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『
大
鏡
』
道
真
VS
時
平

６

大
鏡
で
は
時
平
伝
の
中
に
含
ま
れ

る
道
真
の
記
事
に
は
十
首
も
の
詩
歌

が
引
か
れ
て
い
て
、
そ
の
詩
文
の
才

が
特
筆
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
ま
す

が
、
道
真
最
大
の
功
績
と
言
え
ば
教

科
書
に
も
載
る
遣
唐
使
廃
止
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
大
鏡
は
意
図
あ
っ
て

か
ど
う
か
、
そ
う
し
た
道
真
の
政
治

的
側
面
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ま
せ
ん
。

道
真
は
文
章
博
士
（
律
令
制
大
学
文

章
科
の
学
長
）
出
身
な
が
ら
宇
多
の

抜
擢
で
政
権
に
入
り
ま
す
。
親
政
を

目
指
す
宇
多
の
政
策
参
謀
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

8
9
4
年
、
道
真
は
遣
唐
大
使
に

任
命
さ
れ
ま
す
が
、
遣
唐
使
派
遣
の

中
止
を
建
議
し
ま
す
。
中
止
理
由
は
、

一
般
に
は
唐
の
疲
弊
、
航
路
の
危
険

性
、
盗
賊
の
難
、
経
費
削
減
等
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
『
諸
令
諸
公
卿
議

定
遣
唐
使
進
止
状
』
（
菅
家
文
草
）

で
は
、
そ
れ
ら
理
由
の
後
に
、
こ
の

建
議
は
「
国
の
大
事
に
し
て
独
り
身

の
為
な
ら
ず
」
と
道
真
は
述
べ
て
い

ま
す
。

大
使
任
命
に
は
、
道
真
を
外
国
へ

追
い
遣
ろ
う
と
の
抵
抗
勢
力
の
陰
謀

説
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
「
独
り
身
の

為
」
に
は
自
分
が
行
く
の
が
嫌
だ
か

ら
で
は
な
い
と
の
弁
解
の
よ
う
に
も

取
れ
ま
す
が
、
「
国
の
大
事
」
が
裁

可
さ
れ
た
か
、
と
も
か
く
派
遣
中
止
。

そ
の
後
も
再
開
な
く
、
結
果
的
に
道

真
が
廃
止
さ
せ
た
形
と
な
っ
た
訳
で

す
。

遣
唐
使
派
遣
は
34
代
舒
明
の
6
3
0

年
か
ら
16
回
実
施
。
目
的
は
文
化
、

制
度
の
輸
入
、
日
本
の
国
際
的
地
位

を
図
る
た
め
で
す
が
、
8
世
紀
に
は

「
20
年
に
一
貢
」
と
約
さ
れ
た
、
そ

の
実
態
は
「
朝
貢
使
」
で
す
。

当
時
、
唐
は
6
1
8
年
の
建
国
以
来

約
3
0
0
年
。
律
令
、
均
田
、
租
庸

調
、
府
兵
制
等
を
具
備
し
た
堅
固
な

中
央
集
権
国
家
も
、
安
氏
の
乱
（
7

5
5
～
7
6
3
）
、
黄
巣
の
乱
（
8

7
5
）
で
地
方
分
権
化
が
進
行
し
、

凋
弊
の
一
途
。
民
間
交
易
商
の
往
来

で
文
物
移
入
も
盛
ん
に
な
り
、
道
真

も
在
唐
の
僧
か
ら
情
報
を
入
手
で
き

る
状
況
で
し
た
。

40
代
天
武
を
始
め
、
歴
代
天
皇
が

崇
敬
模
倣
し
た
超
大
国
の
ま
さ
か
の

崩
壊
。
問
題
は
そ
の
倒
れ
方
で
す
。

中
国
の
王
権
交
代
は
前
朝
全
否
定
の

上
に
新
朝
が
樹
立
さ
れ
る
、
讖
緯
説

に
基
づ
く
易
姓
革
命
で
す
。
後
に
辛

酉
改
元
を
勘
申
す
る
こ
と
に
な
る
三

浦
清
行
を
凌
ぐ
当
代
一
の
学
者
道
真

が
、
大
陸
で
起
こ
り
つ
つ
あ
る
こ
と

の
真
の
意
味
を
把
握
し
て
な
か
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

3
0
0
年
も
続
く
盤
石
の
王
朝
も

天
命
の
下
に
倒
さ
れ
る
。
日
本
に
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
易
姓
革
命
が
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
進
行
し
て
い
る
、
こ
ん
な

情
報
は
入
っ
て
く
る
だ
け
で
も
危
険

で
す
。
こ
の
際
、
国
交
遮
断
こ
そ
が

国
益
で
は
な
い
の
か
。
「
国
の
大
事
」

と
は
、
航
路
が
危
険
と
か
の
レ
ベ
ル

で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
王
権
存
続
の

危
機
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

道
真
左
遷
後
の
9
0
1
年
、
醍
醐

は
社
会
変
革
を
事
前
阻
止
す
べ
く
最

初
の
辛
酉
改
元
を
発
し
ま
す
。
そ
し

て
9
0
7
年
唐
滅
亡
。
宇
多
と
醍
醐

は
道
真
亡
き
後
の
こ
の
歴
史
の
大
震

撼
を
、
そ
ん
な
の
関
係
な
い
、
と
ば

か
り
余
裕
で
乗
り
切
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。

良
か
っ
た
！
遣
唐
使
中
止
し
て
て
！

中
止
建
議
が
唐
滅
亡
の
巻
添
え
を

食
わ
な
い
た
め
の
深
謀
遠
慮
だ
っ
た

と
し
た
ら
。
誠
に
有
能
な
官
吏
を
醍

醐
は
デ
リ
ー
ト
し
た
も
の
で
す
。

み
し
ま
古
典
を
読
む
会

高
月
フ
ミ
コ

コ
ロ
ナ
巣
ご
も
り
読
書

With

郷
土
の
文
学
碑
（
20
）

太
宰
の
文
学
に
み
る
三
島
の
情
景

太
宰
治
の
著
作
の
「
老
（
ア
ル
ト
）

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
」
に
は
三
島
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
題
名
の
「
老
（
ア

ル
ト
）
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
」
と
い
う

の
は
、
古
き
（
良
き
）
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ク
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
は
ド
イ

ツ
の
マ
イ
ア
ー
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
の
演

劇
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
す
。
古
き

良
き
都
市
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
な
ぞ

ら
え
て
、
伊
豆
半
島
は
三
島
の
魅
力

を
、
太
宰
治
は
描
き
だ
し
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
ん
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

…
…
三
島
に
は
、
有
名
な
三
島
大
社

が
あ
り
ま
す
。
年
に
一
度
の
お
祭
り

は
、
次
第
に
近
づ
い
て
参
り
ま
し
た
。

佐
吉
さ
ん
の
店
先
に
集
っ
て
来
る
若

者
達
も
、
そ
れ
ぞ
れ
お
祭
の
役
員
で

あ
っ
て
、
様
々
の
計
画
を
は
し
ゃ
い

で
相
談
し
合
っ
て
居
り
ま
し
た
。
踊

り
屋
台
、
手
古
舞
、
山
車
、
花
火
、

三
島
の
花
火
は
昔
か
ら
の
伝
統
の
あ

る
も
の
ら
し
く
、
水
花
火
と
と
い
う

の
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
大
社
の
池
の

真
中
で
仕
掛
花
火
を
行
い
、
そ
の
花

火
が
池
面
に
映
り
、
花
火
が
も
く
も

く
池
の
底
か
ら
湧
い
て
出
る
よ
う
に

見
え
る
趣
向
に
な
っ
て
居
る
そ
う
で

あ
り
ま
す
。
凡
そ
百
種
く
ら
い
の
仕

掛
花
火
の
名
称
が
順
序
を
追
う
て
記

さ
れ
て
あ
る
大
き
い
番
付
が
、
各
家

毎
に
配
布
さ
れ
て
、
日
一
日
と
お
祭

気
分
が
、
寂
れ
た
街
の
隅
々
ま
で
、

へ
ん
に
悲
し
く
と
き
め
き
浮
き
立
た

せ
て
居
り
ま
し
た
…
…

今
で
は
仕
掛
花
火
は
行
わ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
勇
壮
な
手
筒
花
火
が
目

を
引
き
ま
す
。
70
年
ほ
ど
前
の
昭
和

20
年
代
に
は
大
社
の
池
の
周
り
で
仕

掛
花
火
や
金
魚
花
火
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
行
わ
れ
、
打
ち
上
げ
花
火
が
市

内
の
各
所
か
ら
打
ち
上
げ
ら
れ
て
賑

や
か
な
も
の
で
し
た
。
特
に
昼
間
の

打
ち
上
げ
花
火
（
も
ち
ろ
ん
音
だ
け
）

で
は
打
ち
上
げ
ら
れ
た
花
火
玉
が
二

つ
に
割
れ
、
子
ど
も
た
ち
は
落
ち
た

も
の
を
争
っ
て
拾
っ
た
記
憶
が
有
り

ま
す
。
混
雑
し
て
居
る
大
社
の
境
内

で
仕
掛
花
火
が
行
わ
れ
て
事
故
が
な

か
っ
た
の
が
不
思
議
で
す
。
打
ち
上

げ
花
火
も
大
社
の
駐
車
場
か
ら
河
原
ヶ

谷
や
長
伏
と
場
所
を
変
え
、
十
数
年

前
ま
で
は
継
続
し
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
今
で
は
人
混
み
で
の
打
ち
上
げ

花
火
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
三

嶋
大
社
の
お
祭
り
で
は
打
ち
上
げ
花

火
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

（
続
く
）

太
宰

治

②

Ⅱ

父
の
少
年
時
代

（
前
号
か
ら
の
続
き
）

こ
れ
ら
の
諸
先
生
に
よ
っ
て
大

部
分
の
授
業
が
英
語
で
行
わ
れ
た

こ
と
は
、
こ
の
学
院
の

特
徴
だ
っ
た
が
、
更
に

そ
の
建
学
の
精
神
か
ら

宗
教
々
育
が
中
心
に
お

か
れ
て
い
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

ま
ず
毎
朝
（
日
・
土

を
除
く
）
の
授
業
に
先

立
っ
て
全
校
礼
拝
が
サ

ン
ダ
ム
館
講
堂
で
行
わ

れ
た
。
そ
れ
か
ら
聖
書

の
授
業
は
予
科
一
年
級

か
ら
本
科
一
年
級
ま
で

が
新
約
の
福
音
書
、
本

科
二
年
級
が
使
徒
行
伝
、

三
年
級
が
旧
約
歴
史
と

予
言
書
、
四
年
級
が
新

約
使
徒
書
で
あ
っ
た
。
そ
の
外
に
、

毎
日
曜
日
の
午
前
、
サ
ン
ダ
ム
館

講
堂
で
安
息
日
学
校
（
後
の
日
曜

学
校
）
を
開
き
、
更
に
在
舎
生
の

た
め
に
月
・
火
・
木
の
午
後
六
時

か
ら
聖
書
の
講
義
を
、
月
曜
午
後

七
時
か
ら
は
説
教
を
行
な
っ
た
が
、

こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
生
徒
ヲ
シ
テ

基
督
教
二
基
キ
各
自
ノ
徳
性
を
涵

養
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
」
と
い
う
主

旨
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
に
生
徒
の
自
治
活
動
と

し
て
の
『
共
励
会
』
と
い
う
集
会

と
服
部
先
生
提
唱
に
よ
っ
て
始
ま
っ

た
『
文
学
会
』
と
い
う
集
会
を
毎

週
一
回
開
き
、
英
文
学
の
討
論
英

作
文
の
発
表
そ
の
他
を
行
な
い
、

本
科
生
は
必
ず
こ
れ
に
入
会
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
の
ち

に
わ
が
国
文
壇
に
新
風
を
吹
き
込

ん
だ
文
学
界
運
動
の
藤
村
、
秋
骨
、

孤
蝶
等
、
当
時
の
学
院
在
学
生
た

ち
に
影
響
の
な
い
は
ず
は
な
か
っ

た
と
想
わ
れ
る
。

４

父
の
恩
師
・
旧
友
た
ち

当
時
の
学
院
風
景
に
つ
い
て
は
、

島
崎
藤
村
作
『
桜
の
実
の
熟
す
る

時
』
そ
の
他
に
活
写
さ
れ
て
い
る
。

藤
村
は
私
の
父
よ
り
一
年
先
輩

の
上
級
生
だ
っ
た
が
、
そ
の
級
に

は
私
の
祖
母
の
兄
花
島
兵
右
衛
門

の
養
嗣
子
轍
吉
や
中
島
久
万
吉

（
後
の
男
爵
・
商
相
）
馬
場
孤
蝶
・

戸
川
秋
骨
等
後
の
『
文
学
界
』
グ

ル
ー
プ
の
文
士
た
ち
や
、
和
田
英

作
画
伯
な
ど
が
い
た
し
、
一
級
下

に
は
岡
田
三
郎
助
、
二
級
下
に
は

三
宅
克
己
の
画
家
た
ち
が
い
た
。

父
の
同
級
生
に
は
江
原
案
六
先

生
の
令
息
泰
一
さ
ん
と
い
う
秀
才

が
い
て
、
同
家
は
旧
幕
臣
開
拓
地

の
一
つ
沼
津
郊
外
愛
鷹
山
麓
熊
堂

に
あ
っ
た
の
で
、
父
は
休
暇
の
帰

省
の
度
ご
と
に
膝
栗
毛
で
往
復
を

共
に
し
、
更
に
同
郷
の
浜
島
福
二
、

原
杖
太
郎
（
駐
在
宮
原
権
之
助
大

尉
の
息
、
十
九
年
道
也
と
同
じ
く

バ
ラ
先
生
よ
り
受
洗
）
と
い
う
少

年
た
ち
を
加
え
て
、
こ
の
四
人
が

ま
る
で
兄
弟
の
よ
う
だ
っ
た
と
い

う
。
当
時
を
物
語
る
少
年
た
ち
の

赤
茶
化
た
写
真
が
残
っ
て
い
る
が
、

当
時
既
に
Ｍ
Ｇ
の
マ
ー
ク
を
つ
け

た
金
ボ
タ
ン
の
制
服
制
帽
な
ど
の

姿
が
偲
ば
れ
て
面
白
い
。

特
に
一
級
上
の
中
島
久
万
吉
の

弟
多
嘉
吉
も
同
級
生
で
こ
の
兄
弟

と
は
特
に
仲
が
好
か
っ
た
そ
う
で
、

よ
く
二
本
榎
通
り
の
焼
き
い
も
屋

へ
出
か
け
て
焼
き
い
も
を
食
べ
さ

せ
て
も
ら
い
。
そ
こ
の
爺
さ
ん
と

も
と
て
も
親
し
く
し
た
も
の
だ
と
、

久
万
古
翁
の
晩
年
、
私
は
く
り
返

し
聞
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

当
時
神
学
部
に
在
学
し
た
尾
島

真
治
氏
は
三
島
大
社
神
官
の
出
で

あ
っ
て
、
十
八
年
に
バ
ラ
先
生
よ

り
受
洗
し
、
三
高
教
会
員
に
な
っ

た
の
だ
が
。
学
院
時
代
の
道
也
少

年
の
思
い
出
を
い
つ
も
懐
し
ん
で

お
ら
れ
た
。
尾
島
先
生
は
人
も
知

る
「
基
督
道
」
の
提
唱
者
で
、
讃

美
歌
も
独
特
の
祝
詞
調
で
作
詞
し

た
ほ
ど
の
異
色
の
牧
師
（
渋
谷
松

濤
教
会
）
で
あ
っ
た
。

（
続
く
）

小出正吾回想録(1６) 「
童
話
か
ら
童
話
へ

」

委
員
長
山
口
寅
吉
は
ベ
ッ
グ
大
将

と
会
う
と
返
事
を
し
た
。
す
る
と
橋

本
は
「
ベ
ッ
グ
大
将
と
会
っ
た
時
の

話
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
き
た
い

の
で
、
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に
主
だ
っ

た
人
を
集
め
て
も
ら
い
た
い
」
と
山

口
に
頼
ん
だ
。
そ
し
て
、
1
月
6
日
、

熱
海
の
国
鉄
厚
生
寮
に
七
機
関
区
の

代
表
者
幹
部
40
名
が
集
ま
っ
た
。
参

加
者
は
正
式
な
会
議
だ
と
思
っ
て
全

員
集
ま
る
の
を
待
っ
た
が
な
か
な
か

揃
わ
な
い
の
で
待
ち
く
た
び
れ
て
い

る
と
、
相
手
方
が
場
所
を
変
え
る
と

言
い
出
し
、
ロ
ー
マ
風
呂
で
有
名
な

大
野
屋
旅
館
に
移
動
し
た
。
橋
本
は
、

こ
こ
で
「
ビ
ー
ル
や
豪
華
料
理
」
で

接
待
し
ヤ
ミ
取
引
を
し
よ
う
と
し
た

が
反
発
が
多
く
う
や
む
や
の
内
に
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
橋
本
は
、
当
時

貴
重
で
珍
し
か
っ
た
ビ
ー
ル
を
飲
ま

せ
気
分
の
ほ
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
で
ス
ト

ラ
イ
キ
中
止
に
持
っ
て
い
き
た
か
っ

た
の
だ
ろ
う
が
、
見
破
ら
れ
て
し
ま

い
失
敗
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
後

に
大
問
題
と
な
り
「
熱
海
事
件
」
と

称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

当
時
圧
倒
的
な
組
織
力
と
力
量
が

あ
っ
た
山
口
寅
吉
た
ち
の
グ
ル
ー
プ

の
中
央
進
出
が
阻
ま
れ
た
理
由
と
さ

れ
る
「
熱
海
事
件
」
の
真
相
だ
っ
た
。

こ
の
橋
本
な
る
男
は
、
国
鉄
東
京

鉄
道
局
事
務
官
だ
っ
た
こ
と
が
後
に

分
か
っ
た
。
こ
の
「
熱
海
事
件
」
か

ら
3
日
後
の
1
9
4
6
年
1
月
9
日

新
橋
管
理
部
労
働
組
合
結
成
大
会
が

招
集
さ
れ
て
い
た
。
す
で
に
単
一
国

鉄
労
働
組
合
を
志
向
し
て
い
た
省
電

中
央
労
組
を
始
め
、
職
場
で
組
織
し

て
い
た
鉄
道
委
員
に
よ
る
職
場
組
合
、

中
間
的
な
職
能
別
組
合
を
作
っ
て
い

た
職
場
も
新
橋
管
理
部
管
内
す
べ
て

の
労
働
者
の
結
集
体
と
な
る
べ
く
取

り
組
ま
れ
た
。
品
川
高
輪
国
民
学
校

で
開
催
さ
れ
た
。
全
国
的
に
大
き
く

注
目
を
浴
び
て
い
た
国
鉄
で
の
首
都

東
京
の
中
心
新
橋
管
理
部
4
万
人
の

動
向
が
見
守
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
日
、
沼
津
駅
か
ら
は
、
こ
の

結
成
大
会
参
加
者
輸
送
用
の
臨
時
列

車
が
設
定
さ
れ
、
一
般
乗
客
も
載
せ

る
こ
と
を
条
件
に
運
転
実
施
さ
れ
た

ほ
ど
、
力
関
係
は
組
合
側
が
完
全
掌

握
し
て
い
た
。
沼
津
発
8
時
30
分
発

臨
時
列
車
は
沼
津
か
ら
5
百
名
が
乗

車
7
両
の
客
車
は
ほ
ぼ
満
員
に
な
っ

た
が
、
熱
海
、
小
田
原
、
国
府
津
か

ら
も
組
合
員
が
次
々
と
乗
り
込
み
、

あ
わ
せ
て
思
い
が
け
な
い
臨
時
列
車

に
一
般
乗
客
も
乗
り
込
み
、
身
動
き

も
と
れ
な
い
ほ
ど
の
す
し
詰
め
状
態

の
ま
ま
品
川
駅
に
向
か
っ
た
。

し

か
し
、
到
着
し
た
品
川
駅
地
下
道
の

壁
に
は
「
ダ
ラ
幹
山
口
を
追
放
せ
よ
」

の
ビ
ラ
が
た
く
さ
ん
貼
ら
れ
て
い
た

の
を
見
て
、
沼
津
、
国
府
津
グ
ル
ー

プ
の
8
百
人
は
不
安
が
よ
ぎ
っ
た
。

始
ま
っ
た
結
成
大
会
で
は
共
産
党

系
の
代
議
員
か
ら
「
ダ
ラ
幹
山
口
」

「
熱
海
で
の
飲
み
食
い
」
「
買
収
さ

れ
た
」
と
の
非
難
の
声
が
上
が
り
、

こ
れ
を
準
備
し
、
企
画
し
た
山
口
寅

吉
は
こ
の
大
会
で
委
員
長
に
な
る
予

定
で
い
た
が
、
あ
い
ま
い
な
ま
ま
何

も
決
ま
ら
ず
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
不

安
は
的
中
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
し
て
「
熱
海
事
件
」
を
口
実

に
、
国
鉄
内
で
の
主
導
権
争
い
か
ら

最
も
強
力
部
隊
で
あ
っ
た
山
口
寅
吉

と
沼
津
グ
ル
ー
プ
は
排
除
さ
れ
、
共

産
党
グ
ル
ー
プ
と
反
共
連
盟
の
熾
烈

な
い
が
み
あ
い
の
な
か
全
国
単
一
か

連
合
体
か
の
議
論
の
中
心
は
移
っ
て

行
っ
た
。

（
続
く
）

〈
山
梨
・
国
労
O
B
〉

沼
津
駅
北
口
に
あ
っ
た
国
鉄
沼
津
機
関
区

（そ
の
6
）

1
9
4
4(

昭
和
19)

年
、
私
は
県

立
三
島
高
等
女
学
校
に
入
学
し
ま
し

た
。セ

ー
ラ
ー
服
の
襟
に
星
の
マ
ー
ク

の
刺
繍
、
ラ
ン
ド
セ
ル
な
ら
ぬ
肩
掛

け
鞄
、
黒
い
革
靴
、
真
っ
白
な
上
履

き
、
何
も
か
も
お
ニ
ュ
ー(

当
時
の

流
行
り
言
葉)

…
。
何
よ
り
嬉
し
か
っ

た
の
は
「
英
語
」
の
教
科

書
。
「
マ
イ
ネ
イ
ム
イ
ズ

マ
サ
コ
・
イ
タ
バ
シ
」

「
ジ
ス
イ
ズ
ア
ペ
ン
」
教

科
書
を
撫
で
、
抱
え
、
頬

ず
り
し
、
友
人
と
大
声
で

習
い
た
て
の
英
語
を
言
い

合
っ
て
は
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ

と
笑
い
転
げ
て
い
ま
し
た
。

未
知
の
世
界
に
胸
躍
ら
せ

て
い
た
の
で
す
。

憧
れ
の
女
学
校
生
活
、

夢
の
英
語
の
授
業
は
あ
っ

と
い
う
間
に
崩
れ
去
り
ま

し
た
。

あ
る
日
突
然
英
語
の
教

科
書
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
一
括
し
て

学
校
に
保
管
。
敵
国
語
だ
か
ら
。

二
年
前
始
ま
っ
た
戦
争
は
勝
ち
戦

を
報
じ
ら
れ
、
そ
れ
を
無
条
件
で
信

じ
「
お
国
の
た
め
お
国
の
た
め
」
と

大
人
の
言
わ
れ
る
こ
と
を
忠
実
に
守
っ

て
い
ま
し
た
。

学
校
だ
け
で
な
く
巷
の
英
語
は
全

て
日
本
語
に
換
え
ら
れ
る
。
授
業
の

初
め
に
日
直
当
番
が
誇
ら
し
げ
に
か

け
る
「
ス
タ
ン
ダ
ッ
プ
」
の
号
令
は

「
起
立
」
に
。
英
語
の
授
業
は
「
農

業
」
と
い
う
時
間
に
変
更
。
英
語
の

教
師
は
急
遽
農
業
の
先
生
に
変
身
！

こ
の
時
間
が
本
当
に
苦
痛
で
し
た
。

運
動
場
を
畑
に
す
る
！
私
は
運
動
が

大
の
苦
手
、
だ
か
ら
運
動
場
の
一
つ

や
二
つ
な
く
な
ろ
う
と
悲
し
い
ど
こ

ろ
か
体
育
の
授
業
が
な
く
な
る
な
ら

大
歓
迎
く
ら
い
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
実
際
は
？

運
動
場
の
硬
さ
と
言
っ
た
ら
…
…
。

私
た
ち
の
ク
ラ
ス
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

を
割
り
当
て
ら
れ
ま
し
た
。
最
初
は

皆
嬉
々
と
し
て
、
「
英
語
の
先
生
」

変
じ
た
、
「
生
物
の
先
生
」
の
優
し

い
男
性
教
師
の
周
り
に
集
ま
り
ま
し

た
。鍬

の
持
ち
方
か
ら
教
え
ら
れ
一
列

横
隊
に
な
っ
て
鍬
を
振
り
上
げ
る
の

で
す
が
、
歯
が
立
た
ず
と
い
う
の
は

こ
う
い
う
こ
と
。
こ
の
時
私
は
先
生

か
ら
「
板
橋
、
お
前
ぎ
っ
ち
ょ
か
」

と
声
を
か
け
ら
れ
「
ち
が
い
ま
す
っ
！
」

反
射
的
に
大
き
な
声
で
叫
ん
で
い
ま

し
た
。
「
お
前
左
手
が
前
に
い
っ
て

る
だ
ろ
普
通
、
右
手
が
前
だ
ぞ
」
、

こ
ん
な
些
細
な
こ
と
を
ど
う
し
て
忘

れ
な
い
の
か
未
だ
に
時
々
思
い
出
し

ま
す
。

何
日
か
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
と
に

か
く
硬
い
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
が
畑
ら
し

く
な
り
、
ほ
っ
と
し
た
の
も
束
の
間
、

次
の
地
獄
が
待
っ
て
い
ま
し
た
。

最
高
に
嫌
だ
っ
た
の
は
二
人
ひ
と

組
に
な
っ
て
ご
不
浄(

ト
イ
レ
の
こ

と)

か
ら
肥
料
に
す
る
人
糞
を
桶
に

汲
み
、
そ
の
桶
を
真
ん
中
に
丸
太
を

通
し
両
端
を
友
人
と
前
後
に
な
っ
て

畑
ま
で
運
ぶ
こ
と
で
し
た
。
桶
の
中

の
汚
物
は
歩
調
に
合
わ
せ
て
ブ
ク
ン

ブ
ク
ン
動
き
ま
す
。
う
ま
く
呼
吸
が

合
わ
な
い
と
脚
や
ブ
ル
マ
ー(

体
育

時
に
着
た
裾
が
ゴ
ム
で
襞
の
あ
る
シ
ョ
ー

ト
パ
ン
ツ)

に
人
糞
が
飛
び
散
る
大

惨
劇
、
一
人
が
こ
ろ
げ
た
り
し
た
ら

そ
れ
こ
そ
大
変
、
全
身
に
人
糞
を
浴

び
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

耕
し
て
肥
料
も
撒
き
そ
こ
に
は
さ

つ
ま
い
も
を
植
え
ま
し
た(

収
穫
し

た
さ
つ
ま
い
も
は
ど
う
な
っ
た
の
か
？

き
っ
と
三
島
に
あ
っ
た
軍
隊
に
納
め

ら
れ
た
の
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
が)

。

よ
う
や
く
作
業
が
一
段
落
し
た
時
は

も
う
一
学
期
が
お
わ
る
こ
ろ
で
し
た
。

そ
し
て
待
望
の
夏
休
み
。
予
想
は

大
は
ず
れ
。
早
朝
か
ら
三
嶋
大
社
前

に
集
合
し
、
地
区
別
に
分
か
れ
て
箱

根
路
の
農
家
へ
勤
労
奉
仕
。
で
も
ま

あ
人
糞
肥
料
運
び
よ
り
ず
っ
と
マ
シ

で
し
た
。
青
空
の
下
で
お
し
ゃ
べ
り

し
な
が
ら
の
草
取
り
。
私
た
ち
は
解

放
さ
れ
た
よ
う
な
気
分
で
、
炎
天
下

の
慣
れ
な
い
作
業
を
な
ん
と
か
こ
な

し
ま
し
た
。
受
け
入
れ
た
農
家
さ
ん

は
さ
ぞ
あ
り
が
た
迷
惑
だ
っ
た
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

一
体
授
業
ら
し
い
も
の
は
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
、
た
ま
に
登
校
し
て
も
、

そ
の
頃
に
は
本
土
空
襲
で
、
た
び
た

び
校
庭
の
周
辺
に
造
ら
れ
た
「
防
空

壕
」
に
駆
け
込
ま
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。
ひ
た
す
ら
「
大
本
営
」
の

大
嘘
の
戦
勝
発
表
を
信
じ
、
負
け
る

こ
と
は
ツ
ユ
ほ
ど
も
思
っ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。

現
在
毎
週
土
曜
日
BS
ー
T
B
S
昼

0
時
か
ら
放
送
さ
れ
て
い
る
『
関
口

宏
の
も
う
一
度
前
近
代
史
』
を
見
て

い
ま
す
が
、
今
更
な
が
ら
よ
く
も
こ

ん
な
に
嘘
で
こ
り
固
ま
っ
た
放
送
を

流
し
た
も
の
、
よ
く
も
こ
ん
な
放
送

に
易
々
と
騙
さ
れ
た
も
の
と
悔
し
さ

を
通
り
越
し
て
憤
り
に
煮
え
立
ち
ま

す
。茨

木
の
り
子
さ
ん
の
詩
『
わ
た
し

が
一
番
う
つ
く
し
か
っ
た
と
き
』
を

読
む
と
同
時
代
を
生
き
た
者
と
し
て
、

奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
あ
の
時
の
、
哀

し
み
・
悔
や
み
・
憤
り
を
共
通
し
た

と
い
う
複
雑
な
心
境
に
な
る
の
で
す
。

2
0
2
1
・
7

山
口

当
子

花の１３歳・下肥え運びの青春

蜂
蜜
は
ど
れ
も
同
じ
だ
と
思
っ
た

ら
大
間
違
い
。
蜂
の
巣
か
ら
搾
っ
た

だ
け
の
非
加
熱
蜂
蜜
は
熱
に
弱
い
栄

養
素
や
酵
素
を
含
ん
で
い
ま
す
が
非

加
熱
蜂
蜜
は
全
体
の
約
0
・
0
8
%

し
か
な
い
の
で
す
。
更
に

生
搾
り
と
い
っ
て
も
、
蜜

源
不
足
で
蜂
に
砂
糖
水
を

与
え
る
こ
と
や
、
農
薬
ま

み
れ
の
蜜
源
も
あ
る
の
で

す
。み

つ
ば
ち
ひ
ろ
ば
の
蜂

蜜
は
、
安
心
・
安
全
で
信

頼
で
き
ま
す
。
ま
ず
は
朝

晩
ス
プ
ー
ン
一
杯
の
蜂
蜜

か
ら
。
ス
プ
ー
ン
一
杯
の

蜂
蜜
を
口
に
含
み
、
口
腔

内
に
行
き
渡
ら
せ
て
し
ば

ら
く
そ
の
ま
ま
に
。
後
は

飲
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
蜂
蜜
は
虫

歯
に
は
な
ら
な
い
の
で
夜
は
歯
磨
き

後
に
行
い
、
歯
磨
き
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
自
己
免
疫
力
を
高
め
、
あ

ら
ゆ
る
病
気
や
不
調
に
効
果
的
で
す
！

仲
間
が
作
っ
た
安
心
の
蜂
蜜
で
、
蜂

蜜
ラ
イ
フ
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

〈
み
つ
ば
ち
ひ
ろ
ば
〉

免疫力UPの蜂蜜生活


