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付
帯
状
況
を
表
す
タ
マ
マ
節
に
つ
い
て

一
、
は
じ
め
に

現
代
語
に
お
い
て

「助
動
詞
連
体
形
夕
十
マ
マ
」
（以
後
、
簡
略
化
し
て
単
に

タ
マ
マ
と
す
る
）
が
副
詞
節
を
形
成
す
る
要
素
と
し
て
働
く
と
き
、
そ
の
文
の

（１
）

タ
イ
プ
に
は
大
き
く
分
け
て
次
の
二
つ
が
あ
る
。

一
つ
は
タ
マ
マ
節
が
主
節
の
事
態
に
対
し
て
、
付
帯
的
な
状
況
を
表
現
す
る

も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
二
つ
の
事
態
が
空
間
的
同
時
性
を
も
つ
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

（１
）服
を
着
た
ま
ま
海
で
泳
い
だ
。

（２
）
ド
ア
を
開
け
た
ま
ま
、
三
時
間
待
ち
続
け
た
。

（２
）

こ
う
い
っ
た
用
法
を

【付
帯
用
法
】
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

二
つ
目
は
、
タ
マ
マ
節
の
事
態
と
主
節
の
事
態
と
が
継
起
的
な
関
係
に
な
っ

て
い
た
り
、
主
節
動
詞
が
否
定
辞

（ナ
イ
、
ズ
等
）
を
伴
っ
て
い
た
り
し
て
、

二
つ
の
事
態
が
併
存
し
て
い
る
と
み
な
せ
な
い
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（３
）
ド
ア
を
開
け
た
ま
ま
出
て
行
っ
た
。

（４
）
三
年
前
に
家
を
出
潤
劃
劃
帰
っ
て
来
な
い
。

こ
の
用
法
を

【非
同
時
用
法
】
と
呼
ぶ
。
こ
の
タ
マ
マ
は
、
タ
マ
マ
ニ
シ
テ

や
タ
キ
リ
等
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（三
宅

一
九
九
五
）。

さ
て
、
上
の
三
分
法
の
観
点
か
ら

「用
言
連
体
形
＋
マ
マ
」
を
湖
っ
て
古
語

廣
　
坂
　
直

を
見
て
み
る
と
、
【非
同
時
用
法
】
の
方
は
古
く
か
ら
そ
の
用
例
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

（５
）
お
と
こ
、
宮
づ
か
へ
し
に
と
て
、
別
れ
お
し
み
て
ゆ
き
け
る
ま
ヽ
に
、

三
年
こ
ざ
り
け
れ
ば
、
待
ち
わ
び
た
り
け
る
に
　
　
　
　
（伊
勢
鵬
‐
１
）

↓

〔行
ッ
タ
キ
リ
、
三
年
来
ナ
イ
ノ
デ
〕

一
方

【付
帯
用
法
】
は
、
今
回
調
査
し
た
限
り
で
は
近
世
後
期
ま
で
下
る
必

要
が
あ
る
。

（６
）此
内
よ
い
ノ
ヽ
は
あ
ふ
む
け
に
こ
ろ
ん
だ
ま
ゝ
、
目
を
ぎ
ろ
ノ
ヽ
し
て
、

人
の
か
ほ
ば
か
り
見
て
ゐ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（浮
世
風
呂
５８
‐
・４
）

【付
帯
用
法
】
が
近
世
ま
で
見
ら
れ
な
い
一
因
と
し
て
ナ
ガ
ラ
の
存
在
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
語
に
お
い
て
は
、
か
な
り
広
い
範
囲
で
ナ
ガ
ラ
が
【付

帯
用
法
】
を
担
っ
て
い
た
。

（７
）制
を
帯
し
沓
を
は
き
引
洲
引
殿
上
に
の
ぼ
る
事
を
ゆ
る
さ
れ
し
か
共

（平
家
口
‐
１４
）

（８
）殿
ば
ら
な
る
人
々
も
出
で
あ
ひ
な
ど
し
て
、
格
子
な
ど
も
上
げ
な
が
ら

冬
の
夜
を
居
明
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（枕
脳
‐
５
）

（７
Ｘ
８
）
の
よ
う
な
古
文
を
現
代
語
訳
す
る
際
に
は
、
（７
）沓
を
履
い
た
ま

劃
、
（８
）格
子
を
上
げ
潤
劃
剥
、
と

【付
帯
用
法
】
の
タ
マ
マ
を
当
て
る
の
が

適
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
ナ
ガ
ラ
は

「～
た
ま
ま
」
と
解
せ
る

〔結
果
〕
を
取

子



り
上
げ
る
用
法
を
次
第
に
失
い
、
現
代
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
動
詞
の
〔過
程
〕

を
取
り
上
げ
る
用
法
へ
と
移
行
す
る
。
ナ
ガ
ラ
の
失
っ
た
用
法
を
部
分
的
に
タ

マ
マ
が
引
き
継
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
【付
帯
用
法
】

の
タ
マ
マ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
成
立
し
た
の
か
を
中
心
に
考
察
を

す
す
め
る
。

二
、
先
行
研
究
概
観

タ
マ
マ
を
歴
史
的
に
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
上
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
き

た
マ
ニ
マ
、
マ
ニ
マ
ニ
、
マ
マ
ニ
と
い
う
形
式
と
の
関
連
性
を
ま
ず
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
『日
本
国
語
大
辞
典
』
（小
学
館
）
に
お
い
て
も
、
マ
マ

（儘
・随
）

は
マ
ニ
マ
、
マ
ニ
マ
ニ
と
同
語
源
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

久
永

（
一
九
六
〇
）
で
は
、
上
代
か
ら
院
政

・
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
資
料
を

用
い
て
、
マ
ニ
マ
ニ
か
ら
マ
マ
ニ
ヘ
の
形
態
的
な
推
移
を
中
心
に
考
察
が
行
わ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
マ
マ
と
い
う
形
式
が
マ
マ
ニ
に
遅
れ
て
文
献
上
に
現
れ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
意
味
的
な
問
題
や
現
行
（夕
）
マ
マ
と
の

関
連
性
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
石
垣

（
一
九
五
五
）
で
は
、
カ
ラ
の
通
時
的
考
察
に
お
い
て
マ
ニ
マ

を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
氏
の
指
摘
は
本
稿
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
氏
は
上
代
の
ナ
ガ
ラ
と
ノ
マ
ニ
マ
に
つ
い
て
、
主
に
、
「述
定
力
の
あ
る

動
詞
連
用
形
を
受
け
る
ノ
」
が
、
ナ
ガ
ラ
と
ノ
マ
ニ
マ
の
場
合
だ
け
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
両
語
の
共
通
性
を
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

第

一
は

「な
が
ら
」
が

「な
」
と

「
か
ら
」
の
融
合
し
た
も
の
で
、
「な
」

は

「
の
」
と
同

一
の
辞
で
あ
る
と
い
ふ
推
定
で
あ
り
、
第
二
は

「な
が
ら
」

の
承
接
状
態
と

「
の
ま
に
ま
」
の
承
接
状
態
と
が
全
く

一
致
し
、
か
つ
他

の
助
詞

一
般
の
承
接
状
態
に
封
し
て
、
い
ち
じ
る
し
い
特
殊
性
を
し
め
す

ゆ
ゑ
、
「か
ら
」
と

「ま
に
ま
」
と
は
、
き
は
め
て
親
近
性
を
も
た
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
ふ
推
定
で
あ
る

（ｏ
フ

に
Υ
馬
ｅ
。

こ
の
石
垣

（
一
九
五
五
）
の
記
述
に
従
っ
て
ナ
ガ
ラ
と
ノ
マ
ニ
マ
の
対
応
関

係
を
簡
略
化
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（９
）
ナ

¨
ガ
ラ
＝
ノ
¨
マ
ニ
マ

本
稿
で
は

【付
帯
用
法
】
タ
マ
マ
の
成
立
に
つ
い
て
、
こ
の
（９
）を
重
視
し

た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。

三
、
歴
史
的
展
開

三
、　
一
、
マ
マ
の
多
義
性

久
永

（
一
九
六
〇
）
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
中
古
に
入
る
と
マ
マ
ニ
。
マ
ニ

マ
ニ
と
二
を
伴
っ
た
形
式
が

一
般
的
に
な
り
、
そ
れ
に
遅
れ
て
マ
マ
も
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
以
後
、
特
に
断
ら
な
い
限
リ
ニ
の
有
無
を
措
い
て
、
マ
ニ
マ
。

マ
ニ
マ
ニ
・
マ
マ
ニ
。
マ
マ
の
全
て
を
代
表
し
て
マ
マ
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
こ
の
マ
マ
の
承
接
に
つ
い
て
は
、
上
代
に
見
ら
れ
た
述
定
力
の
あ
る

動
詞
連
用
形
を
受
け
る
用
法
は
次
第
に
姿
を
消
し
、
残
り
は
次
の
二
種
に
分
け

（３
）

ら
れ
る
。

〔１
〕
「用
言
連
体
形
＋
マ
マ
」

〔２
〕
「体
言
十
ノ
＋
マ
マ
」

ま
ず
、
数
の
上
で
圧
倒
的
に
優
位
な
の
が

〔１
〕
「用
言
連
体
形
十
マ
マ
」
で

あ
る
。
こ
の
形
式
は
多
義
で
あ
り
、
意
味
用
法
の
分
類
に
は
様
々
な
基
準
が
考

え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
論
の
展
開
に
と
っ
て
重
要
な
①
か
ら
③
と
、
そ
の
他

に
分
類
す
る
。

①

【随
意
用
法
】
「～
に
従
っ
て
そ
の
と
お
り
に
」
と
現
代
語
訳
が
で
き
る
。

「随
意
」
と
名
付
け
る
の
は
、
石
垣

（
一
九
五
五
）
に

「す
べ
て
の

「ま
に
ま
」



に
通
ず
る
根
本
の
概
念
」
ε
・
８
）
と
さ
れ
る
「或
る
物
事
に
す
こ
し
も
積
極
的

な
力
を
く
は
へ
な
い
」
ε
・
８
）
と
い
う
性
質
を
、
こ
の
用
法
が
よ
く
守
っ
て
い

て
、
「心
の
ま
ま
に
」
の
よ
う
な

〔２
〕
の
構
造
を
も
つ
も
の
の
意
味
用
法
と
も

よ
く
通
じ
る
原
初
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

（１０
）た
だ
暁
の
別

一
筋
を
、
ふ
と
お
ぼ
え
つ
る
ま
ま
に
言
ひ
て
、
わ
び
し
う

も
あ
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（枕
爾
‐
ｎ
）

②

【非
同
時
用
法
】
「～
し
た
き
り
」
と
現
代
語
訳
が
で
き
る
。
現
代
語
タ
マ

マ
に
も
見
ら
れ
る
用
法
で
、
前
に
述
べ
た
と
お
り
後
句
と
の
意
味
関
係
に
空
間

的
同
時
性
を
欠
く
。

（Ｈ
￥
心
賀
へ
と
て
ま
か
で
た
ま
ひ
に
し
ま
ゝ
に
参
り
た
ま
は
ず（平

中
２５
‐
・７
）

③

【即
時
用
法
】
「～
す
る
や
い
な
や
」
と
現
代
語
訳
が
で
き
る
。
後
句
の
事

態
が
速
や
か
に
、
継
起
的
に
起
こ
る
こ
と
を
表
す
。

（・２
Ｖ
」
の
皇
子

「
い
ま
さ
へ
何
か
と
言
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
言
ふ
ま
ゝ
に
、
縁

に
は
ひ
上
り
給
（ひ
）
ぬ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（竹
取
３７
‐
２
）

以
上
挙
げ
た
三
用
法
の
他
に
、
用
例
の
数
の
上
で
は
最
も
多
い

「～
に
つ
れ

て
」
と
現
代
語
訳
で
き
る
も
の
や
、
原
因

。
理
由
を
表
し
て

「～
の
で
」
と
訳

せ
る
も
の
、
ま
た
逆
接
を
表
し
て

「～
の
に
」
と
訳
せ
る
も
の
、
「～
に
つ
け
て

も
」
の
よ
う
に
訳
せ
て
言
及
を
表
す
も
の
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
各

一
例
を
挙
げ

て
お
く
。

（・３
）
「給
は
る
べ
き
な
り
こ
と
言
ふ
を
聞
き
て
、
か
ぐ
や
姫
の
、
暮
る
ゝ
ま
ゝ

に
思
ひ
わ
び
つ
る
心
地
、
わ
（づ
）
ら
ひ
さ
か
へ
て
、
翁
を
呼
び
と
り
て
言

ふ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（竹
取
４０
‐
７
）

（・４
）女
、
親
な
く
た
よ
り
な
く
な
る
ま
ゝ
に
、
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く

て
あ
ら
ん
や
は
と
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（伊
勢
螂
‐
１３
）

（・５
）祓
へ
け
る
ま
ゝ
に
、
い
と
ゞ
か
な
し
き
こ
と
数
ま
さ
り
て
、
あ
り
し
よ

り
け
に
恋
し
く
の
み
お
ぼ
え
け
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
（伊
勢
Ｗ
，
１５
）

（・６
）
を
さ
な
き
心
地
に
、
す
こ
し
恥
ぢ
ら
ひ
た
り
し
が
、
や
う
ノ
ヽ
う
ち
解

け
て
、
物
い
ひ
笑
ひ
な
ど
し
て
、
む
つ
れ
給
ふ
を
、
み
る
ま
ゝ
に
、
匂
ひ

ま
さ
り
て
、
う
つ
く
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（源
氏
②
獅
‐
１
）

こ
の
よ
う
に
、
中
古
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
〔１
〕
「用
言
連
体
形
＋
マ
マ
」

の
構
造
を
持
つ
例
を
調
査
し
て
み
た
が

【付
帯
用
法
】
で

「～
た
ま
ま
」
と
解

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
例
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
現
行

【付
帯
用
法
】

の
タ
マ
マ
は
、
形
態
的
に
見
る
と

「助
動
詞
連
体
形
夕
＋
マ
マ
」
で
あ
る
か
ら
、

〔１
〕
の
構
造
か
ら
新
た
な
意
味
用
法
で
あ
る

【付
帯
用
法
】
が
発
生
し
た
と

考
え
る
こ
と
が
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
〔１
〕
の
構
造
を
も
つ
も
の

が

【付
帯
用
法
】
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
次
節
以
降
で

は
そ
れ
よ
り
も
可
能
性
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
変
化
過
程
に

つ
い
て
述
べ
る
。

三
、
二
、
ソ
ノ
マ
マ
と
サ
ナ
ガ
ラ

三
、　
一
、
に
見
た
よ
う
に
、
〔１
〕
の
構
造
を
も
つ
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は

【付

帯
用
法
】
と
は
通
じ
な
い
意
味
用
法
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で

〔２
〕
「体
言
＋

ノ
＋
マ
マ
」
の
構
造
の
も
の
を
検
証
し
て
み
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
（９
）
に
見

た
よ
う
に
、
石
垣

（
一
九
五
五
）
に
よ
っ
て
そ
の
類
似
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る

の
は
、
ナ
ガ
ラ
と
ノ
マ
ニ
マ
で
あ
っ
て
、
ナ
ガ
ラ
と
マ
マ
ニ
で
は
な
い
。
〔２
〕

の

「
ノ
十
マ
マ
」
が
受
け
る
体
言
と
し
て
は

「心
、
教
え
、
け
し
き
、
み
ち
、

本
意
」
な
ど
、
限
ら
れ
た
名
詞
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は

「～
に
従
っ
て

そ
の
と
お
り
に
」
と
解
せ
る

【随
意
用
法
】
で
あ
る
。
し
か
し
、
体
言
の
中
に

は
ソ
や
コ
の
よ
う
な
指
示
代
名
詞
も
存
在
す
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
ソ



サ
ナ
ガ
ラ

ソ
ノ

マ
マ

1
大

和

l
平

中

蜻
蛉

1
落
窪

枕

源
氏

1 堤

4
狭
衣

ノ
マ
マ
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
以
下
で
は
ソ
ノ
マ
マ
と
、
そ
れ
に
似
た
構
造
を

も
つ
サ
ナ
ガ
ラ
と
い
う
形
式
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
変
遷
を
細
く
辿
る
こ
と
に
よ

っ
て
タ
マ
マ
の
成
立
を
探
る
。

（・７
）
ソ

¨
ノ

¨
マ
マ
■
サ

¨
ナ

¨
ガ
ラ

三
、
二
、　
一
、
中
古

資
料
に
は
ソ
ノ
マ
マ
、
サ
ナ
ガ
ラ
共
に
用
例
数
は
少
な
く
《
表
ｌ
Ｖ
の
よ
う

な
状
況
で
あ
る
。

《
表
ｌ
Ｖ

最
も
用
例
数
の
多
い

『源
氏
物
語
』
を
中
心
に
比
較
し
て
み
る
と
、
ソ
ノ
マ

マ
は

「そ
の
と
お
り
」
と
訳
せ
る

【随
意
用
法
】
（２
例
）
か

「そ
れ
っ
き
り
」

（４
）

と
訳
せ
る

【非
同
時
用
法
】
（５
例
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
２
用
法
は
、
前
に
見
た

〔１
〕
の
構
造
の
も
つ
意
味
用
法
と
も
共
通
の
も
の
で
あ
る
。

（・８
Ｖ
」
ま
か
に
問
へ
ど
、
日
倒
劃
―ゝ

に
も
、
言
は
ず
、
「お
の
づ
か
ら
、
聞
し

召
し
て
む
」
と
の
み
、
言
へ
ば

（源
氏
⑤
剛
‐
１４
）
【随
意
用
法
】

（・９
）
か
の
、
夕
顔
の
や
ど
り
に
は
、
「
い
づ
か
た
に
」
と
思
ひ
惑
へ
ど
、
そ
の

劃
‐ゝ

に
、
え
尋
ね
聞
え
ず

（源
氏
①
認
‐
１５
）
【非
同
時
用
法
】

こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
事
態
が
成
立
し
て
そ
の

〔結
果
〕
が
継
続
し
、
後
続

の
事
態
と
の
空
間
的
同
時
性
を
満
た
し
て

「そ
の
ま
ま
」
と
解
せ
る

【付
帯
用

法
】
を
担
う
の
は
サ
ナ
ガ
ラ
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
も
又
、
先
に
示
し
た

（７
×
８
）
の
よ
う
な
ナ
ガ
ラ
の
用
法
か
ら
考
え
て
当
然
で
あ
る
。

（２０
）帰
（り
）
入
り
て
探
り
給
へ
ば
、
女
君
は
、
さ
な
が
ら
臥
し
て
、
右
近
は
、

か
た
は
ら
に
、
う
つ
ぶ
し
臥
し
た
り
　
　
　
　
　
　
　
（源
氏
①
即
‐
９
）

（２．
）寝
殿
に
参
り
た
れ
ば
、
ま
だ
格
子
も
さ
な
が
ら
、
梅
の
香
を
か
し
き
を

見
出
だ
し
て
、
物
し
給
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（源
氏
①
四
‐
２
）

中
古
の
他
の
資
料
の
用
例
も
合
わ
せ
て
み
る
と
、
サ
ナ
ガ
ラ
に
は
他
に

【随

意
用
法
】
と
見
な
せ
る
も
の
や
、
「す
っ
か
り
、
全
部
」
と
現
代
語
訳
で
き
る
も

の
が
あ
る
。

（２２
）
た
ゞ
、
お
ぼ
つ
か
な
く
お
ぼ
え
給
は
む
さ
ま
を
、
さ
な
が
ら
見
給
ふ
ベ

き
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（源
氏
④
２３
‐
・５
）

（２３
）
「よ
ろ
し
か
ら
む
に
て
だ
に
ゆ
ゆ
し
。
ま
い
て

『
い
み
じ
』
と
あ
る
文

字
に
、
命
も
身
も
、
さ
な
が
ら
捨
て
て
な
む
」
と
て
参
り
に
き（枕

鈍
‐
１０
）

一
方
、
ソ
ノ
マ
マ
は

『源
氏
物
語
』
よ
り
少
し
時
代
は
下
る
が
、
次
の
二
例

の
よ
う
に

「そ
の
ま
ま
そ
こ
に
い
る
」
と
い
う
意
味
の

【存
在
維
持
用
法
】
の

例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
用
法
は
実
質
（２０
）
の
サ
ナ
ガ
ラ
と
同
様
の
も
の
と
見
る

こ
と
が
で
き
、
【付
帯
用
法
】
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（２４
）
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
兒
も
か
へ
し
て
、
そ
の
ま
ゝ
に

な
む
ゐ
ら
れ
に
し
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（堤
こ
圏
ｉ
ｎ
）

（２５
）大
宮
は
、
刻
倒
劃
―ゝ

に
お
は
し
ま
し
て
、
と
み
に
も
帰
ら
せ
給
は
ぬ
を

（狭
衣
郷
‐
５
）

三
、
二
、
二
、
中
世

中
世
の
資
料
で
は
、
サ
ナ
ガ
ラ
が
新
た
に

【比
況
用
法
】
を
獲
得
す
る
が
、

ソ
ノ
マ
マ
も
次
第
に
勢
力
を
広
げ
、
サ
ナ
ガ
ラ
を
侵
食
す
る
こ
と
に
な
る
。
総



数
を
《
表
２
Ｖ
に
示
す
。

Λ
表
２
Ｖ

サ
ナ
ガ
ラ

ソ
ノ

マ

マ

1
保
元

平
家

徒
然

7 5
御
伽

1 5
天

草

虎

明

（５
）

『平
家
物
語
」
『徒
然
草
』
の
サ
ナ
ガ
ラ
の
意
味
用
法
と
し
て
は
【付
帯
用
法
】

は
あ
ま
り
な
く
、
「す
っ
か
り
全
部
」
「そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
」
と
解
せ
る
も
の

が
多
い
。

（２６
）家
々
の
日
記
、
代
々
の
文
書
、
七
珍
万
宝
さ
な
が
ら
塵
灰
と
な
り
ぬ

（平
家
Ｗ
‐
１３
）

（２７
）
…
手
な
が
足
な
が
・
馬
形
の
障
子
、
鬼
の
間
、
李
将
軍
が
す
が
た
を
さ

な
が
ら
う
つ
せ
る
障
子
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（平
家
１１０
‐
ｎ
）

そ
し
て

『御
伽
草
子
』
『天
草
版
平
家
物
語
』
で
は
、
多
く
は

「や
う
に
」
「如

く
」
な
ど
と
共
起
す
る

【比
況
用
法
】
と
な
る
。

（２８
）餘
り
に
呼
び
給
ふ
程
に
、
き
だ
は
し
を
あ
が
り
大
床
に
あ
が
る
、
心
は

さ
な
が
ら
薄
氷
を
ふ
む
が
如
く
に
て
上
り
け
り
　
　
　
　
（御
伽
物
‐
８
）

（２９
）
ま
た
世
の
あ
ま
ね
く
仰
ぎ
敬
う
た
こ
と
は
、
さ
な
が
ら
降
る
雨
の
国
土

を
潤
す
や
う
に
ご
ざ
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（天
草
平
家
Ｈ
‐
８
）

一
方
、
ソ
ノ
マ
マ
の
方
は
限
ら
れ
た
資
料
に
し
か
現
れ
て
い
な
い
が
、
『御
伽

草
子
』
で
は
新
た
に

「す
ぐ
に
」
と
い
う
意
味
を
持
つ

【即
時
用
法
】
の
例
が

加
わ
る
。

（３０
）
ぃ
っ
く
し
き
女
房
の
参
り
給
ひ
て
、
此
小
人
を
見
参
ら
せ
給
ひ
て
、
そ

の
ま
ゝ
膝
の
上
に
の
せ
、
愛
し
給
ふ
が
　
　
　
　
　
　
　
（御
伽
四
‐
８
）

（３．
）大
き
に
喜
び
、
則
取
り
て
帰
り
、
あ
つ
も
の
に
つ
く
り
、
母
に
与
へ
侍

り
け
れ
ば
、
母
是
を
食
し
て
則
劃
―ゝ

病
も
い
へ
て
、
齢
を
の
べ
た
り

（御
伽
昴
‐
５
）

ま
た
、
『御
伽
草
子
』
で
は
次
の
例
の
よ
う
に
ソ
ノ
マ
マ
と
サ
ナ
ガ
ラ
が
、
ほ

ぼ
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
副
詞
節
に
は
な
っ
て

い
な
い
。

（３２
）
さ
て
中
納
言
わ
が
御
所
へ
帰
り
、
御
覧
ず
れ
ば
、
た
ゞ
到
劇
―ゝ

に
て
、

も
し
や
、
中
納
言
ふ
り
来
り
給
ふ
と
て
、
女
房
た
ち
は
し
り
ま
は
る
。
は

く
も
ん
王
が
入
（り
）
た
る
あ
と
も
、
さ
な
が
ら
な
り

　

（御
伽
四
‐
４
）

『天
草
版
平
家
物
語
』
で
は
、
現
代
語
の

「そ
の
ま
ま
」
に
近
い
と
感
じ
ら

れ
る
、
次
の
よ
う
な
例
が
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
も
前
に
あ
っ
た

【存
在
維

持
用
法
】
の
例
に
近
く
、
尺
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
状
態
）
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
」

と
い
う
よ
う
な
意
味
を
表
す
。

（３３
）池
の
大
納
言
殿
ま
で
は
恐
れ
深
う
ご
ざ
れ
ば
、
侍
ど
も
に
矢
を

一
つ
射

か
け
ま
ら
せ
う
と
言
う
た
れ
ば
、
宗
盛
い
や
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
お
け
、

苦
し
う
も
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（天
草
平
家
硼
‐
１４
）

（３４
）な
か
な
か
、
な
ほ
先
を
語
り
ま
ら
せ
う
ず
。
さ
て
そ
の
ま
ま
で
も
お
か

れ
い
で
、
殿
上
人
た
ち
が

一
度
に
ま
た
忠
盛
の
こ
と
を
帝
王
へ
訴
へ
ら
れ

ま
ら
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（天
草
平
家
８
１
１
）

『虎
明
本
狂
言
』
で
は
非
常
に
多
く
の
ソ
ノ
マ
マ
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
資
料
の
性
格
と
し
て
台
本
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
ソ
ノ
マ
マ
が
確
実
に
意
味
用
法
の
範
囲
を
広
げ
て
い
る
こ
と
も
多
用
の
要

因
で
あ
る
。
サ
ナ
ガ
ラ
は
ほ
と
ん
ど

【比
況
用
法
】
で
、
わ
ず
か
に
使
用
さ
れ

る
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ソ
ノ
マ
マ
に
は
、
そ
れ
ま
で
サ
ナ
ガ
ラ
が
担
っ

て
き
た

【比
況
用
法
】
に
も
侵
食
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。



（３５
）く
わ
ん
ぬ
き
と
く
び
ら
お
し
お
と
し
、
内
な
る
む
し
や
は
三
十
騎
ば
か

り
お
し
に
う
て
た
り
し
は
、
そ
の
ま
ゝ
す
し
を
し
た
る
が
こ
と
く
な
り

（狂
中
、
あ
さ
い
な
ユ
‐
７
）

（３６
）用
心
が
わ
る
ひ
に
よ
つ
て
、
此
こ
と
く
に
し
た
、
そ
の
ま
ゝ
さ
か
な
の

や
う
に
み
よ
う
程
に
　
　
　
　
　
　
　
　
（狂
中
、
な
ま
ぐ
さ
物
硼
‐
１２
）

前
代
か
ら
の

【存
在
維
持
用
法
】
も
見
ら
れ
る
他
、
こ
れ
ま
で
に
は
見
ら
れ

な
か
っ
た

【動
作
維
持
用
法
】
が
見
ら
れ
る
。
【動
作
維
持
用
法
】
で
は
、
ソ
ノ

マ
マ
に
続
く
動
詞
が
存
在
の
ア
ル
・
イ
ル
や

「そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
」
と
い

う
意
味
の
オ
ク
で
は
な
く
、
運
動
の
動
詞
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
用
法
は
、
完

全
に
（２０
）
の
サ
ナ
ガ
ラ
と
同
様
で
あ
り
、
サ
ナ
ガ
ラ
の
担
っ
て
い
た

【付
帯
用

法
】
を
存
在
維
持
か
ら
動
作
維
持
へ
と
段
階
を
経
て
侵
食
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（３７
）汝
は
馬
を
と
り
は
な
す
な
、
其
ま
ゝ
の
つ
て
い
よ

（狂
中
、
し
た
う
は
う
が
く
８．
‐
１７
）

ま
た
、
次
の
例
は
こ
れ
ま
で
に
も
あ
っ
た

【即
時
用
法
】
と
同
様
の
も
の
で

あ
る
が
、
意
味
的
に
は
ソ
ノ
マ
マ
を
と
れ
ば
、
「立
っ
た
ま
ま
お
が
む
」
と
解
せ

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（３８
）
そ
れ
な
ら
は
、
不
断
お
が
み
や
る
の
に
、
せ
い
た
か
く
は
、
あ
を
の
ひ

て
お
が
む
も
わ
る
か
ら
ふ
ず
、
又
さ
が
つ
て
お
が
む
も
こ
し
が
い
た
か
ら

ふ
ほ
ど
に
、
す
る
ノ
ヽ
と
立
よ
つ
て
、
そ
の
ま
ゝ
お
が
む
や
う
に
、
人
だ

け
に
つ
く
つ
て
お
ま
ら
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
（狂
中
、
仏
師
脇
‐
１４
）

こ
の
（３７
）
の
よ
う
な

【動
作
維
持
用
法
】
や
、
（３８
）
の
よ
う
な
用
法
が
影
響

し
合
っ
て
現
行
タ
マ
マ
の

【付
帯
用
法
】
が
成
立
し
た
可
能
性
が
大
き
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、　
二
、
三
、
タ
マ
マ
ヘ

近
世
に
入
っ
て
、
近
松
の
浄
瑠
璃
に
も
や
は
り
次
の
よ
う
な

【動
作
維
持
用

法
】
や
、
（３８
）
と
同
様
の
用
法
の
例
が
あ
る
。

（３９
）
か
ゝ
を
則
劃
刈
の
こ
さ
ふ
為
と
つ
様
の
命
た
す
か
り

（丹
波
与
作
待
夜
の
こ
む
ろ
ぶ
し
躙
）

（４０
）商
売
の
荷
物
衣
類
は
刻
劃
刈
舟
に
す
て
置

　

（博
多
小
女
郎
波
枕
四
）

（４．
）下
人
は
請
取
腰
か
ゞ
め
刻
倒
劃
‐ゝ

内
に
入
に
け
る
　

（堀
川
波
鼓
割
）

近
世
後
期
の
江
戸
資
料
に
な
る
と
、
数
は
多
く
な
い
が
次
の
よ
う
に
現
行
と

同
様
の

【付
帯
用
法
】
の
タ
マ
マ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（４２
）床
お
さ
ま
つ
て
、
五
ツ
ぶ
と
ん
の
う
へ
に
、
は
を
り
を
と
つ
た
ま
ゝ
よ

こ
に
な
り
、
手
あ
ぶ
り
の
中
へ
、
火
ば
し
の
さ
き
で
何
か
書
て
居
る
所
へ

（傾
城
買
四
十
八
手
躙
）

（４３
）此
内
よ
い
ノ
＜
ヽ
は
あ
ふ
む
け
に
こ
ろ
ん
だ
ま
ゝ
、
目
を
ぎ
ろ
′
ぐ
ヽ
し
て
、

人
の
か
ほ
ば
か
り
見
て
ゐ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（浮
世
風
呂
５８
‐
・４
）

さ
ら
に
広
く
東
西
の
資
料
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
助
動
詞
タ
リ
が
タ

に
変
化
し
た
の
は
東
国
方
言
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（田
中

一
九
六
九
）

こ
と
か
ら
も
、
現
代
語
に
見
ら
れ
る

【付
帯
用
法
】
の
タ
マ
マ
が
江
戸
で
先
に

使
わ
れ
だ
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

時
代
が
下
っ
て

『浮
雲
』
公
一葉
亭
四
迷
）
で
は
、
【付
帯
用
法
】
の
タ
マ
マ

が
多
く
見
ら
れ
る
。

（４４
）珍
ら
し
い
う
ち
ゆ
え
と
思
い
な
が
ら
、
文
三
は
何
心
な
く
お
勢
の
背
後

を
通
り
抜
け
よ
う
と
す
る
と
、
お
勢
が
彼
方
向
い
た
ま
ま
で
、
突
然

「ま

だ
か
え
？
」
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（浮
雲
邸
‐
３
）

以
上
よ
り
、
今
回
の
調
査
で
は

【付
帯
用
法
】
の
タ
マ
マ
は
、
比
較
的
最
近

に
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
成
立



に
は

〔１
〕
「用
言
連
体
形
＋
マ
マ
」
の
構
造
を
も
つ
も
の
よ
り
も
、
〔２
〕
「体

言
＋
ノ
十
マ
マ
」
の
構
造
を
も
つ
も
の
が
よ
り
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

三
、
三
、
順
接
助
詞
卜
と
の
共
通
性

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に

〔１
〕
「用
言
連
体
形
＋
マ
マ
」
が
直
接

【付

帯
用
法
】
タ
マ
マ
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
〔２
〕
「体
言
＋
ノ
＋
マ

マ
」
の
系
統
で
あ
る
ソ
ノ
マ
マ
を
介
し
て
、
現
行

【付
帯
用
法
】
の
タ
マ
マ
が

成
立
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
傍
証
と
し
て
、
順

接
助
詞
卜
の
成
立
過
程
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

岡
崎

（
一
九
八
〇
）
で
は
、

。
導
師
馨
を
う
ち
き
る
と
、
本
覚
ひ
と
り
、
「法
蔵
坊
」
と
い
ひ
け
り

（醒
睡
笑
）

の
よ
う
な
順
接
助
詞
の
卜
は

「と
等
し
く
↓
と
同
じ
く
↓
と
同
時
に
↓
と
そ
の

ま
ま
↓
と
」
と
い
う
段
階
を
経
て
成
立
し
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
小
林

（
一
九
九
六
）
で
は
、
こ
の
岡
崎
説
に

「卜
否
ヤ
」
形
式
を
加

え
て

「卜
等
シ
ク
↓
卜
否
ヤ
↓
ト
ソ
ノ
マ
マ
↓
卜
」
と
い
う
変
化
過
程
を
認
め

て
い
る
。
こ
の
順
接
助
詞
卜
の
成
立
過
程
か
ら
、
ソ
ノ
マ
マ
を
脱
落
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
一
接
続
形
式
を
確
立
す
る
と
い
う
よ
う
な
、　
一
見
、
不
自
然
と
も

思
え
る
言
語
変
化
が
実
際
に
起
こ
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

本
稿
で
述
べ
て
き
た

【付
帯
用
法
】
タ
マ
マ
も

（４５
）
サ
ナ
ガ
ラ
　
↓
　
ソ
ノ
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
↓
　
タ
マ
マ

（存
在
維
持
↓
動
作
維
持
）

と
い
う
成
立
過
程
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
「サ
ナ
ガ
ラ
↓
ソ
ノ
マ
マ
」
の
変
化
は
上
に
見
た
よ
う
に
意
味
用
法
に
つ
い

て
の
侵
食
で
あ
り
、
「
ソ
ノ
マ
マ
↓
タ
マ
マ
」
へ
の
変
化
は
形
態
的
な
変
化
と
み

る
べ
き
で
あ
る
。

四
、
ま
と
め

以
上
、
【付
帯
用
法
】
の
タ
マ
マ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
【付
帯
用
法
】
の
タ
マ
マ
は
、
「用
言
連
体
形
＋
マ
マ
」
よ
り
も
、
「体
言
十

ノ
＋
マ
マ
」
と
い
う
構
造
の
も
つ
意
味
用
法
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
あ
る
。

・
サ
ナ
ガ
ラ
で
表
現
さ
れ
て
い
た
意
味
的
範
囲
を
、
ソ
ノ
マ
マ
が

「存
在
維

持
」
か
ら

「動
作
維
持
」

へ
と
段
階
を
経
て
侵
食
し
た
。

・
【即
時
用
法
】
な
ど
、
他
の
意
味
用
法
の
影
響
も
う
け
、
ソ
ノ
を
脱
落
さ
せ

て

【付
帯
用
法
】
タ
マ
マ
が
成
立
し
た
。

・
順
接
助
詞
の
卜
が
類
似
の
成
立
過
程
を
も
つ
こ
と
も
傍
証
と
な
る
。

今
後
は
、
本
稿
で
述
べ
た
成
立
過
程
の
妥
当
性
を
補
強
す
る
と
と
も
に
、
ツ

ツ
、
反
復
形
式
、
テ
な
ど
、
他
の
接
続
形
式
に
つ
い
て
も
ア
ス
ペ
ク
チ

ュ
ア
リ

テ
ィ
ー
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

狂̈（１
）
現
代
語
タ
マ
マ
に
は
こ
の
他
に
「見
た
ま
ま
を
話
す
」
の
よ
う
な
用
法
が
あ
り
、

こ
れ
は
後
に
述
べ
る
【随
意
用
法
】
に
意
味
が
近
い
が
、
現
代
語
で
は
こ
の
タ
マ
マ

が
副
詞
と
し
て
働
く
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（２
）

【　
】
で
示
す
名
称
は
全
て
、
形
態
を
越
え
て
「意
味
用
法
」
に
対
し
て
付
す
も
の

で
あ
る
。

（３
）

ア
リ
ノ
マ
マ
な
ど
、
動
詞
連
用
形
が
い
わ
ゆ
る

「述
定
力
」
を
既
に
失
っ
て
い
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
体
言
相
当
と
み
な
す
。

（４
）
次
の
用
例
に
つ
い
て
、
大
系
本
で
は

〔大
君
の
波
後
〕
と
注
す
る
が
、
ソ
を
前
回

の
中
の
君
へ
の
訪
間
と
考
え
れ
ば
【非
同
時
用
法
】
（そ
れ
っ
き
り
）
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。



。
そ
の
ま
ゝ
に
、
ま
だ
精
進
に
て
、
い
と
ど
、
行
ひ
を
の
み
し
給
ひ
つ
ゝ
、
明
か
し

暮
ら
し
給
ふ

（源
氏
⑤
５３
‐
‐５
）

（５
）

『徒
然
草
」
に
は
次
の
よ
う
に

【付
帯
用
法
】
と
み
な
せ
る
マ
マ
が
あ
る
。

。
な
べ
た
る
直
垂

・
う
ち
／
ヽ
の
劃
刈
に
て
ま
か
り
た
り
し
に
　
　
（徒
然
Ｈ
‐
１４
）

し
か
し
、
こ
れ
も

（２
）
の
構
造
の
も
の
で
あ
る
。

現
代
語
に
お
い
て
も

「服
を
着
た
ま
ま
」
と
同
様
の
意
味
で

「服
の
ま
ま
」
と
言

う
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り

（２
）
の
構
造
を
も
つ
も
の
と
の
関
係
が
深

い
こ
と
が
わ
か
る
。

Λ
主
要
参
考
文
献
∨

石
垣
謙
二

（
一
九
五
五
）
「助
詞

「か
ら
」
の
通
時
的
考
察
」
「助
詞
の
歴
史
的
研
究
」
「

，

∞
ア
ド
ト
岩
波
書
店

岡
崎
正
組

（
一
九
八
〇
）
「順
態
接
続
助
詞

『と
」
の
成
立
に
つ
い
て
」
「國
學
院
雑
誌
し

８‐
‐
３

０
０

Ｔ
ロ

エ
藤
真
由
美

（
一
九
九
五
）
『ア
ス
ペ
ク
ト
・テ
ン
ス
体
系
と
テ
ク
ス
ト
ー
ー
現
代
日
本
語

の
時
間
の
表
現
―
―
し
ひ
つ
じ
書
房

小
林
賢
次

（
一
九
九
六
）
「順
接
条
件
の
接
続
助
詞

『と
し
の
成
立
と
発
達
―
―
狂
言
台
本

を
中
心
に
―
―
」
「日
本
語
条
件
表
現
史
の
研
究
」
ｏ

，

８
？
Ｎ
ｏ
ひ
つ
じ
書
房

田
中
章
夫

（
一
九
六
九
）
「た
（だ
）―
―
過
去

（回
想
）
二
九
了
∧
現
代
語
∨
」
「古
典
語
現

代
語
助
詞
助
動
詞
詳
説
」
ｏ
Ｐ

ヽ
γ
讚
卜
學
燈
社

久
永
紀
子

（
一
九
六
〇
）
１
ま
ま
に
」
の
変
遷
」
，文
学
会
論
集
（甲
南
大
学
ご
Ｈ

ｏ
Ｐ

蓼
‐

８
三
宅
知
宏

（
一
九
九
五
）
「～
ナ
ガ
ラ
と
～
タ
マ
マ
と
～
テ
」
「日
本
語
類
義
表
現
の
文
法

（下
ｙ

ｏ
，

き
Ｔ
ふ
ｏ
く
ろ
し
お
出
版

山
口
売
三

（
一
九
八
〇
）
「ま
ま
に
（ま
に
ま
に
ご

「古
代
接
続
法
の
研
究
」
ｏ
Ｐ

Ｘ
？
お
∞

明
治
書
院

Λ
資
料
Ｖ

、竹
取
物
語
総
索
引
只
武
蔵
野
書
院
Ｘ
↓
旧
大
系
）、
『伊
勢
物
語
総
索
引
員
明
治
書
院
）、

「土
左
日
記
総
索
引
」
（桜
楓
社
）、
「平
中
物
語
総
索
引
」
（初
音
書
房
）、
「大
和
物
語
語

彙
索
引
」
（笠
間
書
院
）、
■
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引
」
（風
間
書
房
）、
『落
窪
物
語
総
索
引
』

（明
治
書
院
）、
「源
氏
物
語
総
索
引
」
（勉
誠
社
）、
「枕
草
子
総
索
引
」
（右
文
書
院
）、
「和

泉
式
部
日
記
総
索
引
」
（武
蔵
野
書
院
）、
「紫
式
部
日
記
用
語
索
引
』
（巌
南
堂
書
店
）、
「堤

中
納
言
物
語
総
索
引
』
（白
帝
社
）、
「更
級
日
記
総
索
引
』
（武
蔵
野
書
院
）、
■狭
衣
物
語

語
彙
索
引
」
（笠
間
書
院
）、
「保
元
物
語
総
索
引
」
（武
蔵
野
書
院
）、
「平
治
物
語
総
索
引
』

（武
蔵
野
書
院
）、
「平
家
物
語
総
索
引
」
（学
習
研
究
社
）、
「徒
然
草
総
索
引
」
（至
文
堂
）、

「御
伽
草
子
総
索
引
」
（笠
間
書
院
）、
「天
草
版
平
家
物
語
総
索
引
」
（勉
誠
社
）、
『大
蔵

虎
明
本
狂
言
集
総
索
引
じ
〈武
蔵
野
書
院
）、
「近
世
文
学
総
索
引
近
松
門
左
衛
門
」
（教
育

社
）、
を
用
い
て
、
そ
の
指
定
す
る
本
文
に
よ
っ
た
。
な
お

『源
氏
物
語
」、
「浮
世
風
呂
」

は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
、
江
戸
系
洒
落
本
は
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
、
『浮
雲
」

（二
葉
亭
四
迷
）
は
新
潮
文
庫
に
よ
る
。

※
引
用
に
際
し
て
は
表
記
を
変
え
た
部
分
が
あ
る
。

―
―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―
―


