
ね

ば
親
で
あ
る
自
分
も
死
ぬ
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
ま
だ
寿
命
の
あ
る
親

を
途
中
で
死
な
せ
る
こ
と
は
五
逆
罪
の
一
つ
で
あ
る
親
殺
し
に
当
た
る
の
で
、

（
親
を
間
接
的
に
殺
す
こ
と
に
な
る
）
娘
の
妓
王
は
地
獄
落
ち
と
な
る
の
が
か

わ
い
そ
う
だ
、
と
い
う
論
理
を
持
ち
出
す
。
妓
王
は
自
分
が
自
殺
す
れ
ば
母
も

死
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
、
さ
す
が
に
自
殺
は
思
い
止
ま
る
。
そ
の
か
わ
り
、
一

家
諸
共
、
京
の
外
に
出
て
出
家
し
、
阿
弥
陀
の
世
界
に
行
け
る
よ
う
に
念
仏
を

唱
え
る
生
活
へ
と
大
き
く
方
向
転
換
す
る
。
俗
世
間
を
よ
く
知
っ
て
い
る
母
親

の
説
得
が
、
却
っ
て
ど
れ
ほ
ど
悩
ん
で
い
る
娘
の
妓
王
を
苦
し
め
て
い
る
こ
と

か
。
世
間
の
常
識
「
長
い
も
の
に
は
巻
か
れ
ろ
」
式
の
親
の
説
得
の
危
う
さ
は
、

当
座
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
は
子
供
の
悩
み
の
根
本

の
解
決
に
は
（
教
育
に
は
）
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
母
の
説

得
の
問
題
は
現
在
の
親
の
問
題
で
も
あ
る
。 

 

後
半
部
分
は
こ
の
草
庵
に
仏
が
懺
悔
の
た
め
に
訪
問
し
、
や
が
て
妓
王
・
妓

女
・
と
じ
・
仏
の
四
人
で
極
楽
往
生
を
願
っ
て
そ
の
通
り
と
な
る
と
い
う
も
の
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だ
が
、
仏
の
劇
的
な
草
庵
へ
の
登
場
ぶ
り
、
ま
た
劇
的
な
仏
の
出
家
・
懺
悔
の

さ
ま
は
も
は
や
言
を
要
す
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。 

 

な
お
女
人
往
生
に
つ
い
て
は
中
世
文
学
を
初
め
と
し
て
盛
ん
に
言
わ
れ
て

い
る
の
で
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
の
問
題
と
も
絡
ん

で
、
仏
教
を
一
つ
の
絆
と
し
て
恩
讎
を
超
え
て
の
彼
女
達
の
往
生
は
絶
対
に
清

盛
の
行
く
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
（
極
楽
）
へ
の
跳
躍
に
も
つ
な
が
る
。
こ
の

点
、
別
稿
を
期
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 

 

次
に
妓
王
と
仏
の
二
人
の
性
格
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
よ
く
指
摘
は
さ
れ
て
い

る
が
、
妓
王
は
王
朝
的
な
女
性
で
、
受
け
身
で
は
あ
る
が
仏
の
清
盛
邸
来
訪
の

折
は
清
盛
に
会
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
む
な
ど
優
し
い
心
の
持
ち
主
。
し
か
し
、

清
盛
に
追
い
出
さ
れ
て
心
理
的
に
立
ち
直
れ
な
い
。
一
方
、
身
を
投
げ
よ
う
と

言
い
出
し
た
り
、
出
家
す
る
な
ど
、
意
外
と
過
激
な
（
？
、
そ
れ
だ
け
追
い
つ

め
ら
れ
た
心
境
で
も
あ
る
。
自
殺
す
る
生
徒
の
心
境
と
似
て
い
る
か
も
知
れ
な

い
）
一
面
も
窺
え
る
。
一
方
の
仏
は
事
態
の
前
へ
前
へ
と
進
め
て
い
く
タ
イ
プ

で
中
世
的
な
女
性
。
思
い
き
り
良
く
、
恐
れ
を
知
ら
な
い
さ
っ
ぱ
り
し
た
性
格

と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
仏
の
部
屋
に
書
き
残
し
た
和
歌
の
意
味
を
す
ぐ
に
汲
み

取
り
、
事
態
（
誤
解
）
の
打
開
に
対
処
し
よ
う
（
結
局
、
出
家
の
道
を
選
択
し

て
清
盛
の
手
か
ら
逃
れ
る
）
と
し
て
い
る
積
極
的
な
様
子
も
見
て
取
れ
る
。
本

章
段
の
事
件
展
開
で
重
要
な
要
素
を
な
す
。 

 

ま
た
章
段
全
体
と
し
て
、
季
節
観
が
う
ま
く
つ
な
が
り
、
物
語
の
興
を
添
え

て
い
る
こ
と
も
重
要
。
第
一
段
「
妓
王
一
家
の
栄
華
」
で
は
三
年
の
歳
月
が
経

過
す
る
が
、
第
二
段
「
仏
の
西
八
条
邸
推
参
」
と
第
三
段
「
清
盛
（
浄
海
）
の

仏
へ
の
心
移
り
」
は
和
歌
の
季
語
等
か
ら
秋
。
第
四
段
「
捨
て
ら
れ
た
妓
王
の

傷
心
・
嘆
き
」
は
秋
か
ら
冬
（
年
末
）
。
段
五
段
「
清
盛
か
ら
の
召
し
出
し
と

妓
王
の
苦
悩
」
第
六
段
「
妓
王
の
再
度
の
屈
辱
」
と
第
七
段
「
妓
王
及
び
妓
王

一
家
の
遁
世
」
は
翌
春
の
こ
と
。
第
八
段
「
仏
の
来
訪
」
は
後
半
の
場
面
に
移

り
、
「
か
く
て
春
過
ぎ
夏
長
け
ぬ
。
秋
の
初
風
吹
き
ぬ
れ
ば
、
星
合
の
空
を
詠

め
つ
ヽ
、
天
の
戸
渡
る
梶
の
葉
に
、
思
ふ
事
書
く
頃
な
れ
や
」
と
、
春
、
夏
を

越
し
、
秋
の
星
合
の
空
（
七
夕
・
七
月
七
日
）
と
い
う
俗
世
間
で
は
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
夜
の
出
来
事
と
な
る
。
第
九
段
「
仏
の
懺
悔
」
も
こ
の
夜
の
事
。
最
後

に
順
序
に
遅
速
は
あ
れ
、
皆
往
生
を
遂
げ
る
と
い
う
第
十
段
「
女
人
往
生
」
に

た
ど
り
着
く
。
事
件
展
開
は
秋
に
始
ま
り
秋
に
終
わ
る
と
い
う
計
算
さ
れ
た
季

節
観
で
あ
る
こ
と
も
気
が
つ
か
せ
た
い
。 

 

以
上
、
い
ろ
い
ろ
述
べ
て
き
た
が
、
教
材
研
究
に
『
平
家
物
語
』
そ
し
て
本

章
段
を
是
非
生
か
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
う
。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

注
（
１
）
こ
の
二
幕
十
場
に
関
し
て
は
故
梶
原
正
昭
先
生
か
ら
御
教 

 
 
 
 
 
 
 
 

示
い
た
だ
い
た
。 

 

『
平
家
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は 

入
手
し
や
す
さ
を
考
え
て
角
川
文
庫
『
平 

 

家
物
語
』（
上
・
下
）
佐
藤
謙
三
校
註
（
寛
文
十
二
年
平
仮
名
製
版
本
）
に 

 

よ
っ
た
。 
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 ［

付
記
］ 

 

本
稿
は
平
成
十
四
年
度
茨
城
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
第
三
学
区
国
語
部

研
究
協
議
会
の
会
場
校
（
鉾
田
第
一
高
等
学
校
）
で
講
演
を
す
る
機
会
を
得
た

時
の
講
演
内
容
を
加
筆
・
補
足
し
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
。 

 

会
場
校
の
先
生
方
及
び
ご
出
席
の
先
生
方
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 


