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教
科
書
で
『
平
家
物
語
』

|
|
「
忠
度
都
落
」
を
例
に
|
|

は
ど
う
読
ま
れ
て
き
た
か
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安
野

博
之

は
じ
め
に

現
在
、
我
々
が
最
初
に
『
平
家
物
語
』
に
接
す
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
学
校
教
育
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
『
平
家
物
語
』
の
ご
く
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一
部
分
が
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
、
そ
の
一
部
分
を
通
じ
て
学
習
者
は
「
平
家
物
語
』
全
体
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
認
識
す
る
。
国
語
(
古
典
)

の
授
業
の
中
で
、
何
を
教
材
と
す
る
か
、
そ
し
て
ど
の
部
分
を
採
用
す
る
の
か
は
、
そ
の
時
代
の
要
請
に
よ
り
、
取
捨
選
択
が
繰
り
返
さ
れ

て
き
た
。
何
が
選
ば
れ
、
何
が
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
『
平
家
物
語
』
享
受
の
様
相
を
示
し
て

い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
中
等
教
育
に
お
い
て
『
平
家
物
語
』
が
明
治
期
以
降
、
教
材
と
し
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
し
た
上
で
、

現
在
高
等
学
校
の
古
典
に
お
い
て
定
番
教
材
と
な
っ
て
い
る
「
忠
度
都
落
」
が
、
い
つ
頃
か
ら
登
場
し
、
ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の

か
を
考
察
し
た
い
。



『
平
家
物
語
』
の
時
代
的
変
遷

明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
の
学
制
公
布
直
後
の
数
年
間
、
旧
制
中
学
校
の
言
語
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
江
戸
期
の
藩
校
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
か
っ
た
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
「
国
語
学
」
「
習
字
」
「
古
言
学
」
に
分
か
れ
、
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
藩
校
に
い
た
漢
学
者
に
よ
っ
て

教
え
ら
れ
た
。
彼
ら
は
『
文
章
軌
範
』
や
『
左
伝
』
な
ど
の
伝
統
的
な
漢
文
テ
ク
ス
ト
と
、
『
日
本
外
史
』
の
よ
う
な
漢
文
で
書
か
れ
た
江

戸
末
期
の
国
学
テ
ク
ス
ト
を
教
材
と
し
て
一
緒
に
用
い
た
。

明
治
一
三
年
(
一
八
八
O
)に
は
、
国
語
学
と
古
言
学
は
、
「
和
漢
文
」
と
な
る
。
当
時
は
依
然
と
し
て
漢
文
が
最
高
の
地
位
を
占
め
て
い
た
が
、

書
き
方
を
習
う
と
い
う
実
用
的
な
目
的
の
た
め
に
、
仮
名
に
基
礎
を
置
く
テ
ク
ス
ト
が
漢
文
テ
ク
ス
ト
に
並
ぶ
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
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う
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
『
土
佐
日
記
』
『
源
平
盛
衰
記
』
『
平
家
物
語
』
「
徒
然
草
』
や
江
戸
期
の
学
者
・
歌
人
に
よ
る
「
雅
文
」
な
ど
も

明
治
一
九
年
(
一
八
八
六
)
の
中
学
校
令
に
よ
り
、
中
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
文
部
省
の
直
轄
と
な
り
、
文
部
省
の
検
定
を
受
け
た
教

科
書
し
か
使
え
な
く
な
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
言
語
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
「
国
語
乃
至
漢
文
」
と
な
る
。
明
治
二
三
年
(
一
八
九
O
)
に

は
教
育
勅
語
が
発
布
さ
れ
、
同
年
芳
賀
矢
一
と
立
花
銑
三
郎
に
よ
り
、
各
時
代
よ
り
主
要
な
仮
名
テ
ク
ス
ト
を
掲
載
し
た
選
文
集
で
あ
る
『
国

文
学
読
本
」
が
刊
行
さ
れ
る
。
本
書
は
現
在
の
日
本
古
典
文
学
史
の
基
盤
と
な
る
多
く
の
和
文
一
ア
ク
ス
ト
を
収
め
て
お
り
、
後
の
中
学
校
教

科
書
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
収
録
内
容
は
、
江
戸
期
国
学
が
ほ
と
ん
ど
古
代
・
平
安
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
と

は
異
な
り
、
『
源
平
盛
衰
記
』
『
太
平
記
」
な
ど
の
中
世
の
軍
記
物
や
、
「
今
昔
物
語
集
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
の
説
話
集
、
『
方
丈
記
』
『
徒
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然
草
」
な
ど
の
随
筆
を
採
り
入
れ
て
い
る
。
当
時
の
国
語
教
科
書
は
、
国
語
を
書
く
た
め
の
規
範
と
な
る
文
章
を
選
定
し
て
お
り
、
中
世
・



近
世
の
文
章
、
特
に
漢
文
の
表
記
を
和
文
の
文
法
と
組
み
合
わ
せ
た
和
漢
混
清
文
こ
そ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い
た
。

だ
が
、
二
葉
亭
四
迷
や
山
田
美
妙
ら
に
よ
る
言
文
一
致
運
動
が
徐
々
に
明
治
の
文
語
文
を
廃
れ
さ
せ
、
つ
い
に
明
治
四
一
年
(
一
九

O
八
)
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以
降
に
至
っ
て
言
文
一
致
体
が
教
科
書
に
採
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
文
語
文
が
実
用
的
機
能
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
国
語
教
科
書

は
規
範
的
な
テ
ク
ス
ト
に
よ
り
書
き
方
を
習
う
と
い
う
目
的
か
ら
、
そ
こ
に
書
か
れ
る
倫
理
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
を
理
解
す
る
た

め
の
も
の
と
変
化
し
た
。
そ
の
た
め
、
『
平
家
物
語
』
『
太
平
記
』
等
の
軍
記
物
は
、
多
少
の
濃
淡
は
あ
れ
、
敗
戦
ま
で
主
と
し
て
自
己
犠
牲

や
忠
義
と
い
っ
た
も
の
を
教
え
る
た
め
の
も
の
と
な
る
。
た
だ
、
明
治
期
よ
り
戦
前
(
昭
和
初
期
)
ま
で
の
教
科
書
掲
載
内
容
を
具
体
的
に

と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
明
治
三
八
年
(
一
九

O
五
)

で
は
「
忠
度
都
落
」
「
故
郷
の
花
」
「
敦
盛
最
期
」
等
の
、
行
情
的
な
側
面
を
持
つ
場
面
も
一
貫
し
て
見
る
こ

平
安
朝
篇
』
を
契

の
日
露
戦
争
後
に
出
版
さ
れ
た
藤
岡
作
太
郎
の
『
国
文
学
全
史
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見
て
み
る
と
、
『
平
家
物
語
』

機
と
し
て
徐
々
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
日
本
固
有
の
文
化
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
動
き
の
中
で
、
平
安
期
が
女
性
的
、
伝
統
的
、
日
本
固
有
の

時
代
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
『
平
家
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
年
に
山

田
孝
雄
の
校
訂
に
よ
っ
て
岩
波
文
庫
版
「
平
家
物
語
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
本
書
は
覚
一
本
を
以
後
の
『
平
家
物
語
』
基
礎
一
ア
ク
ス
ト
と
し
た

点
で
画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
序
説
に
お
い
て
、
山
田
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
物
語
を
よ
み
て
平
家
一
門
の
人
々
の
多
く
が
文
弱
に
し
て
武
事
に
疎
か
り
し
と
は
想
像
す
る
を
得
ず
。
然
る
に
世
人
常
に
説
を

な
し
て
平
家
の
滅
亡
は
文
弱
に
溺
れ
て
武
備
を
怠
り
し
が
為
な
り
と
せ
り
。
本
書
、
全
篇
い
ず
こ
に
か
さ
る
痕
跡
を
認
む
べ
き
。
平
家

の
敗
れ
し
原
因
は
一
に
し
て
足
ら
ず
と
い
へ
ど
も
一
は
そ
の
栄
華
を
極
め
し
反
動
と
し
て
世
人
の
同
情
を
失
へ
る
と
、

一
は
そ
の
改
新

の
急
激
に
し
て
保
守
思
想
の
激
し
き
反
発
を
誘
起
せ
し
め
し
を
主
と
し
、
内
に
は
衆
心
個
々
に
し
て
統
一
を
失
へ
る
に
よ
る
も
の
な
り
。



之
を
措
き
て
そ
の
文
弱
を
罵
る
が
如
き
は
、
畢
寛
読
む
べ
き
書
を
読
ま
ず
、
研
究
す
べ
き
事
を
研
究
せ
ざ
る
が
為
な
り
。
真
撃
に
本
書

を
よ
み
て
は
平
家
の
公
達
の
意
気
と
胆
力
と
に
は
同
情
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
か
の
教
経
の
如
き
、
知
盛
の
如
き
そ
の
勇
実
に
関

東
軍
の
中
に
比
す
べ
き
も
の
あ
ら
ざ
り
し
な
り
。
宗
盛
の
如
き
も
、
そ
の
態
度
の
堂
々
た
る
も
の
は
三
種
神
器
奉
還
を
拒
絶
せ
し
に
て

知
ら
る
べ
し
。
殊
に
か
の
忠
度
が
さ
ば
か
り
の
歌
人
に
て
し
か
も
、
片
腕
を
切
ら
れ
な
が
ら
敵
な
る
阿
部
忠
澄
を
そ
の
片
手
に
て
丈
余

も
投
げ
退
け
た
り
し
は
こ
れ
抑
も
文
弱
に
流
れ
た
る
貴
公
子
の
為
し
得
む
わ
ざ
な
ら
む
や
。

覚
一
本
は
、
叙
事
詩
的
な
世
界
を
好
情
で
く
る
み
こ
む
形
を
と
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
「
忠
度
都
落
」
は
、
覚
一
本
の
一
つ
の
典
型
を
な

し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
覚
一
本
の
定
着
が
、
『
平
家
物
語
』
の
好
情
的
側
面
を
浮
き
立
た
せ
、
忠
度
を
武
士
の
世
で
あ
り
な
が
ら
も
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和
歌
を
愛
し
た
風
流
人
と
す
る
見
方
を
広
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
平
家
の
武
人
に
貴
族
的
側
面
を
見
い
だ
す
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
平
安
期

を
指
向
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
『
平
家
物
語
』
は
、
好
情
的
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
安
文
学
に
寄
り
添
う
形
で
そ
の
存
在

感
を
示
す
、
と
い
う
一
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
ま
も
な
く
、
日
本
が
占
領
軍
の
指
揮
下
に
置
か
れ
る
と
、
文
部
省
は
、
戦
後
教
育
の
目
的
は
平
和
国
家
の
建
設
で
あ
る
と
宣
言
し
、

戦
闘
行
為
や
国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
扱
っ
た
箇
所
を
教
科
書
か
ら
全
て
排
除
す
る
よ
う
に
指
令
し
た
。
と
り
わ
け
軍
記
物
の
中
で
不

動
の
地
位
を
築
い
て
い
た
「
太
平
記
』
は
、
教
科
書
か
ら
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た
。
『
平
家
物
語
』
で
は
、
「
倶
利
伽
羅
峠
」
「
鴇
越
」
「
弓
流
し
」

な
ど
、
勇
猛
な
武
士
の
行
為
を
描
写
し
た
箇
所
は
教
科
書
か
ら
削
除
さ
れ
た
。
た
だ
、
「
平
家
物
語
』
は
軍
記
物
の
中
で
依
然
と
し
て
生
き
残
る
。

そ
れ
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
無
常
と
い
う
テ

I

マ
に
中
心
を
置
く
、
悲
劇
な
い
し
喪
失
の
物
語
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す

る
。
多
様
な
要
素
か
ら
な
り
、
安
易
な
分
類
を
拒
む
『
平
家
物
語
』
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
時
代
の
要
請
に
応
え
る
よ
う
な
形
で
、
現
在
ま
で

(304) 



読
み
継
が
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
学
校
教
育
に
お
い
て
、
古
典
テ
ク
ス
ト
が
そ
の
一
部
分
し
か
提
示
さ
れ
な
い
こ
と
と
分
か

ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

教
材
と
し
て
の

「
忠
度
都
落
」

次
に
、
『
平
家
物
語
』
の
具
体
的
な
享
受
の
様
相
を
う
か
が
う
た
め
の
一
例
と
し
て
、
「
忠
度
都
落
」
が
、
教
科
書
の
中
で
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
き
た
の
か
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
。
教
材
と
し
て
の
『
平
家
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
既
に
堀
内
武
雄
氏
、
松
原
洋
子
氏

の
論
考
が
あ
目
、
昭
和
五

O
年
ま
で
の
中
学
・
高
等
学
校
教
科
書
に
お
い
て
、
『
平
家
物
語
』
の
ど
の
場
面
が
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
き
た
の
か
が
わ
か
る
。
両
氏
の
論
考
に
よ
れ
ば
、
「
忠
度
都
落
」
は
、
戦
前
戦
後
を
通
し
て
よ
く
採
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け

戦
後
に
お
い
て
そ
の
採
用
数
が
急
増
し
、
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
て
中
学
校
教
科
書
か
ら
高
等
学
校
教
科
書
へ
と
そ
の
採
択
が
移
行
し
て
き
て

い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
戦
前
に
お
い
て
は
、
好
情
的
な
側
面
を
持
つ
典
型
的
な
場
面
と
し
て
親
し
ま
れ
、
明
治
三
九
年
(
一
九
O
六
)

で
は
「
敦
盛
と
忠
度
」
(
後
に
「
青
葉
の
笛
」
と
改
題
)
と
い
う
題
名
で
、
「
敦
盛
最
期
」
と
並
び
「
忠
度
都
落
」

「
忠
度
最
期
」
が
唱
歌
に
取
り
入
れ
ら
れ
が

)
O明
治
後
期
の
小
学
生
に
と
っ
て
、
軍
談
や
平
家
琵
琶
、
物
語
唱
歌
は
、
歴
史
教
育
入
門
の
意

味
を
持
っ
て
い
問
。
先
に
挙
げ
た
山
田
孝
雄
の
序
説
に
あ
る
よ
う
に
、
忠
度
を
含
む
平
家
一
門
を
「
文
弱
」
と
す
る
考
え
は
依
然
と
し
て
あ

る
に
せ
よ
)
、
中
学
校
教
材
と
し
て
の
「
忠
度
都
落
」
は
、
教
師
、
学
習
者
双
方
に
と
っ
て
親
し
み
ゃ
す
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
忠
度
都
落
」

刊
の
「
尋
常
小
学
唱
歌
』

は
美
し
い
師
弟
愛
の
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
し
、
日
露
戦
争
以
後
の
戦
没
者
と
重
ね
合
わ
せ
て
、
鎮
魂
の
物
語
と
し
て

語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
時
代
の
要
請
に
よ
り
、
「
忠
度
都
落
」
は
、

い
か
よ
う
に
も
教
え
る
こ
と
が
で

き
る
便
利
な
教
材
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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敗
戦
後
に
お
い
て
も
、
『
平
家
物
語
』
は
無
常
と
い
う
テ
I

マ
に
中
心
を
置
く
、
悲
劇
な
い
し
喪
失
の
物
語
と
し
て
読
み
継
が
れ
る
。
「
祇

国
精
舎
」
が
教
材
と
し
て
急
浮
上
し
、
現
在
で
は
こ
の
部
分
が
『
平
家
物
語
』
中
、
「
木
曾
の
最
期
」
に
次
い
で
多
く
採
択
さ
れ
る
箇
所
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
中
で
「
忠
度
都
落
」
は
依
然
と
し
て
教
科
書
の
中
に
と
ど
ま
り
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
死
を
引
き

受
け
さ
せ
ら
れ
た
者
と
そ
れ
を
見
送
る
者
と
の
、
最
終
的
な
交
流
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、
敗
戦
直
後
の
時
代
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
教
材
と

し
て
引
き
継
が
れ
、
現
在
で
も
「
平
家
物
語
』
は
無
常
の
文
学
と
い
う
価
値
観
を
植
え
付
け
る
教
材
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
忠
度
都
落
」
が
戦
後
も
教
科
書
に
採
録
さ
れ
続
け
た
の
に
は
も
う
一
つ
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
後
の
古
典
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
平
安

期
の
文
法
を
基
盤
と
し
、
扱
う
教
材
も
「
竹
取
物
語
』
『
伊
勢
物
語
』
『
枕
草
子
』
「
源
氏
物
語
』
な
ど
の
平
安
文
学
が
中
核
に
据
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
関
連
す
る
。
戦
後
に
お
い
て
、
平
安
期
は
天
皇
を
中
心
と
し
た
我
が
国
独
自
の
貴
族
文
学
が
花
開
い
た
時
期
と
認
識

す
る
の
で
は
な
く
、
敗
戦
に
よ
る
価
値
観
の
一
大
転
換
期
の
中
で
、
武
士
の
時
代
が
到
来
す
る
以
前
の
平
和
な
時
代
と
し
て
認
識
す
る
よ
う

に
な
っ
的
。
戦
後
の
国
語
教
科
書
は
、
先
述
し
た
日
露
戦
争
以
後
の
動
向
と
同
様
、
平
安
期
及
び
平
安
文
学
を
志
向
し
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
の
内
実
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
忠
度
都
落
」
は
『
平
家
物
語
』

の
中
に
あ
っ
て
、
戦
乱
を
直
接
に
扱
わ
ず
、
歌
道
執
、
札
な
い
し
は
風
流
に
心
を
寄
せ
る
人
腕
の
物
語
で

あ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
忠
度
の
貴
族
的
な
行
為
は
、
平
安
期
の
平
和
的
な
テ
ク
ス
ト
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
『
平

家
物
語
』
を
代
表
す
る
名
場
面
と
し
て
、
教
科
書
の
中
で
生
き
延
び
た
の
で
あ
っ
た
。
採
録
数
か
ら
言
え
ば
「
木
曾
の
最
期
」
に
水
を
あ
け

ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
適
度
な
長
き
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
実
際
に
教
材
と
し
て
使
わ
れ
る
割
合
は
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
「
忠
度
都
落
」
の
内
容
面
か
ら
の
考
察
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
外
部
か
ら
の
視
点
、
す
な
わ
ち
戦
後
に
お
け
る

新
制
高
等
学
校
国
語
教
科
書
の
置
か
れ
た
状
況
と
い
う
観
点
か
ら
「
忠
度
都
落
」
を
考
察
す
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
学
習
指
導
要
領
と
教
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科
内
容
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
昭
和
三
二
年
度
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
よ
り
、
現
代
文
と
古
典
と
に
科
目
が
分
か
れ
、
教
科
書
が
分
冊

に
な
っ
た
こ
と
で
、
採
択
教
材
数
が
増
加
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
教
師
は
多
く
の
教
材
か
ら
指
導
す
る
教
材
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
後
昭
和
四
五
年
度
の
改
訂
に
お
い
て
、
古
典
の
必
修
単
位
減
少
に
伴
い
、
採
択
教
材
が
大
き
く
減
少
し
た
結
果
、
作
品
が
精

選
さ
れ
、
固
定
化
し
た
。
そ
の
一
方
、
教
師
自
身
の
多
忙
化
が
加
速
し
、
十
分
に
教
材
研
究
を
す
る
時
聞
が
取
れ
な
く
な
る
と
、
新
し
い
古

典
教
材
を
収
録
し
た
教
科
書
は
敬
遠
さ
れ
、
定
番
教
材
を
漏
ら
さ
ず
掲
載
し
た
教
科
書
が
求
め
ら
れ
る
。
教
科
書
会
社
も
、
自
社
の
教
科
書

を
採
用
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
あ
ま
り
新
奇
な
古
典
教
材
を
掲
載
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。
他
社
と
の
蛾
烈
な
競
合
に
加
え
、
少

子
化
の
影
響
な
ど
も
あ
り
、
最
大
四
三
社
あ
っ
た
高
等
学
校
国
語
教
科
書
発
行
者
(
教
科
書
会
社
)
は
、
撤
退
や
統
合
を
経
て
現
在
で
は

一
二
社
ま
で
減
少
す
る
。
ま
た
、
平
成
一
0
年
度
の
改
訂
に
よ
り
、
教
材
が
更
に
精
選
さ
れ
、
高
等
学
校
で
古
典
を
学
ば
ず
に
卒
業
す
る
こ

と
も
可
能
に
な
っ
た
。
大
学
受
験
に
お
い
て
は
、
古
典
を
入
試
科
目
と
し
て
課
さ
な
い
大
学
の
増
加
に
伴
い
、
上
位
校
を
除
け
ば
、
高
等
学

校
に
お
け
る
古
典
指
導
の
重
要
性
も
著
し
く
低
下
し
た
。
こ
れ
ら
の
外
部
的
要
因
も
あ
り
、
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
「
忠
度
都
落
」
は
「
祇

園
精
舎
」
「
木
曾
の
最
期
」
と
並
ぶ
、
無
常
観
を
教
え
る
定
番
教
材
と
し
て
、
現
在
ま
す
ま
す
定
番
化
、
固
定
化
し
て
き
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
忠
度
都
落
」
を
ど
う
読
む
か

戦
後
の
『
平
家
物
語
』
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
松
尾
葦
江
氏
は
、
「
平
家
物
語
ほ
ど
、
研
究
の
最
前
線
の
成
果
が
、

教
育
現
場
や
一
般
読
者
の
利
益
に
供
さ
れ
て
い
な
い
、
ど
こ
ろ
か
、
足
棚
に
す
ら
な
っ
て
い
る
よ
う
な
古
典
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
述

べ
て
い
る
。
松
尾
氏
は
そ
の
原
因
を
、
研
究
者
が
、
誰
に
で
も
分
か
る
、
誰
を
も
ひ
き
つ
け
る
平
家
物
語
論
を
書
い
て
い
な
い
こ
と
と
す
る
。

一
方
、
教
育
現
場
か
ら
の
実
践
報
告
に
目
を
向
け
れ
ば
、
『
平
家
物
語
』
を
語
り
物
文
芸
と
し
て
と
ら
え
、
朗
読
・
群
読
(
複
数
の
読
み
手
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に
よ
る
朗
読
)
を
通
し
て
そ
の
リ
ズ
ム
や
文
体
の
楽
し
さ
を
教
え
る
教
材
と
み
な
す
も
の
が
少
な
く
な
円
。
松
原
洋
子
氏
も
、
戦
前
の
「
体

制
を
擁
護
し
、
体
制
の
思
想
を
あ
ま
ね
く
広
め
る
た
め
の
」
古
典
教
育
へ
の
反
省
を
こ
め
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
古
典
の
姿
(
古
典
の
持
つ
本

質
)
を
伝
え
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
朗
読
・
暗
唱
を
重
視
し
て
い
か

)
Oこ
れ
ら
は
、
音
読
、
朗
読
、
暗
唱
を
通
じ
て
古
典
の
調
子
を
味
わ

う
と
い
う
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
た
指
導
方
法
で
あ
る
。

元
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
堀
越
む
つ
子
氏
は
、
中
学
時
代
、
国
語
の
授
業
中
に
指
名
さ
れ
て
「
忠
度
都
落
」
を
朗
読
す
る
と
、
聞
い
て
い
た
先

生
が
一
保
を
流
し
た
と
い
う
。
堀
越
氏
は
、
読
む
こ
と
で
人
に
感
動
し
て
も
ら
え
る
こ
と
に
気
付
き
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の

道
に
進
も
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
声
の
力
を
示
す
端
的
な
例
だ
が
、
確
か
に
朗
読
に
は
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ

た
心
理
や
美
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
が
教
育
現
場
に
は
根
強
い
。
「
平
家
物
語
』
は
朗
読
に
適
し
た
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
松
尾
氏
も
覚
一
本
を
「
語
り
の
効
果
を
、
読
み
に
よ
っ
て
も
再
現
で
き
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
本
文
」
と
し
、
「
語

り
の
文
学
」
を
読
む
に
は
最
も
ふ
さ
わ
し
い
テ
ク
ス
ト
と
す
れ
向
。
と
り
わ
け
「
忠
度
都
落
」
は
、
忠
度
自
身
が
漢
詩
の
一
節
を
朗
詠
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
『
平
家
物
語
』
中
、
こ
れ
ほ
ど
朗
読
に
ふ
さ
わ
し
い
場
面
は
な
い
。

し
か
し
、
近
年
朗
読
・
群
読
に
対
し
て
違
和
感
や
危
険
性
を
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
須
藤
敬
氏
は
、

中
世
の
語
り
の
様
相
を
考
慮
せ
ず
に
群
読
を
行
う
こ
と
に
対
し
て
違
和
感
を
抱
話
、
大
津
雄
一
氏
は
群
読
で
得
ら
れ
る
と
い
う
「
原
初
的
で

根
元
的
な
感
動
」
の
内
実
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
三
一
日
霊
信
仰
」
と
で
も
い
う
べ
き
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
イ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
の
も
と
に
、
生
徒
た
ち
に
朗
読
を
強
い
る
こ
と
に
違
和
感
を
抱
き
、
出
会
う
べ
き
本
質
が
「
国
民
精
神
」
や
「
武
士
道
」
や
「
日
本
国

い
つ
置
き
換
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
危
倶
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
懸
念
は
、
語
り
物
文
芸
と

民
の
優
秀
さ
」
な
ど
と
い
う
も
の
に
、

し
て
の
『
平
家
物
語
』
が
、
教
育
現
場
に
お
い
て
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
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「
忠
度
都
落
」
に
関
し
て
は
、
現
在
ま
で
数
多
く
の
研
究
論
文
が
存
在
す
る
が
)
、
こ
れ
ら
の
成
果
が
教
科
書
で
は
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
覚
一
本
以
外
の
諸
本
と
の
本
文
比
較
の
成
果
で
あ
る
。
「
忠
度
都
落
」
は
本
文
の
異

同
が
多
く
、
語
り
本
系
と
読
み
本
系
と
の
比
較
を
通
し
て
、
覚
一
本
の
位
置
づ
け
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
と
い
え
る
。
延
慶
本
、

四
部
合
戦
状
本
の
注
釈
書
も
刊
行
さ
れ
始
め
た
現
在
、
「
忠
度
都
落
」
を
諸
本
と
比
較
し
な
が
ら
読
む
こ
と
に
よ
り
、
『
平
家
物
語
』
が
流
動

体
と
し
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
四
百
年
に
わ
た
っ
て
保
ち
続
け
た
壮
大
な
文
学
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
『
平
家
物
語
』
に
は
異
本

が
多
い
と
い
う
紋
切
り
型
の
説
明
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
様
相
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
で
、
『
平
家
物
語
』
の
理
解
は
深
ま
る
で

あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

軍
記
物
語
の
中
で
、
『
平
家
物
語
』
は
そ
の
多
様
性
に
よ
り
受
け
止
め
方
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
な
が
ら
も
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
現
在

ま
で
教
科
書
に
採
録
さ
れ
続
け
て
き
た
。
と
り
わ
け
「
忠
度
都
落
」
は
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
柔
軟
に
読
み
替
え
可
能
な
教
材
で
あ
り
、

内
部
的
、
外
部
的
要
因
に
よ
り
現
在
ま
す
ま
す
定
番
化
し
て
き
で
い
る
。
教
科
書
は
、
時
間
的
制
約
に
よ
り
古
典
テ
ク
ス
ト
の
一
部
分
し
か

提
示
で
き
な
い
た
め
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
を
通
し
て
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
く
こ
と
に
は
当
然
な
が
ら
限
界
が
あ
か

)
O教
え
る
側
が
、
一
ア

ク
ス
ト
全
体
に
日
を
通
し
て
お
く
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
教
材
と
い
う
形
で
提
示
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
一
部
分
を
通
し
て
、
学
習
者
が
そ
の

テ
ク
ス
ト
の
全
体
像
に
関
心
を
向
け
る
よ
う
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
研
究
者
の
側
で
も
、
最
新
の
研
究
成
果
を
一
般
向
け
に
わ

か
り
や
す
く
提
示
す
る
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
学
研
究
が
そ
の
存
在
意
義
を
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
現
在
、
自
ら
の
研
究

基
盤
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
も
喫
緊
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

(299) -298-



、
平
占

号
『
ロ(

1
)
 
以
下
、
こ
の
章
の
記
述
は
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
旧
制
中
等
学
校
教
科
内
容
の
変
遷
』
ぎ
ょ
う
せ
い
昭
卸
・3
及
び
鈴
木
登
美
「
ジ
ャ

ン
ル
・
ジ
ェ
ン
ダ

i

・
文
学
史
記
述
|
「
女
流
日
記
文
学
」
の
構
築
を
中
心
に
」
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
パ
イ
ア
ロ
ッ
ク
「
国
民
的
叙
事
詩
の
発

見
i

近
代
の
古
典
と
し
て
の
『
平
家
物
語
亡
、
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
歴
史
的
変
遷
と
競
合
す
る
カ
ノ
ン
」
(
ハ
ル
オ
・
シ
ラ

ネ
・
鈴
木
登
美
編
『
創
造
さ
れ
た
古
典
|
カ
ノ
ン
形
成
・
国
民
国
家
・
日
本
文
学

l

』
新
曜
社
平
日
・

4
)
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

(
2
)
『
芳
賀
矢
一
選
集
』
第
二
巻
国
文
学
史
編
園
皐
院
大
皐
昭
見
・

9

所
収
。

(
3
)明
治
期
の
中
学
校
教
科
書
に
お
い
て
、
『
源
平
盛
衰
記
』
は
『
平
家
物
語
』
よ
り
も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
テ
ク
ス
ト
の
整
理
と
校
訂

が
進
め
ら
れ
る
に
従
い
、
大
正
期
以
降
激
減
し
、
戦
後
は
姿
を
消
し
て
い
る
。
そ
の
様
相
に
つ
い
て
は
田
坂
文
穂
『
旧
制
中
等
学
校
国
語
科

教
科
書
内
容
索
引
』
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
昭
卸
・

2

、
及
び
阿
武
和
泉
『
教
科
書
掲
載
作
品
1
3
0
0
0

』
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
平

初
・
4

を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、
後
者
は
古
典
一
ア
ク
ス
ト
の
ど
の
部
分
が
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
く
、

調
査
と
し
て
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

(
4
)
『
太
平
記
』
に
関
し
て
は
、
中
村
格
「
教
材
と
し
て
の
太
平
記
(
そ
の
こ
|
天
皇
制
教
育
へ
の
形
象
化
|
」
(
『
日
本
文
学
』
第
二
二
号
昭

幻
・
1
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
5
)
秋
山
鹿
校
注
「
国
文
学
全
史
平
安
朝
篇

1
、

2

』
(
東
洋
文
庫
)
平
凡
社
昭
“
・
口
、
昭
特
・
2

所
収
。
講
談
社
学
術
文
庫
に
も
所
収
。

(
6
)註

(
1
)鈴
木
氏
前
掲
論
文
第
2

章
「
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
平
安
文
学
の
位
置
」

(
7
)
山
田
孝
雄
『
平
家
物
語
』
上
巻
岩
波
書
店
昭

4

・
3

三
四
頁
。
引
用
に
際
し
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。

(
8
)
山
下
宏
明
「
平
家
物
語
の
持
情
的
側
面
を
め
ぐ
っ
て
」
(
「
軍
記
物
語
と
語
り
物
文
芸
』
塙
書
房
昭
幻
・9
)

(
9
)註

(
1
)デ
イ
ヴ
イ
ツ
ド
・
バ
イ
ア
ロ
ッ
ク
氏
前
掲
論
文
第
2

章
「
『
平
家
物
語
』
を
読
むl
美
学
か
ら
倫
理
へ
」

(
叩
)
と
は
い
え
、
完
全
に
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
註(
3
)阿
武
氏
前
掲
書
八
O
八
頁
で
確
認
で
き
る
。

(
日
)
堀
内
武
雄
「
教
材
と
し
て
の
平
家
物
語
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
三
巻
第
一
O
号
昭
お
・

9

、
松
原
洋
子
「
教
材
と
し
て

の
平
家
物
語
」
(
『
中
世
文
学
論
叢
』
第
四
号
昭
%
・7
)
た
だ
、
松
原
氏
は
こ
の
論
考
に
お
い
て
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
旧
制
中
学

校
の
教
科
書
を
十
分
調
査
し
て
い
な
い
た
め
、
訂
正
す
べ
き
点
も
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
松
原
氏
は
「
祇
園
精
舎
」
を
「
戦
前
に
は
全

く
な
か
っ
た
も
の
が
戦
後
に
な
っ
て
出
現
し
た
も
の
」
と
さ
れ
る
が
、
実
際
は
大
正
一
五
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
高
等
女
学
校
教
科
書
『
新

-299-(298) 



編
女
子
国
文
』
(
修
文
館
)
が
そ
の
塙
矢
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
深
く
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
教
科
書
数
が
増
え
れ
ば
当
然
特
定
の

教
材
の
出
現
数
も
増
え
る
の
で
、
採
用
教
材
の
推
移
を
考
察
す
る
際
は
、
全
体
数
か
ら
の
割
合
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
各

教
科
書
の
市
場
占
有
率
に
つ
い
て
も
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
本
文
の
長
さ
の
関
係
で
実

際
の
授
業
で
は
使
わ
れ
な
い
も
の
も
多
い
と
い
う
点
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

(
ロ
)
第
四
学
年
上
巻
所
収
。
「
更
く
る
夜
半
に
門
を
敵
き
わ
が
師
に
託
せ
し
言
の
葉
あ
わ
れ
今
わ
の
際
ま
で
持
ち
し
簸
に
残
れ
る
は
「
花
や

今
宵
」
の
歌
」
が
忠
度
の
こ
と
を
歌
う
歌
調
で
あ
る
。

(
日
)
小
川
和
佑
『
唱
歌
・
賛
美
歌
・
軍
歌
の
始
源
』
ア
l

ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ
平
打

-
m

一
五
九
j
一
六
一
頁

(
叫
)
忠
度
の
行
為
を
否
定
的
に
と
ら
え
る
見
方
は
、
早
く
も
江
戸
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
平
家
物
語
評
判
秘
伝
抄
』
に
あ
り
、
そ
こ
で
忠
度
は
「
愚

将
」
と
し
て
酷
評
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
小
松
茂
人
「
『
平
家
物
誌
巴
享
受
の
歴
史
」
(
『
中
世
軍
記
物
の
研
究
』
桜
楓
杜
昭

幻
・
1
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
松
原
氏
が
調
査
を
行
っ
た
昭
和
五
O
年
ま
で
の
時
点
で
は
、
「
祇
園
精
舎
」
「
木
曾
の
最
期
」
「
忠
度
都
落
」
の
順
で
あ
っ
た
。
教
材
と
し
て
の

「
木
曾
の
最
期
」
に
つ
い
て
は
、
田
中
貴
子
『
検
定
絶
対
不
合
格
教
科
書
古
文
』
朝
日
出
版
社
平

ω
・
3

に
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

思
う
に
、
現
在
の
国
語
教
科
書
に
、
戦
前
に
は
よ
く
見
ら
れ
た
忠
度
の
最
期
を
描
い
た
「
故
郷
の
花
」
が
見
当
た
ら
な
い
の
は
、
「
木
曾
の
最

期
」
や
「
能
登
殿
の
最
期
」
に
そ
の
役
割
を
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

(
凶
)
中
村
文
「
「
平
家
物
語
」
と
和
歌
|
平
家
都
落
の
諸
段
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
山
下
宏
明
編
『
平
家
物
語
受
容
と
変
容
』
あ
な
た
が
読
む
平
家

物
語
4

有
精
堂
平

5
-
m
)

(
打
)
田
中
氏
は
注
(
日
)
前
掲
書
一
九
頁
に
お
い
て
、
教
科
書
の
指
導
書
は
依
然
と
し
て
『
平
家
物
語
』
を
無
常
観
の
文
学
と
す
る
、
石
母
田
正

以
来
の
旧
説
を
出
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
た
だ
、
大
津
雄
一
氏
は
石
母
田
の
論
を
、
新
し
さ
を
装
っ
た
古
い
明
治
の
ロ
マ
ン
主
義
の

言
葉
で
あ
っ
た
と
す
る
(
戦
時
下
の
『
平
家
物
語
』
(
『
国
語
と
国
文
学
』
第
八
五
巻
第
十
一
号
平
加
・
日
)
)
。

(
問
)
註
(
1
)ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
氏
前
掲
論
文
第
5

章
「
戦
後
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
カ
ノ
ン
の
非
軍
事
化
」

(
ゆ
)
砂
川
博
「
覚
一
本
平
家
物
語
の
文
芸
性
|
忠
度
都
落
を
読
む
|
」
(
『
平
家
物
語
新
考
』
東
京
美
術
昭
幻
・
ロ
)

(
却
)
註
(
凶
)
中
村
氏
前
掲
論
文

(
幻
)
松
尾
葦
江
「
『
平
家
物
語
』
研
究
の
ゆ
く
て
」
(
『
平
家
物
語
が
わ
か
る
。
』
朝
日
新
聞
社

(297) -300-

平
9

・
日
)



(
勾
)
渡
辺
春
美
「
中
学
校
に
お
け
る
『
平
家
物
語
』
の
学
習
指
導
」
(
『
戦
後
に
お
け
る
中
学
校
古
典
学
習
指
導
の
研
究
』
渓
水
社

の
中
で
渡
辺
氏
は
「
忠
度
都
落
」
を
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
放
送
劇
と
す
る
実
践
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

(
お
)
註
(
日
)
松
原
氏
前
掲
論
文

(
μ
)日
本
経
済
新
聞
平
打
・

9

・
お
夕
刊
。
こ
れ
は
昭
和
三0
年
代
後
半
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

(
お
)
註
(
幻
)
松
尾
氏
前
掲
論
文

(
お
)
須
藤
敬
「
学
校
現
場
で
次
世
代
の
平
家
物
語
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
四
七
巻
第
一
二
号
平
u
-
m
)

(
幻
)
大
津
雄
一
「
何
の
た
め
に
|
『
平
家
物
証
巴
群
読
の
危
う
さ
」
(
大
津
雄
一
・
金
井
景
子
編
『
声
の
力
と
国
語
教
育
』
学
文
社
平
問
・

3
)

(
お
)
註8
山
下
、
註
凶
中
村
、
註
円
砂
川
氏
前
掲
論
文
の
他
に
、
伊
藤
富
雄
「
平
家
物
語
忠
度
都
落
の
条
か
ら
|
た
だ
一
身
の
歎
と
存
候
|
」
(
『
国

文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
九
巻
第
一
五
号
昭
労
・
ロ
)
、
信
田
周
「
平
家
物
語
に
お
け
る
和
歌
的
情
緒
に
つ
い
て
|
巻
七
「
忠
度
都
落
」

を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
東
京
教
育
大
学
中
世
文
学
談
話
会
『
峯
村
文
人
先
生
退
官
記
念
論
集
和
歌
と
中
世
文
学
』
昭
匁
・
3
)、
川
田
正
美
「
『
平

家
物
語
』
に
お
け
る
芸
術
談
i

忠
度
・
経
正
・
敦
盛
ら
を
中
心
に
|
」
(
「
日
本
文
学
誌
要
』
第
三
七
号
昭
匁
・
7
)、
長
谷
川
隆
三
平
家
物
語
』

に
お
け
る
平
忠
度
像
」
(
『
高
松
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
第
一
八
号
昭
幻
・3
)、
谷
山
茂
「
千
載
和
歌
集
の
成
立
と
そ
の
時
代
的

背
景
」
(
『
谷
山
茂
著
作
集
三
』
角
川
書
店
昭
幻
・
ロ
)
、
小
野
美
典
「
平
家
物
語
「
忠
度
都
落
」
考l
四
部
本
・
延
慶
本
・
覚
一
本
の
表

現
か
ら
1

」
(
『
山
口
国
文
』
第
一O
号
昭
臼
・

3
)、
佐
々
木
巧
一
「
「
平
家
物
語
」
の
好
情
的
展
開
ー
そ
の
二
「
忠
度
都
落
」
の
章
|
」
(
『
野

洲
国
文
学
』
第
五
一
号
平

5

・
3

、
服
部
桂
子
「
平
忠
度
論
l

文
の
人
・
武
の
人
の
造
型
l

」
(
『
日
本
文
化
研
究
』
第
七
号
平
7

・

3
)、

深
津
邦
弘
「
教
材
研
究
忠
度
都
落
「
情
も
す
ぐ
れ
て
ふ
か
う
:
・
」
|
『
平
家
物
語
』
巻
第
七
|
」
(
『
武
蔵
野
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
第

三
号
平

u
・

3
)
等
が
あ
る
。

(
忽
)
延
慶
本
に
つ
い
て
は
延
慶
本
注
釈
の
会
『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
』
が
汲
古
書
院
よ
り
、
四
部
合
戦
状
本
は
早
川
厚
一
・
佐
伯
真
一
・
生

形
貴
重
『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
全
釈
』
が
順
次
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
管
見
の
限
り
で
は
「
忠
度
都
落
」
の
内
容
が
諸
本
に
よ
っ

て
大
き
く
異
な
る
点
を
一
般
向
け
に
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
千
明
守
『
平
家
物
語
が
面
白
い
ほ
ど
わ
か
る
本
』
中
経
出
版
平
凶

-
m

二
一
二
1

一
二
八
頁
が
あ
る
。

(
却
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
鈴
木
健
一
『
知
っ
て
る
古
文
の
知
ら
な
い
魅
力
』
講
談
社
平
時
・

5

三
四
頁
に
言
及
が
あ
る
。
本
書
も
そ
の
書

名
か
ら
推
測
す
る
に
、
註
(
日
)
田
中
氏
前
掲
書
と
同
様
、
文
学
研
究
と
教
育
現
場
と
の
話
離
を
埋
め
る
べ
く
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

平
印
・
3
)
こ

-301-(296) 


