
ふ
る
さ
と
歴
史
探
訪

あ
　
や
　
め

寺
Ｔ
え

菖

蒲

の
前

伝

説

備
後
守
源
三
位
入
道
頼
政
は
、
摂
津
源
氏
の
始
祖
頼
光
か
ら
五
代
目
の
嫡
流
で
あ

る
。
彼
は
源
氏
と
平
氏
が
勢
い
を
競

っ
た
時
代
の
一
流
の
武
将
で
あ

っ
た
が
、
「新
古

今
和
歌
集
」
や

「千
載
和
歌
集
」
な
ど
の
勅
撰
和
歌
集
に
六
十
余
首
採
録
さ
れ
て
い

る
な
ど
、
当
時
の
京
都
朝
廷
に
お
い
て
は
、
武
将
と
し
て
よ
り
歌
人
と
し
て
の
評
価

が
高
か
っ
た
。

そ
の
た
め
か
保
元
の
乱
や
平
治
の
乱
な
ど
、
源
平
の
勢
力
争
い
の
な
か
に
あ

っ
て

は
、彼
は
い
わ
ゆ
る
大
半
の
源
氏

一
族
と
は
別
に
平
家
サ
イ
ド
の
歩
み
を
し
て
お
り
、

平
氏
の
世
に
な
っ
て
も
源
氏
の
な
か
で
た
だ

一
人
順
調
な
官
途
を
た
ど

っ
て
い
る
。

治
承
四
年

（
一
一
八
〇
）
四
月
、
後
白
河
法
皇
の
第
二
皇
子
で
高
倉
官
と
呼
ば
れ

て
い
た
以
仁
王
の
平
氏
討
伐
の
檄
文
が
諸
国
に
発
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
園
城
寺
、

延
暦
寺
、
興
福
寺
の

一
部
の
大
衆
や
京
都
周
辺
の
武
将
な
ど
は
、
語
ら

っ
て
平
氏
打

倒
を
企
て
た
。

五
月
十
五
日
、
平
氏
討
伐
の
謀
議
の
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
平
清
盛
は
、
以
仁
王
の

配
流
を
決
め
、
ン」
れ
を
逮
捕
す
べ
く
、
以
仁
王
の
住
む
高
倉
宮

へ
兵
を
さ
し
む
け
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
清
盛
の
動
き
を
い
ち
早
く
察
知
し
た
頼
政
の
行
動
は
早
か
っ

た
。
頼
政
は
、
高
倉
官
に
長
兵
衛
尉
長
谷
部
信
連

一
人
を
残
し
た
ま
ま
、
以
仁
王
を

守
護
し
て
京
都
か
ら
園
城
寺

へ
入
っ
て
い
る
。

寺

崎

久

徳

こ
こ
ら
あ
た
り
の
こ
と
は
、
『酢
朧
歓
殴
』
に
よ
れ
ば

治
承
四
年
庚
子
、
備
後
守
源
三
位
入
道
頼
政
は
、
平
家
の
暴
悪
を
憎
み
、
高
倉
宮

に
御
謀
叛
を
す
す
め
、
平
家
を
傾
け
ん
と
謀
り
し
こ
と
顕
れ
て
、
頼
政
、
宮
を
守

護
し
て
都
を
出

つ
。
宮
の
御
所
に
は
長
谷
部
信
連
を
残
し
置
る
。
宮
、
御
謀
叛
の

旨
平
家
是
を
聞
き
、
宮
を
取
奉
ら
ん
と
検
非
違
使
を
向
け
け
る
処
に
、
宮
は
先
達

て
落
給
ひ
、
御
所
に
は
信
連

一
人
あ
り
。
検
非
違
使
み
た
れ
入
れ
け
れ
ば
、
信
連

散
々
に
戦
ひ
し
か
ど
も
終
に
生
捕
ら
れ
、
獄
に
入
る
。
平
相
国
入
道

（清
盛
）
、
信

連
が
勇
敢
を
お
し
み
、
誅
を
ゆ
る
し
て
伯
州

（伯
者
国

。
鳥
取
県
）
日
野
に
流
し

け
る
云
々

と
あ
る
。

そ
し
て
清
盛
は
五
月
二
十

一
日
に
い
た
り
、
平
宗
盛
を
大
将
と
し
て
平
氏

一
門
の

お
も
だ

っ
た
者
を
網
羅
し
た
園
城
寺
攻
撃
軍
を
出
発
さ
せ
て
い
る
が
、
な
ん
と
そ
の

先
鋒
に
は
頼
政
を
任
命
し
て
い
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
。
清
盛
は
よ
ほ
ど
頼
政
を
信

頼
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
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以
仁
王
、
頼
政
ら
は
こ
の
平
氏
の
攻
撃
に
耐
え
か
ね
て
、
二
十
五
日
夜
園
城
寺
を
脱

出
し
て
南
都
に
向
か
い
、
興
福
寺
に
頼
ら
ん
と
し
た
が
、
宇
治
平
等
院
の
付
近
で
平

氏
の
追
跡
軍
三
百
余
騎
に
追
い
付
か
れ
、
翌
二
十
六
日
、
以
仁
王
、
頼
政
と
も
ど
も

に
敗
死
し
た
。
以
仁
王
は
流
れ
矢
で
か
く
れ
給
い
、
頼
政
は

一
族
と
と
も
に
字
治
平

等
院
の
観
音
堂
の
辺
の
「扇
の
芝
」
（現
在
扇
型
に
植
え
込
ま
れ
た
芝
生
が
残

っ
て
い

る
）
で
自
害
し
た
と
い
う
。
頼
政
七
十
七
才
で
あ

っ
た
。

さ
て
こ
こ
で
菖
蒲
の
前
の
登
場
で
あ
る
。

菖
蒲
の
前
の
出
自
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
「西
条
町
史
」
に
よ
れ
ば
、
頼
政
と

そ
の
家
臣
猪
野
隼
太
の
二
人
が
、
内
裏
の
紫
辰
殿
の
屋
根
上
に
夜
毎
く
る
怪
獣
を
射

止
め
た
功
労
に
よ
り
、
時
の
近
衛
天
皇
か
ら
菖
蒲
の
前
を
賜

っ
た
と
あ
り
、
ま
た

「西
備
名
区
』
に
よ
れ
ば
、
菖
蒲
の
前
は

「前
中
納
官
藤
原
為
明
卿
の
次
女
な
り
」

と
あ
る
。
そ
し
て
西
条
町
の
東
子
の
滝
で
は
、
菖
蒲
の
前
は
頼
政
の
息
女
、
と
の
記

述
も
あ
る
。

菖
蒲
の
前
は
頼
政
の
自
害
を
聞
き
、
三
歳
に
な
る
鶴
若
丸

（
一
説
に
種
若
丸
）
と

家
臣
の
猪
野
隼
太
を
連
れ
て
宇
治
平
等
院
の
戦
場
跡
を
奪
ね
た
と
こ
ろ
、
自
害
し
た

と
い
わ
れ
る

「一扇
の
芝
」
で
、
落
ち
て
い
た
頼
政
Ω
扇
を
発
見
し
た
。
そ
れ
に
は

埋
も
れ
木
の
花
咲
く
と
き
も
な
か
り
け
り

身
の
な
り
果
て
ぞ
あ
わ
れ
な
り
け
り

と
辞
世
の
句
が
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
。

菖
蒲
の
前
は
、
頼
政
の
供
養
を
す
る
暇
も
な
く
、
そ
の
足
で
平
氏
の
追
手
を
逃
れ

て
三
人
で
西
国
へ
落
ち
の
び
て
い
る
。

な
ん
と
し
て
も
八
百
年
余
前
の
話
で
あ
る
。
そ
し
て
歴
史
は
勝
者
に
対
し
て
は
詳

し
く
記
述
し
て
い
る
が
、
敗
者
に
対
し
て
は
常
に
薄
情
で
あ
る
。
菖
蒲
の
前
に
対
し

て
も
あ
ま
り
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
菖
蒲
の
前
は
、
突
如
備
後
国
の

「草
意
地
」
の
地
に
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

だ
い
た
い
源
氏
の
勢
力
は
東
国
で
あ
り
、
京
よ
り
西
は
平
氏
の
力
の
強
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
伊
豆
で
生
ま
れ
た
の
か
と
い
わ
れ
る
菖
蒲
の
前
が
、
ど
う
し
て
備
後
の
地

に
逃
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
間
に
対
し
て

『西
備
名
区
』
は
次
の
よ
う

に
容
【え
て
い
る
。

是
は
其
先
、
頼
政
備
後
の
国
司
と
し
て
下
向
あ
り
し
に
、
猪
の
早
太
を
召
連
ら
れ
、

任
久
か
り
し
か
は
、
智
音
深
き
人
あ
り
て
、
頼
政
上
洛
の
後
も
怠
ら
ず
参
勤
し
て
、

家
人
の
如
く
仕
え
し
何
某
な
る
人
あ
り
。
そ
れ
を
頼
り
に
備
後
に
下
り
、
草
意
地

と
云
う
処
に
暫
く
忍
び
居
ら
れ
け
る
云
々

こ
の

「草
意
地
」
と
は
今
の
福
山
市
の
草
戸
で
あ
り
、
「
日
本
の
ポ
ン
ペ
イ
」
と

一

躍
有
名
に
な

っ
た

「草
戸
千
軒
町
」
の
こ
と
で
あ
る
。
古
史
に
よ
れ
ば
、
草
戸
は

「草
意
地
」
「草
市
」
「
ク
サ
イ
ツ
」
「草
土
」
「草
井
地
」
と
あ
り
、
芦
田
川
は
、

「朝
川
」
「涼
川
」
と
名
前
が
で
て
く
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
周
辺
の
む
か
し
の
こ
と

を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
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む
か
し
、
現
在
の
福
山
市
街
地
は
も
ち
ろ
ん
、
神
辺
平
野
か
ら
新
市
に
か
け
て
は

奥
深
く
ま
で
海
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を

コ
ロ備
の
穴
海
」
と
い
う
。
「
日
本
書
紀
』
に
よ

る
と
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
命
が
い
ま
の
熊
本
県
に
あ
た
る

「く
ま
そ
」
を
征
伐
し
て
帰

る
途
中
、
武
倍
山

（福
山
市
宜
山
）
に
陣
を
敷
き

「吉
備
の
穴
海
」
の
荒
ぶ
る
神
を

殺
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

コ
ロ
備
穴
国
」
と

コ
［
備
品
治
国
」
が
あ
り
、

お
そ
ら
く
そ
の
い
ず
れ
か
の
王
が
征
伐
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
頃
、
こ
の
付
近
で
最
初
に
栄
え
た
の
は
今
の
福
山
市
津
之
郷
町
辺
り
で
あ

っ

た
。
古
代
津
之
郷
は
津
字
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
こ
こ
か
ら
は
紀

元

一
四
年
か
ら
五
十
年
の
間
に
中
国
で
鋳
造
さ
れ
た
と
い
う
、
王
芥
の
貨
泉

（銭
）

が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
そ
の
頃
か
ら
こ
こ
に
は
大
き
な
集
落
や
港
が
あ
り
、

中
国
と
大
き
く
交
流
し
て
繁
栄
し
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

そ
の
後
は
、
芦
田
川
か
ら
流
失
す
る
土
砂
な
ど
に
よ
り
地
形
が
変
わ
り
、
繁
栄
の

中
心
は
神
島

（現
在
の
芦
田
川
に
か
か
る
国
道
二
号
神
島
橋
あ
た
り
）
へ
、
さ
ら
に

は
そ
の
南
の
草
戸
千
軒
町
遺
跡
周
辺
へ
と
移

っ
て
い
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
天
平
八

年

（七
三
六
年
）
新
羅
に
使
し
た
阿
部
朝
臣
継
麿
が

月
よ
み
の
光
を
き
よ
み

神
島
の
磯
間
の
浦
ゆ
船
出
す
わ
れ
は

と
神
島
を
詠
ん
だ
歌
が
残

っ
て
い
る
し
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
西
側
に
あ
る
草
戸
明
王

院
は
、
大
同
二
年

（八
〇
七
年
）
に
弘
法
大
師
が
開
基
し
た
と
の
伝
承
も
あ
り
、
国

宝
五
重
の
塔
に
は

「貞
和
四
年

（
一
三
四
八
年
）
戊
子
十
二
月
十
八
日
九
輪
を
上
す
」

と
銘
が
あ
り
、

「
一
文
勧
進
の
小
資
を
積
み

（住
民
が

一
文
ず

つ
出
し
合

っ
て

）
五
重
塔
婆
の
大

功
を
な
す
」

と
多
く
の
善
男
善
女
の
寄
付
で
こ
れ
を
作

っ
た
旨
の
札
も
納
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
草
戸
千
軒
町
遺
跡
で
、
菖
蒲
の
前
は
誰
に
庇
護
さ
れ
な
が
ら
、
ど
ん
な
か
た
ち

で
忍
び
暮
ら
し
て
い
た
の
か
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
突
然
に
さ
き
の
長
谷
部
信
連
が
こ
こ
に
現
わ
れ
て
、
偶
然
に
も
猪

野
隼
太
と
出
会
う
の
で
あ
る
。
信
連
が
云
う
の
に
は
、

「清
盛
に
よ
り
伯
州
日
野
に
流
さ
れ
て
い
た
が
、
伊
予
の
国
に
渡
り
、
河
野
に
、
平

家
打
倒
の
戦

い
を
興
す
よ
う
、
説
得
す
る
た
め
に
こ
こ
を
通
り
か
か

っ
た
」

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

『源
平
盛
衰
記
』
二
六
巻
に
よ
れ
ば
、
治
承
五
年

（
一
一
人

一
）
二
月

一
七
日
、
伊

予
国
か
ら
六
波
羅
に
飛
脚
が
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

「伊
予
国
住
人
河
野
通
清
が
昨
年
冬
に
平
家
討
伐
の
謀
反
を
お
こ
し
、
道
前
、
道
後

の
境

の
高
縄
の
城
に
籠
も

っ
た
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
長
谷
部
信
連
が
草
戸
千
軒
町
を
通
り
か
か

っ
て
猪
野
隼

太
と
出
会

っ
た
の
は
、
そ
の
前
年
の
治
承
四
年
の
秋
頃
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
信
連
は
こ
こ
で
猪
野
隼
太
ら
に
対
し
て

「
こ
こ
は
輌
の
津
に
近

い
。
輌
の
津
に
は
平
氏
の
武
将
が
多
く
、
久
し
く
は
忍
び
が

た
い
」

と
し
て
菖
蒲
の
前
主
従
三
人
を
連
れ
て
北
に
走
り
、
甲
奴
郡
の
上
下
に
落
ち
て
い
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る
。
こ
の
地
か
ら
上
下
ま
で
は
約
五
〇
キ
ロ
と
い
う
が
、
そ
の
と
き
菖
蒲
の
前
は
頼

政
の
子
を
懐
妊
中
で
あ
り
、
且
つ
三
歳
の
若
君
を
つ
れ
て
の
逃
避
行
で
あ
る
た
め

三
、
四
日
は
か
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

甲
奴
の
名
は
、
昔
は

「甲
努
」
「加
不
乃
」
「甲
怒
」
「
カ
フ
ヌ
」
な
ど
と
あ
る
。
こ

れ
は
天
武
天
皇
の
御
子
大
野
王
の
後
裔
に
あ
た
る

「甲
能
」
と
い
う
人
が
こ
の
地
を

領
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
名
が
地
名
に
な
っ
た
と
い
い
、
ま
た
上
下
と
は
元
「城
下
」

と
称
し
て
い
た
由
で
あ
る
。

さ
て
、
菖
蒲
の
前
主
従
は
、
こ
の
上
下
付
近
の
ど
こ
に
忍
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
を
探
究
す
る
に
は
、
信
連
の
足
跡
及
び
そ
の
子
孫
に
つ
い
て
追
究
し
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

平
家
が
没
し
、
源
氏
の
世
の
中
に
な
っ
た
頃
、
文
治
元
年

（
一
一
八
五
）
土
肥
実

平
が
備
後
守
護
職
と
な
り
、
田
総
郷
有
福
圧

（上
下
町
有
福
）
に
入
っ
て
き
た
が
、

そ
れ
以
後
の
こ
と
を

『西
備
名
区
」
で
み
る
と

土
肥
次
郎
（実
平
）
、
梶
原
平
三
中
国
の
守
護
と
し
て
下
向
に
つ
き
、
信
連
聞
い
て

実
平
に
通
ず
。
実
平
是
を
扶
助
し
て
後
鎌
倉
に
達
し
け
れ
ば
、
信
連
備
後
矢
野
圧
、

伯
州
金
持
圧
を
賜
り
、
翁
山
に
か
ま
え
し
城
に
住
し
け
り
。
そ
の
後

（信
連
は
）

頼
朝
卿
よ
り
召
さ
れ
鎌
倉
に
入
り
け
れ
ば

（御
家
人
と
な
っ
た
）
勇
功
の
を
継
か

ん
と
て
加
州

（加
賀
の
国
）
に
て
数
箇
庄
を
賜
り

（中
略
）
是
よ
り
加
州
に
住
す
。

翁
備
後
古
城
記
』
に
よ
れ
ば
、
知
行
三
万
五
千
石
と
み
え
る
記
述
あ
り
）

故
に
北
国
に
信
連
の
子
孫
あ
り
。

備
後
に
あ
り
け
る
間
、
妻
あ

っ
て

一
男
子
を
生
ず
。
関
東
で
れ
る
み
ぎ
り
、
い
ま

「上下 翁山」
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に
幼
稚

の
者
な
れ
ば
と

て
召
具
す

る
に
及
ば
ず
、
家
人

に
託
し
て
実
平

に
預
け
置

け
る

と
あ
る
。

あ
ず
ま
か
が
み

そ
の
後
信
蓮
は

『東
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
建
保
六
年

（
一
二

一
人
）

一
二
月
二
七
日

能
登
国
大
屋
圧
で
死
ん
で
い
る
。

幼
少
の
た
め
上
下
に
残
さ
れ
た
信
連
の

一
男
子
は
、
そ
の
後
無
事
成
人
し
て
良
運

と
名
乗
り
、
以
後
長
谷
部
家
は
主
と
し
て
足
利
、
大
内
及
び
毛
利
家
の
武
将
と
し
て

十
数
代
続
き
、
末
は
長
州
に
移
り
住
ん
で
い
る
。
な
か
に
は
豊
臣
家
の
石
田
三
成
の

家
臣
と
し
て
、
江
州
佐
和
山
城
落
城
の
時
に
石
田
三
成
と
共
に
討
死
に
し
た
者
も

い

フ一
。こ

れ
ら
信
連
の
子
孫
の
う
ち
、
上
下
地
方
で
比
較
的
に
よ
く
名
前
が
残

っ
て
い
る

の
が
五
代
目
に
あ
た
る
信
吉
と

一
三
代
目
の
元
信
で
あ
る
。

信
吉
は
暦
応
三
年

（
一
三
四
〇
年
）
上
下
村
地
頭
職
に
任
じ
ら
れ
て
護
国
山
翁
山

城
を
築
城
し
て
い
る
し
、
元
信
は
矢
野
荘
の
高
鉢
山
城
及
び
国
富
城
（上
下
町
国
留
）

に
住
す
な
ど
の
伝
承
が
残

っ
て
い
る
。

話
を
も
と
に
も
ど
そ
う
。

草
意
地
か
ら
逃
れ
た
菖
蒲
の
前
主
従
は
、
こ
の
上
下
の
い
ず
れ
に
忍
ん
で
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

長
谷
部
の
名
が
比
較
的
よ
く
残

っ
て
い
る
矢
野
荘
か
、
あ
る
い
は
そ
の
頃

（
一
一

八
五
年
頃
）
京
都
賀
茂
別
当
社
領
と
し
て
大

い
に
発
展
し
て
、
上
下
町
の
と
お
く
及

ぶ
と
こ
ろ
で
な
く
、
そ
の
繁
栄
は
四
辺
の
近
郷
に
と
ど
ろ
い
た
と

い
う
有
福
荘
だ

っ

た
の
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
推
定
の
域
を
出
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
上
下
の
地
も
彼
女
た
ち

に
と

っ
て
決
し
て
安
住
の
地
で
は
な
か

っ
た
。

平
氏
の
者
ど
も
は
、
信
連
及
び
隼
太
ら
が
忍
ん
で
い
る
こ
と
を
知

っ
て
、
上
下
に

攻
め
寄
せ
て
来
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
上
下
及
び
阿
字
山

（府
中
市
阿
字
町
）
に
隠

れ
住
ん
で
い
た
平
治
の
乱
の
源
氏
方
の
浪
人
数
十
人
を
語
ら
い
、
翁
山
に
籠
も

っ
て

こ
れ
を
迎
え
撃

っ
て
い
る
。
「
西
備
名
区
』
に
は

翁
山
と

い
う
と
こ
ろ
に
引
籠
も
り
、
一
揆
と
戦
う
こ
と
久
し
、
信
連
を
大
将
と
し

て
、
戦
い
年
を
重
ね
た
り

と
あ
る
。

翁
山
は
高
さ
五
四
七
メ
ー
ト
ル
、
比
高

一
五
九
メ
ー
ト
ル
で
、

『広
島
県
史
』
に

よ
れ
ば
、
品
遅
国
造
居
館
の
遺
跡
と
い
う
が
、
翁
の
名
は
国
造
り
の
祖
オ
キ
ナ
ガ
ヒ

コ
王
の
名
に
基
づ
く
と

い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
数
年
来

一
二
月
に
な
る
と
、
全
山
を

ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
で
電
飾
す
る
こ
と
で

一
躍
有
名
に
な

っ
た
。

こ
こ
で
そ
の
頃
の
備
後
地
方
の
平
氏
の
勢
力
を
見
て
み
よ
う
。

そ
の
頃
、
甲
山
町
、
世
羅
町

一
帯
の
太
田
荘

（約
六
百
町
歩
と

い
わ
れ
て
い
た
）

は
平
重
衡
の
所
領
で
あ
り
、
彼
が
預
所
職
と
な

っ
て
い
た
が
、
い
ま
だ
彼
は
十
才
前

後
の
少
年
で
、
も
ち
ろ
ん
京
に
住
ん
で
い
た
。
実
際
に
こ
こ
を
支
配
し
て
い
た
の
は

げ
し
た
ち
ば
な
し

開
発
領
主
の
下
司
橘
氏
で
あ
り
、
そ
こ
に
大
田
太
郎
光
家
と
世
良
荘
司
兼
隆
な
る
二

人
の
実
力
者
が
い
た
。
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こ
の
二
人
は

「兼
隆
、
光
家
等
、
武
威
を
事
に
寄
せ
、
私
領
の
如
し
」

と
の
記
録
が
残

っ
て
い
た
り
、
ま
た
二
人
と
も
に
平
家
滅
亡
の
地
の
壇
ノ
浦
ま
で
平

氏
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
や
は
り
あ
る
程
度
の
武
力
、

兵
力
は
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
´

一
方
、
福
山
の
輌
の
津
は
そ
の
頃
平
氏
水
軍
の

一
大
根
拠
地
で
あ

っ
た
。

こ
こ
に
斐
忠
次
郎
と
い
う
水
軍
の
主
が
お
り
、
彼
か
ら
平
重
盛
、
教
経
、
知
盛
な

ど
の
武
将
が
操
船
の
術
を
習
得
し
て
い
る
し
、
ま
た
先
に
述
べ
た
伊
予
の
河
野
通
清

の
謀
反
に
際
し
て
は
、
奴
可
入
道
西
寂

（比
婆
郡
小
奴
可
の
亀
石
城
主
）
が
輌
の
津

か
ら
数
千
艘
の
兵
船
を
く
り
だ
し
て
高
縄
の
城
攻
め
に
参
加
し
て
い
る
な
ど
、
そ
の

頃
の
輌
に
は
相
当
数
の
平
氏
の
集
兵
能
力
が
あ

っ
た
と
う
か
が
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
鞠
の
津
と
大
田
荘
の
平
氏
が
、
お
互
い
に
あ
い
連
絡
し
て
翁
山
城

に
攻
め
込
ん
だ
も
の
と
お
も
え
る
が
、
こ
の
翁
山
合
戦
を
め
ぐ
る
記
録
は
ま
っ
た
く

残

っ
て
い
な
い
。

だ
が
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
元
暦
二
年

（
一
一
八
五
年
）
三
月
の
平
家
滅
亡
迄
の
間

「信
連
、
大
将
と
し
て
、
戦
い
年
を
重
ね
た
り
」

と
あ
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
相
当
長
期
な
翁
山
籠
城
合
戦
が
続
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
間
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
菖
蒲
の
前
ら
主
従
三
人
は
こ
の
争
い
を
さ
け
て
上

下
を
去
り
、
西
に
走

っ
て
ふ
た
た
び
賀
茂
郡
下
原
の
地
に
落
ち
て
い
く
の
で
あ
る
。

山
陽
本
線
西
条
駅
か
ら
南
へ
広
島
大
学
に
向
け
て
し
ば
ら
く
走
る
と
、
右
側
に
三

ツ
城
古
墳
が
あ
る
。
後
円
部
直
径
は
約
六
二
メ
ー
ト
ル
、
前
方
部
先
端
巾
は
約
六
七

メ
ー
ト
ル
あ
り
、
広
島
県
下
最
大
の
五
世
紀
後
半
に
造
ら
れ
た
前
方
後
円
墳
で
あ

る
。
文
化
庁
な
ど
の
補
助
事
業
で
付
近
の
公
園
化
が
進
み
、
平
成
六
年
春
に
は
古
墳

の
完
全
復
元
化
が
完
了
し
た
。

こ
の
古
墳
は
三
段
の
墳
丘
斜
面
を
葺
石
が
覆
い
、
か
つ
周
溝
を
め
ぐ
ら
せ
て
総
数

一
八
五
〇
本
に
の
ぼ
る
各
種
の
埴
輪
が
各
段
に
並
ぶ
な
ど
、
ま
こ
と
に
立
派
で
あ

る
。
そ
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
こ
の
古
墳
の

「造
り
出
し
」
か
ら
出
土
し
た
祭
祀
用

の
初
期
須
恵
器
は
、
成
分
分
析
の
結
果
か
ら
、
大
阪
府
堺
市
の
官
営
の
陶
邑
の
窯
で

焼
か
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
み
る
と
、
こ
の
古
墳
の
被
葬
者
は
大
和
政
権
か
ら
派
遣
さ
れ
た
安
芸
の

国
の
首
長
だ

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
反
対
に
、
か
つ
て
強
力
だ

っ
た
吉
備
や
出
雲
勢

力
に
対
抗
す
る
安
芸
勢
力
の
主
だ

っ
た
の
か
、
こ
れ
も
ま
た
大
き
な
謎
で
あ
る
。

閑
話
休
題
、
こ
の
古
墳
か
ら
南
東

へ
約
三
キ
ロ
余
り
、
賀
茂
台
地
の

一
角
を
賀
茂

川

（西
条
川
の
上
流
）
が
流
れ
、
そ
の
末
の

一
部
は
滝
と
な

っ
て
三
永
水
源
地
に
そ

そ
い
で
い
る
。
こ
れ
を

「千
尋
の
滝
」
と
い
う
。
『賀
茂
郡
誌
』
に
は

御
薗
宇
村
と
御
田
村
の
境
に
あ
り
、
比
境
怪
岩
環
列
し
て
或
い
は
獅
子
の
怒
る
が

如
く
、
或
い
は
猛
虎
の
哺
く
如
く
、
風
趣
甚
奇
な
り
。
西
条
川
（黒
瀬
川
の
上
流
）

の
水
、
ル
に
来
り
、
懸
て
瀑
布
を
成
す
。
拳
大
の
小
山
を
挟
み
て
二
水
と
な
り
、

左
右
に
落
つ
。
左
を
雄
滝
と
称
し
、
右
を
雌
滝
と
す
。
平
常
は
雄
滝
の
み
水
あ
り
、

一
旦
雨
を
得
ば
雄
雌
の
二
瀑
壮
美
を
競
ふ
。
高
各
三
〇
間
、
中
各

一
〇
間
あ
り

と
記
さ
れ
て
い
る
。
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「東広島市 三ツ城古墳」

菖
蒲
の
前
と
猪
野
隼
太
ら
は
平
氏
の
追
手
を
の
が
れ
て
西
下
し
、
加
茂
郡
下
原
の

地
に
着

い
て
ま
ず
最
初
に
こ
の
滝
の
岩
屋
に
か
く
れ
、
平
家
方
の
栓
議
の
目
を
そ
ら

せ
た
と

い
う
。

当
時
の
こ
の
地
方
の
住
民
は
ほ
と
ん
ど
が
平
家
方
で
、
源
氏
の
落
人
を
か
ば
う
人

は
い
な
か

っ
た
と

い
う
が
、
こ
こ
で
彼
女
ら
は

い
っ
た
い
誰
の
庇
護
を
う
け
て
い
た

だ
ろ
う
か
。

話
は
後
に
そ
れ
る
が
、
安
芸
の
国
に
攻
め
入

っ
た
源
範
頼
は
平
氏
討
伐
の
後
に
行

賞
を
お
こ
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
山
県
郡
の
豪
族
の

一
人
で
あ
る
山
方
（山
県
）

為
綱
な
る
者
が
、
「
軍
忠
人
に
越
え
た
」
と
賞
せ
ら
れ
た
と
の
記
録
が
残

っ
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て

一
説
に
よ
れ
ば

（『西
条
町
誌
し

字
治
に
敗
死
し
た
頼
政
の
二
男
又
二
郎
と
菖
蒲
の
前
は
安
芸
に
来
て
、
又
二
郎
は

山
県
郡
に
知
行
せ
ら
れ
、
山
県
国
政
と
称
し
て
猿
喰
城

（八
重
町
）
を
築
城
し
、

新
四
郎
は
東
西
条
郷
を
知
行
せ
ら
れ
て
、
水
戸
新
四
郎
頼
興
と
称
し
、
下
見
に
二

神
山
を
構
築
、
菖
蒲
の
前
と
と
も
に
在
城
し
た
云
々

と
の
記
録
も
存
し
て
い
る
。

よ

っ
て
山
方

（山
県
）
為
綱
な
る
者
と
、
こ
の
山
県
国
政
と
称
す
る
者
と
の
関
連

は
不
明
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
の
山
県
に
つ
な
が
る
な
に
か
の
縁
が
あ

っ
て
、
菖
蒲

の
前
ら
は
こ
の
地
に
落
ち
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
話
を
も
と
に
も
ど
そ
う
。

菖
蒲
の
前
ら
が
こ
の
滝
の
岩
屋
に
か
く
れ
て
い
た
と
き
、
当
時
三
歳
だ

っ
た
と

い
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う
鶴
若
丸
は
病
死
し
て
い
る
。
菖
蒲
の
前
は
そ
れ
を
い
た
く
悲
し
み
、
そ
の
霊
を
滝

の
ほ
と
り
に
葬

っ
た
。
こ
れ
を

「滝
の
観
音
」
と
い
う
。
現
在
は
六
角
堂
が
建
ち
、

な
か
に
は
隅
飾
が
直
角
な
高
さ

一
メ
ー
ト
ル
余
り
の
宝
饉
印
塔
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、

一
面
に

元
久
年
中

（註
、　
〓

一〇
四
～
五
年
に
あ
た
り
、
年
代
か
ら
み
て
こ
れ
は
お
か
し

い
）
頼
政
公
の
息
女

（註
、
こ
れ
も
お
か
し
い
。
室
か
妾
で
あ
る
）
菖
蒲
の
前
は
、

西
国
に
下
り
下
っ
て
当
郡
下
原
村
滝
の
岩
屋
に
来
ら
れ
、
旅
の
疲
れ
を
休
め
る
う

ち
に
、
若
君
種
若
丸
俄
に
病
気
に
な
り
、
あ
え
な
く
世
を
去
る
。
菖
蒲
の
前
悲
嘆

に
く
れ
、
石
を
重
ね
墓
の
し
る
し
と
せ
ら
れ
、
子
を
思
う
親
の
手
向
草
と
し
て

吾
妻
子

（東
子
）
や
、
千
尋
の
滝
と
あ
れ
は
て
た

広
き
野
末
の
末
を
み
る
ら
む

と
詠
じ
ら
れ
、
是
よ
り
世
の
人
吾
妻
子

（東
子
）
の
滝
と
い
う
。

と
あ
り
、
更
に

一
面
に

今
よ
り
七
六
二
年
前
、
源
頼
政
公
の
息
女
菖
蒲
の
前
は
、
吾
が
子
の
た
め
に
父
頼
政

公
の
守
本
尊
を
七
日
の
間
勧
進
し
て
追
善
供
養
を
営
む
。
是
よ
り
世
の
人
が
種
若
丸

の
墓
を
滝
の
観
音
と
い
う
。

旨
の
由
来
記
が
建

っ
て
い
る
。

そ
の
後
菖
蒲
の
前
は
、
同
所
宮
本
谷
の
寿
福
寺
に
相
当
長
く
滞
在
し
て
い
た
ら
し

い
。
そ
し
て
こ
こ
で
男
の
子
を
生
ん
で
い
る
。
幼
に
し
て
豊
丸
、
三
戸
源
兵
衛
、
長

じ
て
は
水
戸
新
四
郎
頼
興
と
い
う
。

そ
の
頃
か
ら
こ
こ
の
賀
茂
台
地
は
兵
戦
の
巷
と
化
し
て
し
ま

っ
た
。
す
な
わ
ち
元

暦
元
年

（
一
一
八
四
）
七
月
、
土
肥
実
平
ら
を
先
陣
と
す
る
源
氏
の
軍
勢
が
平
氏
を

追

っ
て
、
備
後
か
ら
安
芸
の
国
に
侵
入
し
て
く
る
が
、
安
芸
の
武
士
達
の
抵
抗
は
す

さ
ま
じ
く
、
源
氏
は
六
度
戦

っ
て
六
度
敗
れ
て
い
る
。

そ
し
て
同
年
九
月
、
範
頼
の
出
馬
に
よ
り
源
氏
は
や
っ
と
安
芸
の
国
に
進
駐
す
る

こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
戦
い
に
よ
り
西
条
の
国
分
寺
は
も
と
よ
り
、
こ
の
地
の
主

だ

っ
た
寺
院
は
殆
ど
焼
き
つ
く
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
し
て
時
は
め
ぐ
り
、
元
暦
二
年
２

一
八
五
￥
一月
平
家
は
壇
ノ
浦
で
滅
亡
し
、

世
は
源
氏
の
も
の
と
な

っ
た
。
菖
蒲
の
前
に
よ
う
や
く
日
が
さ
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
し
ば
ら
く
は
安
堵
の
日
々
が
続
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
頃
か
ら
菖
蒲
の
前
は
仏
門
に
入
り
、
夫
頼
政
及
び
吾
が
子
鶴
若
丸
の
供
養
に

精
進
し
て
い
る
。
い
ま
の
賀
茂
台
地
に
観
現
寺

（
い
ま
は
観
音
堂
に
な
っ
て
い
る
。

頼
政
と
菖
蒲
の
前

〔西
妙
尼
〕
の
本
像
が
あ
る
）
、
明
現
寺

（菖
蒲
の
前
の
棲
所
と
い

２ヽ

、
鏡
見
寺
な
ど

（
い
ず
れ
も
廃
寺
）
を
建
立
し
た
と
の
伝
承
が
残

っ
て
い
る
。

そ
の
後
建
久
三
年

（
一
一
九
二
）
源
頼
朝
は
征
夷
大
将
車
と
な
り
、
菖
蒲
の
前
は

頼
朝
よ
り
賀
茂

一
郡
を
賜

っ
た
。
菖
蒲
の
前
は
こ
れ
を

「御
薗
の
地
で
あ
り
、
わ
が

薗
で
あ
る
」
と
ひ
ど
く
喜
び
、
そ
れ
ま
で
の
下
原
の
地
を
そ
れ
以
後
は

「御
薗
宇
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

あ
わ
せ
て
水
戸
新
四
郎
頼
興
は
下
見
の
二
神
山
に

一
城
を
築
き

（二
神
山
城
、
又

の
名
を
美
津
城
と
い
う
）
、
菖
蒲
の
前
と
と
も
に
そ
れ
以
後
は
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
。
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「吾妻子の滝」

が
、
当
時
新
四
郎
は
ど
う
み
て
も

い
ま
だ

一
〇
才
か
ら

一
二
才
前
後
で
あ
り
、
こ
の

城
は
や
は
り
母
菖
蒲
の
前
の
力
で
築
城
し
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
後
は
約

一
〇
年
余
り
平
和
な
時
が
流
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
突
如
二
神
山
城

が
落
城
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
実
平
の
子
土
肥
遠
平
に
攻
め
ら
れ
た
と
い
う
説

と
、
い
や
平
家
の
残
党
だ
と

い
う
説
が
あ
る
ｃ
わ
た
し
は
前
者
を
と
り
た
い
。

元
久
元
年

（
一
二
〇
四
）
甲
子
八
月
四
日
二
神
山
城
は
落
城
し
、
新
四
郎
は
東
に

逃
げ
て
今
の
広
島
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
西
条

コ
ー
ス
の
辺
に
あ
る
福
成
寺

に
ひ
そ

み
、
菖
蒲
の
前
は
反
対
に
西
に
走

っ
て
い
る
。

今
の
原
の
自
衛
隊
演
習
場
と
八
本
松
の
米
軍
弾
薬
庫
に
は
さ
ま
れ
た
原
村
曽
場
山

の
出
中
に
池
が
あ
る
が
、
菖
蒲
の
前
ら
が
こ
こ
ま
で
逃
げ
た
と
き
に
追
手
に
追
い
つ

か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
新
四
郎
付
の
侍
女
で
あ

っ
た
鶴
姫
な
る
者
が
、
「わ
れ
こ
そ
は

菖
蒲
の
前
な
り
」
と
名
乗

っ
て
戦

っ
た
が
及
ば
ず
、
そ
の
池
に
入
水
し
て
菖
蒲
の
前

を
逃
が
し
た
た
め
に
、
そ
れ
以
後
は
こ
の
池
を
「姫
が
池
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
。

ま
た
そ
の
付
近
に
は
、
鶴
姫
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
菖
蒲

の
前
が
般
若
経
を
読

み
、
そ
れ
を
埋
め
た
と

い
う
経
納
塚
も
残

っ
て
い
る
。
そ
し
て
葛
蒲
の
前
は
さ
ら
に

北
に
走

っ
て
原
村
長
沢
の
小
倉
山
に
ひ
そ
み
、
髪
を
お
ろ
し
て
西
妙
と
名
乗

っ
た

が
、
人
々
は
こ
れ
を
水
戸
の
尼
と
呼
ん
だ
。
こ
の
地
は
賀
茂
台
地
を

一
望
で
き
る
標

高
三
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
山
腹
に
あ
る
が
、
こ
こ
で
西
妙
は
同
月
二

一
日
入
定
し
、
二

七
日
絶
命
し
て
い
る
。
年
齢
は
詳
ら
か
で
な
い
。

い
ま
そ
の
地
に
小
倉
神
社
が
あ
る
。
社
碑
に
は

当
社
は
源
頼
政
の
室
菖
蒲
の
前
を
祀
る
。
御
誓

い
あ
ら
た
か
に
五
穀
成
就
、
民
安
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全
の
守
護
神
な
り
。
わ
け
て
早
天
に
雨
を
祈
る
に
応
験
著
し
。

治
承
三
年

（
一
一
七
九
）
源
頼
政
宇
治
平
等
院
に
討
死
し
、
菖
蒲
の
前
の
が
れ
て

芸
州
下
原
村
に
ひ
そ
み
、
や
が
て
後
鳥
羽
院
よ
り
加
茂
郡

一
円
を
賜
り
二
神
城
を

築
く
。
賊
徒
城
を
攻
め
る
や
ま
た
の
が
れ
、
つ
い
に
元
久
二
年

（
一
二
〇
四
）
八

月
二
七
日
こ
の
小
倉
大
谷
に
入
定
す
。

生
地
小
倉
の
里

（京
都
）
に
ち
な
み
愛
せ
し
と
こ
ろ
所
領
西
条
郷
を

一
望
す
る
風

光
絶
佳
の
地
な
り
。

と
あ
り
、
ま
た

小
倉
山
茂
る
官
居
と
な
る
な
ら
ば

民
の
竃
を
わ
れ
ぞ
守
ら
ん

定
め
な
き
世
を
う
き
こ
と
と
み
か
ぎ
り
て

菩
提
の
道
に
い
る
そ
う
れ
し
き

住
み
は
つ
る
世
を
秋
風
の
身
と
な
れ
ば

き
ゆ
る
間
も
ま
つ
山
陰
の
し
も

な
ど
の
句
が
残

っ
て
い
る
。

こ
の
小
倉
神
社
か
ら
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
山
中
が
西
妙
尼
の
入
定
の
地
と
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
宝
筐
印
塔
を
祀

っ
た
御
堂
が
あ
り
、
そ
れ
を
囲
ん
で
数
十
の

墓
が
残

っ
て
い
る
。
同
所
の
墓
碑
に
は

菖
蒲
の
前
、
元
久
元
年

（
一
二
〇
四
年
）
八
月
二

一
日
こ
の
地
の
土
洞
に
入
り
、

父
母
の
形
見
の
笛
を
吹
き
続
け
、
二
七
日
暁
入
定
し
給
う

。

家
臣
、
後
を
追

い
死
す
。
そ
の
墓
、
周
辺
に
現
存
す
る
も
の
三
十
教
基
あ
り
。

と
あ
る
。

さ
ら
に
西
妙
尼
の
菩
提
所
と
し
て
円
福
寺
が
残

っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は

鳳
瑞
院
殿
菖
蒲
前
二
位
西
妙
尼
大
姉

の
位
牌
が
あ
る
。
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
は
瑞
鳳
山
小
倉
寺
と
称
し
て

一
二
坊
あ

り
、
寺
領
と
し
て
方
三
千
歩
の
地
、
及
び
山
二
万
歩
を
有
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
る
。

水
戸
新
四
郎
頼
興
に
は
、
姉
薗
菊
、
弟
豊
之
丞
と
い
う
二
人
の
子
供
が
お
り
、
姉

は
成
人
し
て
猪
野
隼
太
の
子
彦
九
郎
の
妻
と
な
っ
た
と
い
う
。

ま
た
猪
野
隼
太
は
そ
の
後
勝
屋
右
京
と
改
名
し
た
が
、
建
保
四
年

（
一
二

一
七
）

丙
子
七
月
八
日
に
人
四
歳
で
没
し
て
い
る
こ
と
が
判

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
は

水
戸
新
四
郎
頼
興
を
は
じ
め
他
の
人
達
に
つ
い
て
も
記
録
は
ま

っ
た
く
残

っ
て
お
ら

ず
、
い
っ
さ
い
不
明
で
あ
る
。

追
記こ

の
原
稿
を
書
い
た
の
は
平
成
七
年
八
月
で
あ
る
。

そ
の
後

『西
条
町
誌
」
に

「頼
政
の
次
男
又
二
郎
と
菖
蒲
の
前
は
安
芸
に
来
て
又
二
郎
は
山
県
郡
に
知
行
せ
ら
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れ
、
山
県
国
政
と
称
し
て
猿
喰
城
を
築
城
し
た
」

「東
鑑
」
に

「山
方
為
綱
な
る
者
は
、
源
範
頼
か
ら

「軍
忠
人
に
越
え
た
」
と
賞
せ
ら
れ
た
」

云
々
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
山
県
国
政
と
出
方
為
綱
な
る
人
物
が
ど
う
も
気
に

掛
か
り
、
調
べ
た
と
こ
ろ
次
の
こ
と
が
判
明
し
た
。

①
山
県
国
政
は
頼
政
の
従
兄
弟
に
あ
た
り
、
美
濃
国
山
懸
郡
に
居
住
し
て
い
た
。

②
治
承
の
乱
平
定
後
、
平
清
盛
は
諸
国
の
源
氏
の
再
挙
を
恐
れ
て
、
諸
源
の
掃
討
を

行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
安
芸
の
国
に
配
流
さ
れ
て
い
る
。

③
こ
の
国
政
は

一
時
頼
政
に
養
わ
れ
て
子
と
な
り
、
菖
蒲
の
前
を
母
と
し
て
仕
え
て

い
た
。

④
国
政
の
四
男
山
県
為
綱
を
は
じ
め
、
山
県
氏
は
代
々
地
頭
職
と
し
て
現
在
の
山
県

郡
千
代
田
町
壬
生
の
壬
生
城
を
居
城
と
し
て
い
た
。

⑤
為
綱
か
ら

一
〇
代
目
の
元
照
が
毛
利
興
元
に
属
し
た
。

③
更
に
一
三
代
目
の
時
玄
の
時
長
門
の
国
萩
城
下
に
移
り
、
彼
は
軍
学
指
南
に
あ
た

っ
て
い
る
。

②
そ

の
後
子
孫
は
次
第

に
微
禄
と
な
り
、
し
ま

い
に
は
五
人
扶
持

の
卒
族
と
ま

で
な

っ
た
。

③
天
保
九
年
間
四
月
二
二
日
為
綱
か
ら
二
三
代
日
と
し
て

一
男
子
が
誕
生
し
て
い
る

が
、
彼
が
後
の
明
治
維
新
の
元
勲
陸
軍
元
帥
大
勲
位
公
爵
内
閣
総
理
大
臣
山
県
有

朋
で
あ
る
。
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