
堀
田
善
衛
の「
家
」と
文
学（
山
下
）

一
　
は
じ
め
に

　

岩
波
書
店
の
総
合
雑
誌
『
世
界
』、
一
九
五
七
年
の
一
月
号
に
堀
田
善
衛

は
『
鶴
の
い
た
庭
』
を
執
筆
し
て
い
る
。
生
家
を
主
題
に
す
る
物
語
だ
と
わ

た
く
し
に
は
読
め
）
1
（

る
。
自
伝
的
事
実
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
し
て
ゆ
く
と
言
う

べ
き
か
。
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
や
、
日
本
の
国
連
加
盟
、
さ
ら
に
南
極
に
日
本

観
測
隊
が
到
着
、
岸
信
介
内
閣
の
組
閣
な
ど
が
あ
っ
た
頃
で
、
良
く
も
悪
く

も
世
が
動
き
始
め
た
。

　

物
語
に
よ
れ
ば
、
堀
田
家
は
、
善
衛
が
（
大
正
七
年
に
）
生
ま
れ
た
家
か

ら
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
岡
の
上
の
新
し
い
家
に
移
っ
た
。
政
友
・
憲

政
・
革
新
の
三
派
が
、
総
選
挙
の
末
、
第
二
次
護
憲
運
動
を
行
っ
た
が
、
共

産
党
の
解
党
、
小
学
校
で
視
学
官
が
自
由
教
育
を
攻
撃
し
、
旧
制
高
校
校
長

会
議
で
社
会
科
学
研
究
団
体
を
解
散
さ
せ
る
な
ど
の
動
き
が
あ
り
、
こ
れ
も

曲
が
り
角
に
さ
し
か
か
る
年
で
あ
っ
た
。

　

新
し
い
二
階
建
家
の
屋
根
に
登
っ
て
の
体
験
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
そ
の
空

中
か
ら
伏
木
の
町
を
俯
瞰
す
る
語
り
手
の
視
座
を
想
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
か

と
今
に
な
っ
て
考
え
な
お
す
。

　

一
九
八
三
年
十
一
月
、
富
山
大
学
へ
出
講
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ

て
、
こ
の
生
家
を
描
く
『
鶴
の
い
た
庭
』
を
再
読
し
、
さ
ら
に
勤
務
校
、
名

古
屋
大
学
を
定
年
退
職
し
て
後
、
私
学
に
職
を
得
て
、
一
九
八
三
年
当
時
を

思
い
出
し
つ
つ
、
こ
の
小
説
を
素
材
に
し
て
堀
田
の
文
体
を
読
み
解
こ
う
と

し
）
2
（
た
の
だ
っ
た
。

　

本
稿
を
執
筆
、
加
筆
を
行
っ
て
い
る
段
階
で
、
堀
田
の
『
空く
う

の
空く
う

な
れ
ば

こ
）
3
（

そ
』
に
お
さ
め
る
「
鶴
屋
善
右
衛
門
」
に
め
ぐ
り
あ
っ
た
。
正
和
勝
之
助

の
『
越
中
伏
木
港
と
海
商
百
家
』
を
引
き
、
堀
田
自
身
が

　
　

か
つ
て
こ
の
海
商
の
歴
史
を
書
こ
う
と
し
て
、
そ
の
ア
タ
マ
の
章
に
あ

た
る
『
鶴
の
い
た
庭
』
と
い
う
も
の
を
書
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

と
言
う
。
一
九
九
五
年
一
一
月
の
執
筆
で
あ
る
。

　

わ
た
く
し
の
、
堀
田
の
文
体

0

0

へ
の
関
心
は
、
専
攻
す
る
中
世
の
戦
物
語
に

つ
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。

　

今
回
、
ド
イ
ツ
文
学
か
ら
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
も
手
を
拡
げ
る
丸
山
珪
一
に
誘

わ
れ
、
二
十
数
年
昔
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
専
攻
す
る
戦
物
語
が
ク
ロ
ス
す

堀
田
善
衛
の
﹁
家
﹂
と
文
学

︱
︱
﹃
酔
漢
﹄
を
読
む
︱
︱

山
　
下
　
宏
　
明
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る
、
し
か
し
、
ど
う
や
ら
堀
田
に
と
っ
て
は
割
愛
の
対
象
に
な
っ
た
ら
し
い

小
編
の
『
酔す
い
か
ん漢
』
と
再
会
し
た
の
だ
っ
た
。

二
　
曾
祖
父
の
思
い

　

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
正
月
元
旦
の
早
朝
、
堀
田
善
右
衛
門
が
九
十

六
歳
で
死
去
し
た
と
見
え
る
が
、
丸
山
に
よ
れ
ば
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇

五
）、
日
露
戦
争
が
終
結
す
る
年
、
享
年
八
十
歳
だ
っ
た
と
言
）
4
（

う
。
物
語
に

よ
れ
ば
、
そ
の
前
年
大
正
十
年
の
大
晦
日
、
と
言
え
ば
海
軍
軍
備
制
限
条
約

が
議
論
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
丸
山
は
、
そ
の
虚
構
を
「
明
ら
か
に
廻
船
問

屋
の
没
落
に
立
ち
会
わ
せ
る
た
め
で
あ
る
」
と
言
う
。「
例
の

0

0

や
ま
い
を
起

し
」（
圏
点
は
山
下
）
と
は
、
た
え
ず
こ
の
行
動
を
行
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
、
善
右
衛
門
は
、
旧
回
船
問
屋
を
支
え
、
北
海
道
か
ら
帰
港
す
る
鶴
屋
の

船
を
見
届
け
て
来
た
望
楼
に
登
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
い
だ
し
、

　
　

あ
た
り
を
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
、
ま
っ
た
く
無
言
で
、
見
渡
す
。
五
分

も
そ
う
し
て
い
る
と
、
も
う
よ
そ
眼
に
は
飽
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
て
来
る
。「
ほ
つ
、
ほ
つ
、
ほ
つ
…
…
」
と
声
に
出
す
、
と
忽
ち

下
り
よ
う
と
い
う
。

そ
し
て
物
語
に
よ
れ
ば
、
そ
の
翌
日
、
死
去
し
た
の
だ
っ
た
。
ど
う
し
て
な

の
か
。「
ほ
つ
、
ほ
つ
…
…
」
と
い
う
声
に
曾
祖
父
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て

い
よ
う
。
小
説
で
は
堀
田
の
生
家
の
庭
に
飼
育
さ
れ
て
い
た
二
羽
の
鶴
と
、

そ
れ
を
追
う
は
つ
つ
あ

0

0

0

0

老
人
が
堀
田
家
の
歴
史
を
物
語
っ
て
い
る
。
話
を

『
酔
漢
』
に
も
ど
す
が
、
そ
の
背
後
に
は
時
代
を
動
か
す
政
治
に
寄
せ
る
堀

田
の
思
い
が
あ
っ
た
。

三
　『
酔
漢
』
に
つ
い
て

　

一
九
七
五
年
版
の
『
堀
田
善
衛
全
集
』
10
に
「
は
じ
め
て
収
録
」
さ
れ
な

が
ら
、
同
じ
筑
摩
書
房
の
九
三
年
版
の
全
集
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。

『
文
芸
』
一
九
七
二
年
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
新
年
号
と
言
え

ば
、
お
そ
ら
く
依
頼
に
よ
る
執
筆
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
な
が
ら
読
み
始
め
、

そ
の
素
材
に
す
ぐ
気
付
い
た
の
だ
っ
た
。
物
語
の
末
尾
に
「（
筆
者
注
記
、

拠
源
平
盛
衰
記
）」
と
明
記
し
て
い
て
、
堀
田
の
文
学
と
し
て
当
初
読
む
わ

た
く
し
を
唖
然
と
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
時
代
を
語
る
『
平
家
物
語
』

と
も
違
っ
て
『
方
丈
記
』
の
読
み
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
、
一
体
何
が
堀
田

を
し
て
異
例
の
出
典
明
記
の
上
、
こ
の
『
盛
衰
記
』
を
採
ら
せ
た
の
か
。

　
『
方
丈
記
私
記
』
に
語
る
と
こ
ろ
だ
が
、
堀
田
の
好
み
に
あ
わ
な
い
『
平

家
物
語
』
巻
一
の
語
り
に
即
し
て
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
語
る
と
、

　

平
安
末
期
、
摂
関
家
の
介
入
に
反
発
す
る
後
三
条
上
皇
の
遺
志
を
継
ぐ
白

河
院
が
拓
い
た
院
政
の
継
承
を
意
図
す
る
後
白
河
院
が
、
保
元
・
平
治
の
乱

に
見
る
よ
う
に
、
摂
関
家
を
と
り
ま
く
諸
勢
力
、
そ
れ
に
王
権
守
護
の
任
に

当
た
る
比
叡
山
や
南
都
の
権
門
寺
院
ま
で
も
が
、
ご
多
分
に
漏
れ
ず
対
立

し
、
そ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
が
内
部
分
裂
を
も
来
た
し
て
い
る
。
日
本
の
現
代

が
、
こ
の
中
世
の
転
換
期
に
始
ま
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
か
も
知
れ
な
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い
。
物
語
の
巻
一
の
読
み
に
、
言
語
学
者
の
時
枝
誠
記
が
、
そ
の
現
象
学
に

基
づ
く
文
章
論
の
観
点
か
ら
『
平
家
物
語
』
の
始
ま
り
の
巻
の
主
題
を
、
平

家
の
亡
び
と
い
っ
た
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
諸
勢
力
角
逐
抗
争
の
歴
史
と

読
ん
だ
の
だ
っ
）
5
（

た
。

　

物
語
が
語
る
と
こ
ろ
だ
が
、
後
白
河
院
は
、
当
時
の
輻
輳
し
た
対
立
状
況

を
巧
み
に
利
用
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
治
天
の
君
と
し
て
の
座
の
維
持
を

志
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
警
固
に
当
た
る
北
面
の
武
士
が
、
任
国
、
加
賀
の

国
で
、
こ
れ
は
天
台
座
主
の
荘
園
を
管
理
す
る
、
白
山
神
社
の
末
寺
で
あ
る

鵜
川
寺
で
狼
藉
を
働
い
た
。
そ
の
北
面
の
武
士
の
あ
る
ま
じ
き
行
動
を
、
白

山
が
山
門
、
延
暦
寺
へ
訴
え
た
も
の
だ
か
ら
、
つ
い
に
山
門
の
大
衆
が
動
き

出
す
。
白
河
院
を
し
て
「
賀
茂
川
の
水
、
双
六
の
賽
、
山
法
師
、
是
ぞ
わ
が

心
に
か
な
は
ぬ
も
の
」
と
嘆
か
せ
た
と
『
平
家
物
語
』
が
巻
一
「
願
立
」
に

も
山
門
の
動
き
を
語
る
、
そ
の
山
門
の
僧
兵
た
ち
で
あ
る
。

　

物
語
に
よ
れ
ば
、
み
ず
か
ら
の
座
を
確
保
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
こ
の

山
門
の
大
衆
を
唆
す
こ
と
に
よ
っ
て
対
立
者
を
牽
制
し
て
い
た
の
が
政
治
家

と
し
て
の
後
白
河
院
で
あ
る
。
後
白
河
は
、
山
門
の
動
き
を
放
置
で
き
ず
、

当
時
と
も
に
内
裏
守
護
の
任
に
あ
っ
た
源
平
両
氏
の
武
士
に
命
じ
て
防
御
の

任
に
当
た
ら
せ
る
。
始
め
、
院
の
命
を
受
け
、
小
勢
で
内
裏
の
北
、
朔
平
門

を
固
め
て
い
た
摂
津
源
氏
を
攻
め
る
の
を
、
京
侍
と
し
て
宮
中
に
も
得
意
の

和
歌
を
介
し
て
出
入
り
し
て
い
た
頼
政
が
、
内
裏
の
東
面
、
大
宮
大
路
の
特

に
三
つ
の
門
を
「
大
勢
で
」
守
る
平
家
の
陣
を
攻
め
る
の
が
効
果
的
で
あ
ろ

う
と
唆
す
。
あ
え
て
頼
政
の
守
る
朔
平
門
を
攻
め
効
果
を
揚
げ
よ
う
と
す
る

若
い
衆
徒
を
老
僧
が
お
さ
え
て
、
平
家
小
松
家
の
待
機
す
る
待
賢
門
を
攻
め

る
。
職
務
に
忠
実
な
平
家
の
軍
が
山
門
の
日
吉
山
王
の
神
輿
に
矢
を
放
つ
。

こ
れ
を
受
け
て
、
大
衆
た
ち
は
神
輿
を
投
げ
捨
て
山
へ
帰
っ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

困
っ
た
の
は
後
白
河
ら
王
朝
の
人
々
で
あ
る
。
下
手
に
手
を
出
せ
な
い
。

叡
山
の
説
教
を
担
当
す
る
安あ

ぐ

い
居
院
の
澄
憲
が
大
衆
を
説
き
伏
せ
て
よ
う
や
く

神
輿
を
祇
園
社
へ
入
れ
る
。

　

そ
の
後
も
、
山
門
は
強
訴
、
下
洛
の
構
え
を
崩
さ
ず
、
朝
廷
は
、
や
む
な

く
鵜
川
寺
事
件
の
張
本
人
と
な
っ
た
北
面
の
武
士
兄
弟
、
藤
原
師
高
を
闕

官
、
そ
の
弟
で
代
官
で
あ
っ
た
師
経
を
禁
獄
に
処
し
、「
神
輿
射
奉
り
し
六

人
を
」
入
獄
さ
せ
た
の
だ
が
、
怒
り
の
醒
め
ぬ
山
門
。
そ
の
山
王
の
使
者
だ

と
さ
れ
た
猿
が
「
二
三
千
お
り
く
だ
り
、
手
々
に
松
火
を
と
も
い
て
京
中
を

焼
く
と
ぞ
、
人
の
夢

0

0

0

に
は
見
え
た
り
け
る
」、
こ
れ
が
物
語
の
巻
一
を
閉
じ

る
安
元
の
大
火
の
物
語
と
し
て
の
読
み
で
あ
る
。
語
り
の
中
に
第
三
者
と
し

て
の
世
論
、
語
り
手
か
ら
見
て
、
そ
の
事
件
を
見
る
、
一
種
の
映
し
手
と
も

言
う
べ
き
「
人
」
を
語
ら
せ
る
の
が
戦
物
語
の
語
り
で
、
時
に
「
心
あ
る

人
」
の
声
の
発
声
を
求
め
る
こ
と
、『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
か
ら
『
平

家
物
語
』
を
含
む
三
つ
の
戦
物
語
が
相
互
に
通
じ
合
っ
て
い
）
6
（
て
、
し
か
も
安

元
大
火
の
場
合
、
そ
の
人
々
の
「
夢
」
を
介
入
さ
せ
て
語
る
。
堀
田
が
嫌
っ

た
、
一
種
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
持
ち
こ
む
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
人
々
の
声

は
現
代
で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
こ
れ
を
操
る
政
治
が
行
わ
れ
て
来
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
物
語
の
文
脈
と
し
て
は
延
暦
寺
の
守
護
神
、
日
吉
山
王
の
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怒
り
を
介
し
、
院
を
軸
と
す
る
王
朝
社
会
に
対
す
る
批
判
を
人
々
の
思
い
と

し
て
語
る
の
が
物
語
で
あ
っ
た
。

　

堀
田
は
、
中
世
史
学
者
、
原
勝
郎
の
論
を
引
き

　
　

絶
え
間
の
な
い
戦
乱
、
政
治
的
惨
劇
、
飢
饉
、
悪
疫
、
地
震
、
洪
水
、

大
厦
高
楼
の
炎
上
滅
燼
、
天
変
地
異
相
継
い
で
至
り
、
よ
く
も
ま
あ
神

様
は
こ
れ
ほ
ど
丹
念
に
ひ
ど
い
こ
と
ば
か
り
を
集
め
た
も
の
か
な
、
と

呆
れ
た
く
な
る
ほ
ど
の
ひ
ど
さ

の
中
、

　
　

あ
そ
び
を
せ
ん
と
や
う
ま
れ
け
ん

　
　

た
は
ぶ
れ
せ
ん
と
や
む
ま
れ
け
ん

　
　

あ
そ
ぶ
こ
ど
も
の
こ
ゑ
き
け
ば

　
　

わ
が
み
さ
へ
こ
そ
ゆ
る
が
る
れ

と
は
、
後
白
河
が
関
わ
っ
た
『
梁
塵
秘
抄
』
が
お
さ
め
る
「
は
や
り
う
た
」

を
中
世
、
鎌
倉
末
代
に
京
の
巷
で
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
堀
田
は
言

う
。

　

書
誌
に
よ
れ
ば
『
文
芸
』
一
九
五
五
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
連
載
さ
れ

た
『
人
間
の
条
）
7
（

件
』
の
一
節
に
引
く
も
の
で
、

　
　

ま
た
（
一
九
四
五
年
）
三
月
九
日
夜
か
ら
朝
に
か
け
て
の
東
京
爆
撃
の

あ
と
、
友
人
の
安
否
を
訪
ね
て
深
川
本
所
あ
た
り
を
う
ろ
つ
き
…
…
私

は
し
き
り
と
方
丈
記
や
そ
の
他
、
鎌
倉
末
期
の
文
学
文
献
の
こ
と
を
考

え
て
い
た

と
も
記
し
、

　
　

鴨
長
明
の
「
方
丈
記
」
は
、
私
に
と
っ
て
絶
え
ざ
る
戦
い
の
相
手
で
あ

る
、
な
ど
と
い
え
ば
不
そ
ん
な
こ
と
を
、
と
文
句
の
出
る
向
き
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
身
近
な
相
手
と
し
て
の
文
学
古
典
を
も
ち
え
な
い

な
ら
ば
、
古
典
は
、
し
ょ
せ
ん
一
種
の
飾
り
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
。

と
言
う
。
堀
田
に
と
っ
て
『
方
丈
記
』
と
の
出
会
い
は
大
戦
の
時
の
体
験
が

契
機
に
な
っ
た
ら
し
い
。

　
　

鴨
長
明
が
、
乱
世
に
処
し
て
あ
れ
だ
け
の
描
写
力
を
も
っ
て
い
た
無
常

観
の
深
さ
に
よ
る
。
無
常
観
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
一
つ
の
生
命
観

の
こ
と
で
あ
る
。

と
ま
で
言
い
切
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
国
文
学
の
中
世
文
学
論
で
議
論
さ
れ

た
抒
情
に
基
づ
く
「
無
常
感
」
や
、
哲
学
と
し
て
の
「
無
常
観
」
と
は
別
だ

と
す
る
文
学
批
評
の
世
界
と
は
異
に
す
る
実
存
的
な
世
界
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
こ
れ
も
堀
田
自
身
が
「
空く
う

の
空く
う

な
れ
ば
こ
そ
」
の
章
を
結
び
と

す
る
タ
イ
ト
）
8
（
ル
が

　
　

旧
約マ
マ

聖
書
中
の
『
伝
道
の
書
』
に
か
か
わ
っ
て
選
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た

と
言
い
、

　
　

伝
道
者
言
く
、
空く
う

の
空く
う

、
空く
う

の
空く
う

な
る
哉か
な

、
都す
べ

て
空
な
り
、
日
の
下
に

人
の
労
し
て
為な
す

と
こ
ろ
の
諸
も
ろ
も
ろの
動は
た
ら
き作
は
そ
の
身
に
何
の
益
か
あ
ら
ん
。

と
引
き
、

　
　

即
ち
我
は
わ
が
諸
も
ろ
も
ろ
の
労
苦
に
よ
り
て
快た
の
し
み楽
を
得
た
り
。
是
は
我
が

諸も
ろ
も
ろの

労
苦
に
よ
り
て
得
た
る
と
こ
ろ
の
分
な
り
。
我
が
手
に
て
為な
し

た
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る
諸
も
ろ
も
ろ

の
事わ

ざ業
、
お
よ
び
我
が
労
し
て
事
を
為な
し

た
る
労
苦
を
顧
み
る

に
、
皆
空
に
し
て
風
を
捕
ふ
る
が
如
く
な
り
き
。

　
　

我
ま
た
身
を
転め
ぐ

ら
し
て
智ち

ゑ慧
と
狂
妄
と
愚ぐ

癡ち

と
を
観み

た
り
。（
中
略
）

嗚あ

呼ゝ
、
智ち

者し
や

の
愚ぐ

者し
や

と
お
な
じ
く
死し
ぬ

る
は
、
是こ
れ

如い

か何
な
る
事
ぞ
や

と
引
用
し

　
　

人
間
の
根
源
的
な
実
存
条
件
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
具
体
論
に

入
っ
て
行
く

と
言
い
、

　
　

こ
の
現
実
論
、
あ
る
い
は
社
会
的
不
条
理
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
お
そ

ら
く
如
何
な
る
現
実
論
よ
り
も
現
実
的
で
あ
る
。「
汝
、
義
に
過
る
な

か
れ
、
賢
に
過
る
な
か
れ
」
と
は
、
よ
く
も
よ
く
も
言
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
は
「
都す
べ

て
空く
う

な
り
」
と
認
識
し
た
者
に
し
て
は
じ
め
て

言
い
得
る
言
説
で
あ
ろ
う

と
言
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
手
記
を
記
し
た
一
九
九
七
年
十
二
月
の
翌
年
五

月
、
脳
梗
塞
を
発
症
、
九
月
五
日
、
八
十
歳
で
死
去
し
た
堀
田
で
あ
る
。

四
　
堀
田
の
『
方
丈
記
』
の
読
み

　

わ
た
く
し
の
現
役
時
代
で
あ
っ
た
頃
の
体
験
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
七
月

号
か
ら
七
一
年
四
月
に
か
け
て
『
展
望
』
に
連
載
さ
れ
た
『
方
丈
記
私
記
』

は
、
古
典
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
現
代
批
評
の
作
品
で
あ
る
。
今
回
、
と
り

あ
げ
よ
う
と
し
て
、
ま
ず
頭
に
浮
か
ん
だ
の
が
、
上
述
も
し
た
、
そ
の
冒

頭
、
安
元
の
大
火
を
読
み
な
が
ら
、
一
九
四
五
年
三
月
九
日
か
ら
十
日
に
か

け
て
の
東
京
大
空
襲
で
、
そ
の
大
火
に
、
深
川
に
住
む
「
一
人
の
親
し
い

女
」
の
こ
と
を
思
い
や
り
、『
方
丈
記
』
の
言
説
「
そ
の
中
の
人
、
現う
つ

し
心

あ
ら
む
や
」
で
あ
っ
た
。
梅
田
祐
喜
）
9
（

は
、
こ
の
「
女
性
の
こ
と
を
す
っ
か
り

忘
れ
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
を
「
杜
撰
や
怠
慢
」
と
批
評
す
る
。
こ
の
こ
と
は

改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

　

目
黒
区
の
洗
足
に
あ
る
友
人
の
家
か
ら
見
や
る
東
京
の
空
を
焦
が
す
炎
を

見
る
、
み
ず
か
ら
の
体
験
が
、『
方
丈
記
』
の
一
節
を
思
い
出
さ
せ
、
親
し

い
女
を
思
い
や
り
な
が
ら
、
な
す
す
べ
も
な
い
、

　
　

私
は
人
間
存
在

0

0

0

0

と
い
う
も
の
の
根
源
的
な
無
責
任
さ
を
自
分
自
身
に
痛

切
に
感
じ
（
圏
点
、
山
下
）

た
の
だ
っ
た
。
人
間
の
存
在
を
優
先
さ
せ
る
実
存
主
義
の
そ
れ
だ
っ
た
。

　

前
に
掲
げ
た
『
鶴
の
い
た
庭
』
に
堀
田
家
の
行
方
を
も
、
こ
う
し
た
思
い

で
と
ら
え
た
堀
田
だ
か
ら
こ
そ
、「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
た
え
ず
し
て
」
戻
ら

な
い
、「
世
の
住
か
」
も
か
く
の
ご
と
し
と
堀
田
な
り
の
「
無
常
観
」
を
体

感
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
空
襲
に
よ
る
大
火
の
翌
日
、
堀
田
が
鴨
長
明

同
様
、「
い
わ
ば
一
種
の
実
証
精
神
に
」
か
ら
れ
、
深
川
の
現
場
に
出
か
け

る
。
堀
田
自
身
が
そ
の
同
じ
体
験
を
し
、
そ
こ
で
目
に
し
た
日
本
の
国
家

0

0

と

い
う
も
の
を
実
体
験
し
た
の
だ
っ
た
。
私
事
に
わ
た
る
が
、
私
自
身
が
東
京

大
空
襲
が
あ
っ
た
、
一
九
四
五
年
の
三
月
十
七
日
の
夜
の
神
戸
大
空
襲
の
翌

朝
、
自
宅
か
ら
約マ
マ

一
キ
ロ
半
の
新
開
地
近
く
の
焼
け
跡
へ
出
か
け
、
猛
火
の

中
に
苦
し
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、
手
を
突
き
上
げ
な
が
ら
息
絶
え
炭
化
し
た
数
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体
の
焼
死
体
を
見
か
け
、
焼
け
た
だ
れ
た
自
転
車
の
下
敷
き
に
な
っ
た
子
ど

も
の
、
こ
れ
も
炭
化
し
た
焼
死
体
を
丸
腰
の
陸
軍
兵
士
が
ス
コ
ッ
プ
で
処
理

す
る
光
景
を
目
に
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
場
面
を
今
も
思
い
出
す
。
正
直

言
っ
て
不
思
議
な
無
感
動
に
陥
っ
て
い
た
。
堀
田
の
『
方
丈
記
私
記
』
を
読

み
返
す
、
今
の
わ
た
く
し
山
下
の
思
い
で
あ
る
。
あ
の
神
戸
空
襲
が
あ
っ
た

後
、
艦
載
機
（
グ
ラ
マ
ン
と
言
っ
た
か
）
の
襲
来
が
始
ま
り
、
そ
の
日
、
目

の
前
、
十
数
メ
ー
ト
ル
の
コ
ン
ク
リ
ー
建
て
産
院
の
付
け
根
に
銃
弾
が
撃
ち

込
ま
れ
た
。
今
思
え
ば
、
わ
た
く
し
を
狙
っ
て
の
銃
撃
で
あ
っ
た
と
ぞ
っ
と

す
る
。
一
、
二
秒
に
も
な
ら
ぬ
瞬
間
の
ず
れ
が
今
日
の
わ
た
く
し
を
生
き
さ

せ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

堀
田
に
戻
れ
ば
、『
方
丈
記
』
を
踏
ま
え
て
安
元
の
大
火
を
語
り
な
が

ら
、「
そ
の
中
の
人
、
現う
つ

し
心
あ
ら
む
や
」
と
い
う
体
験
を
欠
く
『
平
家
物

語
』
が
、
そ
れ
は
方
丈
記
の
文
章
を
利
用
し
た
、
と
い
う
よ
り
は

　
　

こ
れ
に
尾
ひ
れ
そ
の
他
の
び
ら
び
ら
を
く
っ
つ
け
て
飾
っ
た
も
の
で
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　

一
つ
の
歴
史
的
事
件
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
生
き
た
人
に

よ
っ
て
、
身
に
刻
み
つ
け
る
よ
う
に
し
て
録
さ
れ
た
場
合
に
、
他
の
筆

者
が
如
何
に
別
様
に
こ
れ
を
記
そ
う
と
し
て
も
、
徹
底
し
て
生
き
た
者

の
刻
み
込
ん
だ
も
の
に
よ
っ
て
、
徹
底
的
に
拘
束
さ
れ
る

と
言
う
。
堀
田
の
文
学
の
根
底
を
規
定
す
る
実
存
的
な
思
い
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
と
ば
の
ド
ラ
マ
を
感
じ
取
る
木
下
順
）
10
（

二
と
は
違
っ
て
堀
田
は
衆
庶

の
思
い
を
介
在
さ
せ
る
『
平
家
物
語
』
を
信
用
し
な
い
。

五
　
成
田
為
成
が
飲
む
酒

　

そ
の
堀
田
が
問
題
の
安
元
の
大
火
に
取
材
し
な
が
ら
、『
平
家
物
語
』
の

異
本
、『
源
平
盛
衰
記
』
を
用
い
て
『
酔
漢
』
を
書
い
た
の
は
な
ぜ
な
の

か
。
山
下
が
堀
田
の
言
説
を
ど
う
読
む
か
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　

安
元
三
年
、
改
元
さ
れ
て
の
治
承
元
年
、
西
暦
に
し
て
一
一
七
七
年
、

四
月
廿
八
日
の
夜
、
京
都
樋
口
富
小
路

と
言
え
ば
、
そ
の
安
元
の
大
火
の
語
り
を
読
む
た
め
の
堀
田
の
注
釈
で
あ

る
。

　

そ
し
て
た
だ
ち
に

　
　

四
月
廿
八
日
の
夜
、
京
都
樋
口
富
小
路
の
小
家
に
、
五
人
の
さ
む
ら
い

が
集
っ
て
、
酒
を
飲
ん
で
い
た
。

と
事
件
を
語
り
始
め
る
堀
田
善
衛
。
酒
宴
の
「
中
心
人
物
」
は
成
田
兵
衛
為

成
で
、
堀
田
が
明
か
に
し
た
出
典
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
第
四
「
京
中
焼
失
」

で
は

　
　

是
ハ
神
輿
ヲ
奉
㍾禦
ト
テ
狼
藉
ニ
及
武
士
七
人
禁
獄
ノ
内
、
十
禅
師
ノ

御
輿
ニ
矢
ヲ
射
立
進
セ
ケ
ル
。
成
田
兵
衛
為
成
ト
云
者
ハ
小
松
殿
ノ
乳

人
子
也
。
コ
ト
ニ
重
科
ノ
者
）
11
（
也

　

平
家
一
門
の
小
松
殿
と
言
わ
れ
る
平
重
盛
の
乳め
の
と
ご

人
子
、
す
な
わ
ち
乳
母
を

同
じ
く
す
る
乳
兄
弟
で
あ
っ
た
と
言
う
。
こ
の
安
元
の
大
火
に
つ
い
て
『
盛

衰
記
』
の
校
注
者
は
、
右
大
臣
で
あ
っ
た
摂
関
家
九
条
兼
実
の
『
玉
葉
』
安

元
三
年
（
一
一
七
七
）
四
月
廿
八
日
当
日
の
条
を
引
用
す
る
。
大
火
の
経
過

154

六



堀
田
善
衛
の「
家
」と
文
学（
山
下
）

を
記
し
、
当
時
の
御
所
、
閑
院
殿
は
無
事
で
あ
る
が
、
主
上
や
中
宮
は
難
を

正
親
町
東
洞
院
の
藤
原
邦
綱
邸
へ
行
幸
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
詳
細
に
引
用
し

て
い
る
が
、
こ
の
成
田
為
成
に
つ
い
て
は
記
録
が
見
え
ず
、
未
詳
。
果
た
し

て
実
在
の
人
物
な
の
か
。『
盛
衰
記
』
特
有
の
虚
構
の
人
物
の
可
能
性
が
無

い
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
奇
妙
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

　

何
の
た
め
の
酒
宴
な
の
か
。
酒
宴
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

　
　

ま
こ
と
に
浮
か
ぬ
顔
つ
き

と
は
堀
田
が
語
る
。
酒
を
呑
む
為
成
、
い
や
、
か
れ
を
囲
む

　
　

四
人
の
男
た
ち
も
ま
た
、
同
様
に
浮
か
ぬ
顔
つ
き

で
あ
る
。

　
　

酒
は
飲
め
ば
酔
う
も
の
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず

　
　

為
成
を
も
入
れ
て
計
五
人
の
男
ど
も
が
、
と
も
ど
も
に
鬱
陶
し
く

0

0

0

0

、
か

つ
は
物
も
言
い
た
く
な
い
ほ
ど
に
莫
迦
莫
迦
し
い

0

0

0

0

0

0

心
境
で
、
砂
を
噛
む

よ
う
に
し
て
酒
を
飲
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
相
応
の

理
由
が
あ
っ
た

と
語
り
手
は
語
り
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
由
来
が
莫
迦
莫
迦
し
い
の
で
あ
る
と
し
て
、
ま
ず
国
司
近
藤
師
高
な

る
も
の
が
弟
の
師
経
を
目
代
に
任
命
し
た
。
そ
し
て
兄
が
や
り
た
い
放
題

に
、
神
社
、
仏
寺
、
権
門
勢
家
の
庄
領
を
没
収
し
尽
く
し
た
。

　
　

そ
の
兄
に
負
け
た
く
な
か
っ
た

と
語
る
の
が
堀
田
の
原
典
の
読
み
で
あ
る
。
堀
田
が
事
件
の
経
過
を
原
典
の

『
盛
衰
記
』
に
即
し
て
た
ど
り
、

　
　
（
事
が
）
こ
じ
れ
に
こ
じ
れ
て

山
門
大
衆
の
僉
議
の
末
の
決
議
文
を

　
　

謹
デ
白
山
妙
理
権
現
ノ
垂
迹
ヲ
尋
ネ
奉
レ
バ
、
日ヤ
マ
ト
ネ
コ
タ
カ
マ
キ
ヨ
タ
リ
ヒ
メ
ノ

本
根
子
高
瑞
浄
足
姫

御ギ
ョ
ウ宇

、
養
老
年
中
ニ
鎮
護
国
家
ノ
大
徳
神
融
禅
師
行
オ
コ
ナ
イ

出
シ
給
テ
…
…

と
そ
の
威
徳
を
語
る
の
だ
が
、
そ
の
出
典
は
わ
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
『
盛

衰
記
』
が
何
ら
か
の
史
料
に
よ
っ
た
も
の
で
、
堀
田
は
そ
れ
を
引
用
し
た
。

『
平
家
物
語
』
の
、
い
わ
ゆ
る
読
み
本
と
呼
ば
れ
る
テ
ク
ス
ト
に
は
、
こ
の

種
の
資
料
を
引
用
し
て
、
物
語
読
解
の
た
め
の
注
釈
を
行
う
姿
勢
が
濃
厚
で

あ
）
12
（
る
。

　

こ
れ
ら
の
記
録
は
、
堀
田
が
注
と
し
て
語
る
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て

『
源
平
盛
衰
記
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　

そ
の
経
過
を
要
約
し
て
た
ど
る
と
、
強
訴
に
及
ぶ
山
門
大
衆
の
防
御
に
指

名
さ
れ
た
清
和
源
氏
、
宮
廷
守
護
に
当
た
る
源
頼
政
が
巧
み
に
大
衆
の
動
き

を
躱か

わ
そ
う
と
す
る
の
を
、
若
者
た
ち
が
一
も
二
も
な
く
ぶ
ち
破
れ
と
主
張

す
る
。
協
議
の
上
、
頼
政
の
提
案
を
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
方
向
を
転
換
し

て
陽
明
門
を
攻
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
要
約
の
ス
タ
イ
ル
を
と
る
語
り
本

『
平
家
物
語
』
に
よ
れ
ば
、

　
　

東
の
陣
頭
、
待
賢
門
よ
り
（
神
輿
を
）
入
れ
奉
ら
む
と
し
け
れ
ば
、
狼

藉
忽
ち
に
出
来
て
、
武
士
ど
も
散
々
に
射
奉
る

　

こ
れ
が
日
吉
山
王
の
怒
り
と
な
り
、
神
の
使
者
で
あ
る
猿
が
内
裏
に
火
を

放
つ
こ
と
に
な
る
の
で
、
堀
田
は
こ
の
間
の
目
代
師
経
の
動
き
を
原
典
の
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『
盛
衰
記
』
に
即
し
て
た
ど
り
、
師
経
は
少
々
や
り
す
ぎ
た
か
と
悔
い
入

り
、
京
都
へ
逃
げ
帰
っ
て
い
て
庁
に
人
影
が
な
か
っ
た
と
語
る
。

　

以
上
、
こ
の
間
の
堀
田
の
言
説
を
わ
た
く
し
な
り
に
略
述
し
た
の
だ
が
、

後
日
、
山
門
大
衆
の
重
ね
て
の
強
訴
に
、
や
む
な
く
当
局
は
、
事
件
の
き
っ

か
け
を
な
し
た
鵜
川
寺
事
件
の
狼
藉
の
主
、
加
賀
の
国
司
師
高
を
解
任
、
そ

の
弟
目
代
（
代
官
）
師
経
は
尾
張
へ
流
罪
に
処
し
、「
神
輿
射
奉
り
し
武
士

六
人
、
獄
定
せ
ら
る
」、「
是
等
は
皆
小
松
殿
の
侍
な
り
」
と
し
、
堀
田
は
、

事
件
の
原
因
を
作
っ
た

　
　

師
高
・
師
経
な
ど
い
う
代
物
は
、
た
か
が
下
北
面
の
武
士
上
が
り
の
成

り
上
が
り
者
に
す
ぎ
な
い

そ
の
事
件
と
い
う
の
が

　
　

実
ま
こ
と
に

以
て
莫
迦
莫
迦
し
い
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
時
代
の
崩
落

0

0

0

0

0

0

は
、
莫ば

か

ば

か

迦
莫
迦
し
か
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
ど
こ
か
に
含
蓄
さ
れ
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
圏
点
、
山
下
）

と
語
る
の
が
堀
田
で
あ
る
。
二
人
の
処
理
を
ぐ
ず
ぐ
ず
と
放
置
を
し
て
お
い

て
は
ろ
く
な
こ
と
に
な
ら
ぬ
。
が
し
か
し
、
ぐ
ず
ぐ
ず
の
ん
べ
ん
だ
ら
り
は

宮
廷
の
常
で
あ
っ
て
、『
盛
衰
記
』
は

　
　

内
々
は
私
語
申
し
け
れ
共
、
言
に
顕
て
奏
聞
の
人
な
し
。
理
こ
と
わ
り
や
大
臣

は
禄
を
重
じ
て
諫
め
ず
、
小
臣
は
罪
を
畏
れ
て
言
は
ず
、
下
の
情
上
に

通
ぜ
ず
、
こ
の
患う
れ
いの
大
い
な
り
、
と
云
ふ
事
あ
り
、
さ
れ
ば
各
々
口
を

閉
じ
た
り
け
る
。

と
記
し
て
い
る
。

　
　

ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
う
ち
に
、
四
月
に
入
り

山
門
が
当
局
の
遅
滞
に
業
を
煮
や
し
て
上
記
の
大
衆
の
強
訴
に
な
っ
た
の

だ
っ
た
。

　

朝
廷
は
周
章
狼
狽
、
急
場
の
時
に
用
い
る
腰
輿
に
乗
っ
て
法
住
寺
へ
逃
亡

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
朝
廷
と
は
、
清
盛
が
娘
、
徳
子
を
入
内
さ
せ
、

そ
の
仲
に
言
仁
（
後
の
安
徳
天
皇
）
を
儲
け
る
こ
と
に
な
る
高
倉
天
皇
で
あ

る
。
法
住
寺
と
は
後
白
河
が
院
の
仙
洞
御
所
と
し
た
寺
で
あ
る
。
山
門
大
衆

の
強
訴
に
対
し
、
朝
廷
の
防
御
の
任
に
当
た
っ
た
の
が
小
松
家
、
平
重
盛
率

い
る
軍
勢
で
あ
っ
た
。
武
器
を
持
つ
武
士
に
大
衆
は
叶
わ
ず
、
あ
げ
く
は
武

士
が
神
輿
に
矢
を
放
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
堀
田
は
こ
の
間
の
経
過
を
『
盛
衰

記
』
に
従
い
な
が
ら
、
時
に
は
要
約
し
て
た
ど
っ
た
。
大
衆
は
神
輿
を
抛
げ

捨
て
て
山
中
に
籠
も
ろ
う
と
す
る
。
職
務
放
棄
で
あ
る
。
困
惑
し
た
朝
廷
は

師
高
・
師
経
兄
弟
を
解
任
、
流
罪
に
処
し
、
命
令
に
よ
り
直
接
矢
を
放
っ
た

官
兵
七
人
が
禁
獄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
七
人
の
中
に
例
の
為
成
が

い
た
と
語
る
の
で
あ
る
。

　

重
盛
と
は
乳
兄
弟
で
あ
り
、
そ
の
重
盛
の
命
令
に
よ
っ
て
矢
を
射
た
の
で

あ
っ
た
。
激
怒
す
る
山
門
の
大
衆
は
、
為
成
を
琵
琶
湖
の
唐
崎
で
磔
に
し
て

や
る
と
か
、
臥
漬
け
、
簀
の
子
巻
に
し
て
「
水
中
に
叩
き
込
む
」
な
ど
と
意

気
込
む
の
を
重
盛
が
宥
め
、
為
成
の
「
禁
獄
を
も
乞
い
許
し
て
（
平
家
の
本

貫
、
出
身
地
で
あ
る
）
伊
賀
の
国
へ
流
す
こ
と
に
妥
協
を
見
た

0

0

0

0

0

」（
圏
点
、

山
下
）
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
問
題
の
宴う
た
げと

な
る
。
堀
田
は
、
い
よ
い
よ
物
語
の
ピ
ー
ク
を
な
す
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と
こ
ろ
で
、「
莫
迦
莫
迦
し
い
話
で
あ
る
」
と
書
き
始
め
る
。「
酒
は
飲
め
ば

酔
う
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
ま
り
の
莫
迦
莫
迦
し
さ
に
、
飲
み
か
つ
酔
う
て

も
、
は
か
ば
か
し
い
こ
と
ば
も
出
な
い
」。「
莫
迦
莫
迦
し
さ
」
と
は
、
た
か

が
山
門
の
末
寺
で
の
争
い
が
山
門
強
訴
と
な
っ
て
、
朝
廷
と
し
て
防
御
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
こ
れ
が
世
の
動
き
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
政
治
責
任
の
と
り

方
を
指
し
て
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
奥
に
天
皇
、
そ
れ
に
後
白
河
院
が
あ
る

こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
う
ま
く
難
を
避
け
た
頼
政
の
お
鉢
が
回
っ
て
来
た

重
盛
が
防
御
に
当
た
り
、
そ
の
部
下
が
神
輿
に
矢
を
放
つ
。
重
な
る
山
門
強

訴
の
動
き
に
、
重
盛
な
り
の
奔
走
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
や
む
な
く
乳
兄

弟
の
為
成
を
、
せ
め
て
伊
賀
の
地
へ
送
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
為
成
に

す
れ
ば
、
重
盛
の
指
示
の
ま
ま
に
王
朝
を
守
ろ
う
と
し
て
、
神
輿
に
矢
を
射

る
結
果
と
な
り
、
極
刑
は
免
れ
た
も
の
の
、
な
ぜ
責
め
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ

の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
戦
に
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
処
理
の
仕
方
な
の
か
。

　

同
じ
思
い
の
同
僚
が
せ
め
て
も
の
餞
別
の
宴
を
開
い
て
く
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
け
れ
ど
も
盛
り
上
が
ら
な
い
ば
か
り
か
、
沈
む
一
方
。
同
僚
の
一
人
が

餞
別
の
「
肴
と
し
て
」
と
自
分
の
頭
の
髻
を
切
っ
て
投
げ
出
し
た
。
髻
は
昔

の
男
子
が
元
服
し
、
成
人
と
し
て
認
知
さ
れ
る
大
事
な
も
の
、
そ
れ
を
切
っ

て
抛
げ
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
出
仕
は
不
可
能
に
な
ろ
う
。

　
「
す
る
と
も
う
一
人
の
同
僚
が
」
片
耳
を
切
っ
て
座
に
抛
げ
出
し
た
。

　

や
が
て
三
人
目
は
「
い
ち
ば
ん
大
事
な
財
と
い
え
ば
、
所
詮
は
命
」
と

「
腹
を
掻
き
切
つ
て
」
ど
う
と
倒
れ
た
。
為
成
自
身
は

　
　

も
は
や
京
へ
戻
っ
て
酒
を
飲
む
こ
と
も
あ
る
ま
い

と
、
こ
れ
も
「
腹
を
掻
き
切
つ
て
、
臥
し
た
」。
こ
の
惜
別
の
座
を
儲
け
た

「
小
屋
の
主
」
が
、
こ
う
な
っ
て
は
わ
が
身
が

　
　

六
波
羅
へ
呼
び
出
さ
れ
て
ま
た
ま
た
難
儀
な
こ
と
に
な
る
。
家
に
火
を

つ
け
て
お
れ
も
死
ね
。
髻
と
耳
を
切
っ
た
二
人
が
ど
う
し
た
か
、
そ
れ

は
分
か
ら
ぬ
。

と
し
、
こ
こ
で

　
　

方
丈
記
に
鴨
長
明
が
言
う
、

と
し
て
、

　
　

去
安
元
三
年
四
月
廿
八
日
か
と
よ
。
風
烈
し
く
吹
き
て
、
静
か
な
ら
ざ

り
し
夜
、
戌い
ぬ

の
時
許ば
か
り、
都
の
東
南
よ
り
火
出
で
来
て
、
西
北
に
至
る
。

は
て
に
は
朱
雀
門
、
大
極
殿
、
大
学
寮
、
民
部
省
な
ん
ど
ま
で
移
り

て
、
一
夜
の
う
ち
に
塵
芥
と
な
り
に
き
。

と
結
ぶ
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
わ
た
く
し
の
頭
を
よ
ぎ
っ
て
早
々
と
見
え
て

い
た
『
盛
衰
記
』
が
立
ち
現
れ
る
。
堀
田
が
し
ば
し
ば
発
す
る
「
莫
迦
莫
迦

し
い
」
の
語
を
ど
う
読
む
か
は
、
わ
れ
わ
れ
読
者
の
読
み
が
課
題
と
な
ろ

う
。
わ
た
く
し
に
は
、
つ
い
清
沢
洌き
よ
し

の
筆
致
に
な
る
『
暗
黒
日
）
13
（

記
』
を
思

い
浮
か
べ
て
し
ま
う
。

　

そ
れ
は
堀
田
の
小
説
の
読
み
の
課
題
で
も
あ
ろ
う
。
本
稿
冒
頭
に
見
た
堀

田
家
の
歴
史
を
語
る
『
鶴
の
い
た
庭
』
で

　
　

こ
の
『
家
』
の
潰
滅
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
時
代
の
う
つ
り
ゆ
き
、
経

済
的
、
政
治
的
な
も
ろ
も
ろ
の
理
由

と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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始
め
に
引
用
し
た
堀
田
の
「
鶴
屋
善
右
衛
門
」
に
お
い
て
も

　
　

明
治
中
期
か
ら
大
正
の
末
年
に
か
け
て
の
年
月
は
…
…
こ
の
大
変
換
期

は
、
同
時
に
船
舶
業
と
い
う
も
の
が
、
政
府
の
支
援
な
く
し
て
は
運
営

し
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
行
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。

と
言
う
。

　

そ
の
延
長
線
上
に
、
国
家
を
表
す
総
合
商
社
に
驚
嘆
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら

を
滑
稽
に
語
る
『
19
階
日
本
横
丁
』
も
あ
る
だ
ろ
）
14
（

う
。「
横
丁
」
と
い
う
日

本
語
の
名
詞
、
敢
え
て
十
九
を
ア
ラ
ビ
ヤ
数
字
横
表
記
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に

笑
い
が
あ
る
。
こ
の
総
合
商
社
の
小
説
の
読
み
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
わ

た
く
し
の
手
の
及
び
か
ね
る
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
モ
ス
ク
ワ
が
舞
台

と
お
ぼ
し
き
宿
舎
に
集
ま
る
人
々
と
は
、
ま
さ
に
小
説
の
世
界
で
あ
る
の
だ

が
、

　
　
「
総
合
商
社
」
な
る
も
の
を
見
て
い
る
と
、
そ
う
だ
、
こ
れ
こ
そ
が
日

本
国
家
じ
ゃ
、
国
家
の
実
体
と
は
こ
れ
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
錯

覚
を
も
た
ぬ
と
も
限
ら
な
か
っ
た
。

と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
堀
田
の
文
体
が
見
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
堀
田
が
『
方
丈
記
』
の
事
件
へ
の
直
接
体
験
者
な
ら
ぬ
、

そ
の
長
明
の
体
験
を
借
り
用
い
る
『
平
家
物
語
』
を
拒
む
堀
田
が
『
源
平
盛

衰
記
』
に
目
配
り
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
堀
田
の
引
用
し
た
の
が
『
盛
衰

記
』
で
あ
っ
た
。『
平
家
物
語
』
を
読
み
続
け
て
来
た
わ
た
く
し
に
は
、
こ

れ
ま
た
こ
れ
か
ら
の
『
平
家
物
語
』
論
の
課
題
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

原
作
者
へ
と
集
約
し
が
ち
で
あ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
国
文
学
が
、
文
学
批
評

の
中
で
相
対
化
さ
れ
、
文
化
史
へ
の
展
望
を
も
踏
ま
え
て
、
い
か
に
テ
ク
ス

ト
を
読
む
か
を
問
い
始
め
た
若
い
世
代
が
、
こ
の
堀
田
の
文
学
に
も
鋭
い
読

み
を
挑
む
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

六
　
多
声
的
な
『
源
平
盛
衰
記
』

　

院
の
北
面
の
武
士
、
師
高
・
師
経
兄
弟
の
処
罰
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を

示
す
宣
旨
を
山
門
に
伝
え
よ
う
と
す
る
が

　
　

衆
徒
ノ
蜂
起
ニ
恐
テ
登
山
セ
ン
ト
云
人
ナ
シ

と
は
、
語
り
本
『
平
家
物
語
』
に
も
語
る
と
こ
ろ
で
、

　
　

其
時
ハ
中
納
言
ニ
テ
御
座
ケ
ル

平
大
納
言
時
忠
が
、
そ
の
伝
達
の
任
を
買
っ
て
出
て
、「
瞋
レ
ル
」
山
門
衆

徒
を
み
ご
と
抑
え
切
る
。
こ
の
間
発
せ
ら
れ
た
宣
旨
と
「
追
書
」
を
公
文
書

の
ス
タ
イ
ル
を
再
現
し
て
掲
載
す
る
。
こ
の
間
の
時
忠
の
行
動
を
褒
め
る
大

衆
の
こ
と
ば
か
ら
、『
世
説
新
語
』
に
見
え
る
魏
の
文
帝
の
、
同
母
弟
陳
思

王
に
対
す
る
殺
意
を
鎮
め
た
話
を
想
起
し
て
語
る
の
は
、『
太
平
記
』
の
引

用
の
方
法
に
も
通
底
す
る
『
盛
衰
記
』
の
語
り
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
問
題
の
成
田
為
成
の
自
害
を
以
て
安
元
の
大
火
の
原
因
を
語
り
、

そ
の
大
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
諸
殿
を
列
挙
し
て

　
　

諸
司
八
省
マ
デ
モ
皆
消
亡
ヌ
、
浅
増
ト
云
モ
愚
也

と
結
ぶ
。

　

問
題
は
、『
盛
衰
記
』
は
、
目
録
に
従
い
「
盲
占
」
を
重
ね
て
立
て
る
。
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大
炊
御
門
堀
川
ニ
、
盲
ノ
占
ス
ル
入
道
ア
リ

と
し
て
別
の
話
を
加
え
る
。

　
　

火
本
ハ
樋
口
富
小
路
ト
コ
ソ
聞

と
の
噂
か
ら
、
こ
の
入
道
が
、
そ
の
火
が
身
近
に
迫
り
「
ユ
ユ
シ
キ
大
消
亡

カ
ナ
」
と
明
言
し
、「
在
地
ノ
人
々
」
が
そ
の
備
え
あ
る
べ
き
こ
と
を
語

る
。
火
も
と
「
樋
口
富
小
路
」
が
盲
目
の
い
る
「
大
炊
御
門
堀
川
」
か
ら
は

隔
た
る
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
人
々
が
不
審
が
る
の
を
盲
人
は
、
視
角
な
ら

ぬ
、
よ
み
、
音
を
解
釈
に
持
ち
こ
み
、「
樋
口
」
を
「
火
口
」、「
富と
み

小
路
」

か
ら
「
鳶
」
を
連
想
、「
鳶
ハ
天
狗
ノ
乗
物
」、
愛
宕
に
住
む
「
天
狗
ノ
シ
ハ

ザ
ニ
テ
」「
筋
違
サ
マ
ニ
焼
ヌ
ト
覚
ユ
」
と
語
っ
た
。
こ
う
し
た
、
音
を
介

し
て
の
文
字
説
き
は
『
太
平
記
』
に
も
見
る
と
こ
ろ
だ
が
、
天
狗
の
し
わ
ざ

と
す
る
盲
人
の
理
解
を

　
　

人
嗚
呼
ガ
マ
シ
ク
思
ケ
レ
共
、
焼
テ
後
ニ
ゾ

盲
目
の
文
字
説
き
に
よ
る
延
焼
予
言
を
「
思
合
ケ
ル
」
と
結
ぶ
。
盲
目
ゆ
え

の
、
笑
い
や
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
も
含
む
、
神
に
も
通
じ
る
神
秘
な
予
言
を
語
る

声
で
あ
る
。
人
物
評
に
天
狗
が
登
場
す
る
時
代
で
あ
っ
）
15
（

た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
後
に
、
語
り
本
が
語
る
、
日
吉
山
王
の
怒
り
に
よ
る
、
神

の
使
者
、
猿
の
放
火
と
「
人
ノ
夢
ニ
ハ
見
タ
リ
ケ
ル
」
と
語
り
巻
四
を
閉
じ

る
こ
と
に
な
る
。
日
吉
山
王
の
怒
り
に
天
狗
の
介
入
を
語
り
加
え
て
安
元
の

大
火
を
考
え
、（
さ
ら
に
正
体
は
目
下
不
明
だ
が
）
成
田
為
成
の
、
政
治
へ

の
嫌
悪
を
語
り
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
『
盛
衰
記
』
は
、
琵
琶
法
師
を
軸
と
す
る
、
永
積
安
明
ら
を
し
て
集

団
的
想
像
力
の
所
産
、
叙
事
詩
と
言
わ
し
め
た
語
り
本
を
破
壊
す
る
。
語
り

本
で
は
南
都
攻
め
の
大
将
軍
と
し
て
の
重
衡
が
自
ら
の
立
ち
場
を
自
覚
す

る
、
そ
れ
ゆ
え
に
頼
朝
に
も
一
目
置
か
せ
る
人
物
と
し
て
語
っ
た
。
ま
た
法

然
を
も
し
て
救
済
の
対
象
と
さ
せ
た
の
だ
が
、『
盛
衰
記
』
は
重
衡
の
正
室

の
目
を
憚
る
側
室
を
日
陰
者
と
し
て
語
り
、
そ
の
屈
折
し
た
思
い
を
描
く
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
あ
る
意
味
で
汚
）
16
（

い
。
史
学
を
哲
学
的
に
考
え
た
津
田
左
右
吉

を
し
て

　
　

甚
だ
し
く
知
識
的
で
あ
り
、

と
か

　
　

平
家
の
事
績
に
よ
っ
て
強
く
感
動
す
る
よ
り
は
、
寧
ろ
知
識
的
な
好
奇

心
を
以
て
、
遠
き
世
の
事
と
し
て
、
そ
れ
を
見
る
や
う
に
な
っ
た
時
代

の
所
産
だ
か
ら
で
あ
る
ま
い
か

と
言
わ
せ
）
17
（

た
。

　

堀
田
善
衛
が
、
そ
の
『
盛
衰
記
』
に
惹
か
れ
た
の
は
、
政
治
を
莫
迦
莫
迦

し
い
と
見
た
、
醒
め
た
自
我
が
あ
っ
た
ゆ
え
だ
ろ
う
。
し
か
も
新
し
く
編
ん

だ
全
集
に
は
、
こ
の
『
酔
漢
』
を
お
さ
め
る
の
を
避
け
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た

の
か
、
い
ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
。
さ
ら
に
広
く
堀
田
を
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。

　

少
な
く
と
も
『
平
家
物
語
』
論
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
読
み
本
な
ら
ぬ
語

り
本
の
位
相
を
確
か
め
る
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ

た
。
文
学
作
品
の
成
立
を
考
え
る
た
め
に
、
そ
の
引
用
探
し
を
行
う
の
が
一

般
な
の
だ
が
、
む
し
ろ
出
典
そ
の
も
の
の
受
容
の
あ
り
方
に
諸
テ
ク
ス
ト
の

あ
り
よ
う
を
考
え
る
の
も
一
つ
の
課
題
だ
ろ
う
。
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安
元
の
大
火
と
い
う
、
事
が
王
）
18
（

権
の
存
続
を
保
障
す
る
は
ず
の
大
極
殿
の

焼
失
に
及
び
、
王
権
の
行
方
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
、『
盛
衰
記
』
な
り
に
複
数

次
元
に
わ
た
る
安
元
大
火
を
語
る
『
源
平
盛
衰
記
』
で
あ
っ
た
。『
盛
衰

記
』
を
読
み
本
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
、
増
補
系
に
分
類
を
促
し
た
の
だ

が
、
そ
れ
は
安
元
の
大
火
と
い
う
王
権
の
大
事
に
説
き
語
る
歴
史
の
読
み
を

列
挙
す
る
、
多
声
的
な
語
り
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。

　
『
源
平
盛
衰
記
』
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
多
様
な
論
が
行
わ
れ
て
来

た
。
わ
た
く
し
自
身
が
、
本
文
の
言
説
を
め
ぐ
る
「
読
み
か
）
19
（

え
」、
文
化
史

的
状
況
の
中
に
そ
の
語
り
の
方
法
を
論
）
20
（

じ
、
美
濃
部
重
克
が
『
平
家
物
語
』

に
新
た
な
解
釈
を
加
え
、
史
書
を
物
語
と
し
て
仕
立
て
直
し
た
稗は
い
し史
（
歴
史

小
説
）
と
見
）
21
（

た
。
本
稿
で
は
、
堀
田
善
衛
を
介
し
て
、
そ
の
現
代
批
評
と
し

て
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

七
　
諸
本
論
の
中
の
『
源
平
盛
衰
記
』

　
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
論
と
言
え
ば
、
水
戸
藩
に
よ
る
『
大
日
本
史
』
編

集
の
た
め
の
資
料
と
し
て
諸
本
を
集
め
異
同
を
併
記
し
た
『
参
考
本
源
平
盛

衰
記
』、
い
わ
ゆ
る
「
参
考
本
」
が
あ
り
、『
平
家
物
語
』
諸
本
論
の
嚆
矢
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
ど
う
し
た
わ
け
か
、
い
わ
ゆ
る
延
慶
本
と
呼

ば
れ
る
異
本
は
射
程
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
の
水
戸
藩
の
方
針
を
継
承
し
た
の
が
、
鎌
倉
時
代
の
日
本
語
を
探
る
手

が
か
り
と
す
る
『
平
家
物
語
』
の
テ
ク
ス
ト
を
求
め
た
山
田
孝
雄
の
諸
本
論

で
あ
る
。

　

そ
れ
は
参
考
本
の
示
唆
を
受
け
て
多
様
な
諸
本
が
伝
わ
る
事
を
知
っ
て
い

た
山
田
は
、
改
め
て
諸
本
の
構
成
、
特
に
建
礼
門
院
を
軸
に
す
る
灌
頂
巻
の

有
無
を
顕
著
な
違
い
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
外
、
剣
巻
な
ど
の
言
説
の
有
無

な
ど
を
分
類
基
準
の
手
が
か
り
と
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
諸
本
の
分
類
を
軸
と
し
て
、
改
め
て
『
平
家
物
語
』
の
成
立
や

作
者
論
な
ど
の
検
討
を
加
え
、
物
語
の
成
立
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
成
立
論
は
『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』『
土
佐
日
記
』

な
ど
代
表
的
な
古
典
の
研
究
を
か
け
め
ぐ
っ
た
の
と
軌
を
一
に
す
る
。

　
『
平
家
物
語
』
の
場
合
、
そ
の
山
田
を
継
承
す
る
の
が
高
橋
貞
一
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
諸
本
研
究
を
作
者
研
究
に
も
活
か
そ
う
と
し
た
の
が
高
木
武

や
冨
倉
徳
次
郎
と
、
特
に
佐
々
木
八
郎
は
、
語
り
物
と
し
て
の
『
平
家
物

語
』
の
、
文
体
に
も
及
ぶ
物
語
論
を
あ
わ
せ
行
う
こ
と
に
な
る
。
お
り
か
ら

岩
波
書
店
の
日
本
古
典
文
学
大
系
の
編
集
が
始
ま
る
。
当
時
、
敗
戦
後
、
英

文
学
に
倣
っ
て
叙
事
詩
論
を
掲
げ
る
高
木
市
之
助
を
軸
に
『
平
家
物
語
』
論

の
再
検
討
が
始
ま
る
。
高
木
や
永
積
安
明
の
叙
事
詩
論
を
意
識
し
つ
つ
諸
本

論
を
取
り
上
げ
た
渥
美
か
を
る
は
、
特
に
冨
倉
・
佐
々
木
、
そ
こ
へ
『
平
家

物
語
』
を
中
世
文
学
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
を
考
え
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
に
作
者
の
思
想
を
考
え
る
た
め
の
古
態
論
の
課
題
と
し
た
の
だ
っ

た
。

　

そ
れ
ら
を
継
承
す
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
で
、
高
橋
貞
一
に
よ
り
明

確
に
さ
れ
た
語
り
本
と
読
み
本
の
分
類
に
基
づ
き
、
高
木
市
之
助
・
永
積
安
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明
ら
の
叙
事
詩
論
を
意
識
し
な
が
ら
、
お
り
か
ら
の
史
学
者
が
中
世
史
料
を

求
め
て
延
慶
本
を
中
軸
と
す
る
古
態
論
か
ら
、
文
化
史
論
へ
の
関
心
を
深
め

て
い
っ
た
。

　

そ
の
中
で
も
、
語
り
本
よ
り
も
読
み
本
、
特
に
史
料
批
判
か
ら
延
慶
本
、

そ
の
史
料
性
を
補
う
た
め
に
祖
系
を
共
に
す
る
と
思
わ
れ
る
長
門
本
が
注
目

さ
れ
、
麻
原
美
）
22
（

子
が
、
特
に
延
慶
本
を
補
う
た
め
に
注
目
す
る
。
こ
の
間
、

読
み
本
三
本
の
中
の
『
源
平
盛
衰
記
』
が
枠
の
外
へ
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

こ
の
三
本
を
軸
に
、
そ
の
周
辺
の
『
源
平
闘
諍
録
』
や
南
都
本
な
ど
を
加

え
つ
つ
、
こ
れ
ら
諸
本
の
間
に
は
交
流
の
痕
跡
が
目
に
つ
き
始
め
る
。
読
み

本
の
中
で
は
異
色
の
四
部
合
戦
状
本
の
特
異
な
、
唱
導
資
料
の
採
取
に
も
及

ぶ
検
討
の
課
題
に
な
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
三
本
の
相
互
の
関
係
の
位

置
づ
け
よ
り
も
、
そ
の
語
り
や
内
容
の
諸
相
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
、
課
題
が

『
平
家
物
語
』
論
に
な
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
史
料
と
の
交
流
を
通
し

て
、
さ
ら
に
諸
本
の
、
い
ず
れ
が
史
料
と
し
て
評
価
に
耐
え
ら
れ
る
か
が
関

心
の
軸
に
な
る
の
だ
が
。
今
で
は
、
語
り
本
を
も
加
え
多
様
な
言
説
の
語
り

が
相
互
に
交
流
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
、
諸
本
に
つ
い
て
は
、
そ
の
諸
本
間
の

位
置
づ
け
よ
り
も
諸
本
の
言
説
の
あ
り
方
を
も
含
め
た
語
り
の
課
題
と
な

る
。
そ
う
し
た
諸
本
論
の
中
で
、
見
て
来
た
よ
う
な
『
盛
衰
記
』
の
「
内
裏

炎
上
」
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
丸
山
眞
）
23
（

男
は
「
政
治
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
き
き
と
り
」
に

お
い
て
、
堀
田
を

　
　

謀
略　

金
の
出
所
が
自
分
以
外
に
あ
っ
て
、
他
の
武
門
に
勢
力
を
及
ぼ

す
。

と
言
う
。
心
当
た
り
も
あ
る
の
だ
が
、
ま
だ
十
分
に
は
見
え
て
来
な
い
。
ス

ペ
イ
ン
滞
在
に
つ
い
て
も
陰
の
声
が
聞
こ
え
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。
わ
た

く
し
に
は
堀
田
善
衛
が
ま
だ
読
め
て
い
な
い
。

注（
１
） 

後
述
の
丸
山
珪
一
は
、
あ
く
ま
で
も
小
説
で
あ
っ
て
、
そ
の
も
の
が
事
実
で
は
な
い

と
慎
重
で
虚
構
を
指
摘
す
る
の
だ
が
、
わ
た
く
し
は
一
種
の
自
伝
小
説
と
見
る
。

（
２
） 

山
下
「『
鶴
の
い
た
庭
』
堀
田
善
衛
の
文
体
」『
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
』
20　

二
〇
〇

一
年
三
月

（
３
） 

筑
摩
書
房　

一
九
九
八
年
刊

（
４
） 「
堀
田
善
衛
を
読
む
会
」
を
主
宰
、『
海
龍
』
を
刊
行
。「
幻
想
文
学
と
し
て
の
「
鶴

の
い
た
庭
」」『
第
２
回
ふ
る
さ
と
の
文
学
を
語
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
二
〇
一
一
年
三

月

（
５
） 

時
枝
誠
記
「
平
家
物
語
を
い
か
に
読
む
か
に
対
す
る
一
試
論
」『
國
語
と
國
文
学
』

一
九
五
八
年
七
月　

現
象
学
に
立
つ
時
枝
の
文
章
論
と
の
め
ぐ
り
会
い
は
『
日
本
文

法　

口
語
編
』（
全
書
）
岩
波
書
店　

一
九
五
〇
年
の
第
三
章
に
始
ま
る
。

（
６
） 

山
下
『
中
世
の
文
学　

平
治
物
語
』
三
弥
井
書
店　

二
〇
一
〇
年

（
７
） 『
堀
田
善
衛
全
集
』
13
所
収　

一
九
九
四
年

（
８
） 

注（
３
）

（
９
） 
梅
田
祐
喜
「『
方
丈
記
私
記
』
一
つ
の
読
み
方
」『
海
龍
』
三
号　

二
〇
一
四
年
六
月

（
10
） 
木
下
順
二
『
群
読
に
よ
る
平
家
物
語　

知
盛
』
を
踏
ま
え
る
『
子
午
線
の
祀
り
』
河

出
書
房
新
社　

一
九
七
九
年

（
11
） 

市
古
貞
次
・
大
曽
根
章
介
・
久
保
田
淳
・
松
尾
葦
江
『
中
世
の
文
学　

源
平
盛
衰
記
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（
一
）』
三
弥
井
書
店　

一
九
九
一
年

（
12
） 
山
下
「
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
が
語
る
後
白
河
法
皇
」『
文
学
』
二
〇
一
四
年
一
・

二
月

（
13
） 

一
九
四
二
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
日
記
。
岩
波
文
庫　

一
九
九
〇
年

（
14
） 

朝
日
新
聞
、
一
九
七
一
年
十
一
月
八
日
か
ら
一
九
七
二
年
五
月
二
十
七
日
ま
で
、
夕

刊
に
百
六
十
二
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
、
一
九
七
二
年
五
月
、
朝
日
新
聞
社
か
ら

単
行
本
と
し
て
刊
行
、
全
集
第
六
巻
に
お
さ
め
る
。

（
15
） 『
天
狗
草
子
』
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
思
想
史
論
的
な
展
望
を
行
っ
た
。「
延
慶
本
『
平
家

物
語
』
が
語
る
後
白
河
法
皇
」『
文
学
』
二
〇
一
四
年
一
・
二
月

（
16
） 

山
下
「
源
平
盛
衰
記
と
平
家
物
語
」『
文
学
』
一
九
七
三
年
五
月
（『
平
家
物
語
の
生

成
』
再
録
）

（
17
） 

津
田
左
右
吉
「
平
家
物
語
と
源
平
盛
衰
記
」『
史
學
雜
誌
』
大
正
四
年
（
一
九
一

五
）
七
月

（
18
） 

大
津
雄
一
『
軍
記
と
王
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
翰
林
書
房　

二
〇
〇
五
年

（
19
） 

山
下
「
平
家
物
語
論
の
た
め
に
」『
日
本
文
学
』
一
九
八
一
年
九
月

（
20
） 

山
下
「
源
平
盛
衰
記
の
語
り
」『
國
學
院
雜
誌
』
二
〇
〇
二
年
五
月

（
21
） 

美
濃
部
重
克
『
中
世
文
学
の
諸
相
』
三
弥
井
書
店　

一
九
八
八
年

（
22
） 

麻
原
美
子
ら
編
『
平
家
物
語
長
門
本

延
慶
本
対
照
本
文
』
勉
誠
出
版　

二
〇
一
一
年

（
23
） 

丸
山
眞
男
『
自
己
内
対
話
』
み
す
ず
書
房　

一
九
九
八
年

キ
ー
ワ
ー
ド
：
廻
船
問
屋
、
近
代
化
、
莫
迦
莫
迦
し
い
、
皮
肉
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堀
田
善
衛
の「
家
」と
文
学（
山
下
）

Summerize

History of the Hottafamily: Reading “Suikan” or Drunken

Hiroaki Yamashita

 The soldiers of Enryakuji who protected the royal palace and Pope Goshirakawa, shooted the 
palanqins which monksoldieres carried on their shoulders. The monks had presented a direct petition 
to the Pope Goshirkawa about court soldier’s violences . Monk’s wrath developped so much that the 
Pope punished Narita, not his leader Shigemori but a vassal Narita. Narita was degraded to local area 
Iga (Mie prefecture). Then his friends took a farewell meeting for Narita. The more they drank sake, 
the more melancholic they became. Finary their wrath developped to suicide, while they were setting 
fire to his house. The fier spreaded to the Royal Palace.
 The famous fire, we can read that Angennnotaiqwa was caused by Narita’s anger, the story told.
 This is the story which the Genpeijousuiki told. Hotta Toshie rewrote this story as “Suikan” or 
drunken. Acording to Hotta, Narita and his freiends thought the govermental compromise ridiculous 
or “bakabakashii”. Hotta thought this story reminded of the ruin of the Hotta’s family itself. He built 
a comedey about the goveremental compromise, rewriting Genpeijousuki.

Keywords: shipping agent, modernization, ridiculous, irony
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