
発
話
行
為
と
語
り

｜
｜
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
の
合
戦
場
面
に
お
け
る
作
中
人
物
の
話
法
に
つ
い
て
｜
｜

ク
ク
リ
ン
ス
キ

ア
ン
ド
レ
ア

（A
n
d
rea K

u
k
lin
sk
i

）

（
一
）
問
題
提
起

本
研
究
は
、
欧
米
の
口
承
文
芸
論
に
お
け
る
考
察
を
『
平
家
物
語
』
の
語
り

論
に
応
用
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
試
み
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は

パ
リ
ー
・
ロ
ー
ド
に
よ
る
オ
ー
ラ
ル
・
ポ
エ
ト
リ
ー

１
）

理
論
を
『
平
家
物
語
』
に

応
用
し
よ
う
と
し
た
ケ
ネ
ス
・
バ
ト

２
）

ラ
ー
及
び
犬
井

３
）

善
壽
の
例
し
か
な
く
、
こ

う
し
た
状
況
に
鑑
み
る
に
、
こ
れ
ま
で
オ
ー
ラ
ル
・
ポ
エ
ト
リ
ー
理
論
は
『
平

家
物
語
』の
語
り
論
に
対
し
て
刺
激
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
し
、
パ
リ
ー
・
ロ
ー
ド
が
研
究
し
た
無
文
字
社
会
に
お
け
る
即
興
詩
と
、

す
で
に
数
百
年
間
の
文
字
化
さ
れ
た
物
語
伝
統
を
背
景
に
生
ま
れ
た
、「
多
様
を

き
わ
め
る
諸
本
を
有

４
）

す
る
」『
平
家
物
語
』の
成
立
条
件
が
そ
の
根
本
に
お
い
て

異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
バ
ト
ラ
ー

と
犬
井
に
提
起
し
た
議
論
が
一
時
的
な
試
み
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
む
し
ろ
当
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
中
世
時
代
の
物
語
文
学
の
成
立
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
際
、
パ

リ
ー
・
ロ
ー
ド
に
よ
る
説
が
あ
ま
り
有
効
で
は
な
い
と
い
う
点
で
は
、『
平
家
物

語
』
の
研
究
が
欧
米
に
お
け
る
中
世
物
語
文
学
研
究
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
が

興
味
深
い
。
欧
米
に
つ
い
て
い
え
ば
、
パ
リ
ー
・
ロ
ー
ド
に
よ
る
研
究
成
果
は

本
来
、
い
わ
ゆ
る
口
承
文
芸
論
の
設
立
に
関
し
て
最
も
画
期
的
な
説
で
あ
っ
た

と
は
い
え
る
が
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
成
立
し
た
文
学
の
実
態
を
直
接
解
明
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
も
は
や
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
中
世
ド
イ
ツ

の
物
語
文
学
だ
け
を
取
り
上
げ
て
も
、
そ
れ
は
『
平
家
物
語
』
と
同
様
に
複
雑

な
書
承
的
影
響
の
も
と
に
作
り
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
す
で
に

反
論
の
余
地
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
欧
米
の
口
承
文
芸
論
が
設
立
し
て
か

（

）
一



ら
ま
も
な
く
、
議
論
の
中
心
は
パ
リ
ー
・
ロ
ー
ド
の
提
唱
し
た
文
学
の
創
作
面

か
ら
作
品
の
受
容
面
に
再
転
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
動
き
の
端
緒
と
な
っ
た
最

も
重
要
な
研
究
は
、
エ
リ
ッ
ク
・
ハ
ヴ
ロ

５
）

ッ
ク
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
ヴ
ロ
ッ

ク
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
社
会
を
対
象
と
し
、
物
語
が
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て

創
作
さ
れ
て
も
、
耳
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
と
前
提
す
る
な
ら
ば
、
聴
覚
を
通

し
て
の
受
容
に
適
し
た
表
現
法
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
命
題
を
提
起
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
は
議
論
の
視
点
を
作
者
か
ら
受
容
者
に
置
き

変
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
に
関
し
て
も
有
効
に
な
り
う

る
説
を
立
て
、
後
の
口
承
文
芸
論
の
基
盤
を
築
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、『
平
家
物
語
』
の
語
り
論
に
お
い
て
も
、

上
記
の
欧
米
口
承
文
芸
論
に
見
ら
れ
る
視
点
の
変
化
と
同
様
な
動
き
が
見
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
近
年
の
語
り
論
を
概
観
し
た
志
立

６
）

正
知
に
よ
る
と
、
語
り
と

い
う
行
為
は
、
本
文
の
形
成
や
成
長
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
む
し
ろ
直
接
的
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
諸
本
研
究
の
進
展
と
と
も
に
明
ら

か
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
在
、『
平
家
物
語
』
の
「
語
り

論
・
語
り
本
論
は
や
や
低
調
と
な
っ
て

７
）

い
る
」
と
、
志
立
は
述
べ
て
い
る
。
こ

の
問
題
を
超
え
る
た
め
に
志
立
は
、
中
世
時
代
の
受
容
者
に
と
っ
て
諸
本
に
見

ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
異
同
が
あ
ま
り
問
題
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
、
語
り
を
受
容
面
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
す
る
認
識
を
示
し
て

８
）

い
る
。

要
約
す
る
と
、日
本
の
語
り
論
お
よ
び
欧
米
口
承
文
芸
論
の
双
方
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
対
象
（
具
体
的
な
文
学
作
品
）
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
等
し

い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
得
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
本
研
究
は
『
平
家
物

語
』
に
見
ら
れ
る
現
象
を
改
め
て
欧
米
研
究
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
概
念
や

言
説
の
枠
組
内
で
議
論
す
る
試
み
を
行
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、『
平
家
物
語
』

は
世
界
各
国
の

語
り
物

、
す
な
わ
ち
口
承
的
な
影
響
を
も・
受
け
な
が
ら
成
立

し
た
物
語
文
学
｜
｜
欧
米
の
概
念
で
い
う
と

叙
事
詩

｜
｜
と
比
較
可
能
な

作
品
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
提
起
を
行
い
た
い
。

（
二
）
口

承

オーラリティと
作
品
の
受
容
｜
｜「
声
の
文
化
」
論
に
つ
い
て

『
平
家
物
語
』の
受
容
面
に
着
目
し
、
作
品
の
語
り
と
の
関
わ
り
を
欧
米
に
お

け
る
口
承
文
芸
論
か
ら
辿
る
際
、
ド
イ
ツ
人
の
中
世
英
文
学
者
で
あ
る
ウ
ル
ズ

ラ
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に
よ
る
「
声
の
文
化
（V

o
k
a
lita

t

）
９
）

」
論
が
有
益
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
以
下
そ
の
要
点
を
示
す
。

シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
出
発
点
は
、
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
に
提
起
さ
れ
た
「
口
誦
的
な
精

神
状
態
（o

ra
l sta

te o
f

10
）

m
in
d

）」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
に
よ

る
と
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
文
字
の
使
用
が
あ
ま
り
普
及
さ

れ
て
い
な
い
社
会
（
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
に
い
う
「
半
識
字
文
化
（

11
）

sem
i-litera

cy

）」）

で
は
、
知
識
の
全
体
は
人
間
の
記
憶
に
し
か
保
存
で
き
な
い
た
め
に
、
知
識
の

す
べ
て
が
記
憶
し
や
す
い
形
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
本
来
は

ま
さ
に
そ
う
し
た
効
果
を
目
指
し
て
韻
文
や
韻
律
、
決
ま
り
文
句
や
叙
事
詩
な

ど
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、「
半
識
字
文
化
」
に
お
い
て
は
、

人
々
の
一
般
的
な
思
考
や
常
識
ま
で
も
が
、
容
易
に
記
憶
で
き
る
形
式
、
す
な

わ
ち
詩・
的・
な
形
式
を
取
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の

東
京
藝
術
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精
神
状
態
は
口
承
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
お
け
る
口
承
文
化
か
ら
文
字

文
化
ま
で
の
極
め
て
長
期
に
渡
る
移
行
過
程
の
な
か
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た

口
承
的
な
精
神
状
態
の
存
在
を
推
定
し
、
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
と
同
様
に
、
そ
れ
を
ま

さ
に
文
学
の
受
容
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
と
す
る
。つ
ま
り
、シ
ェ
ー

フ
ァ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
お
い
て
文
学
は
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る

場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
受
容
は
唱
詠
や
誦
読
の
み
に
よ
っ
て
い
た
こ
と

に
注
目
し
て

12
）

い
る
。
そ
こ
か
ら
、
文
字
の
使
用
が
ま
だ
特
別
な
事
情
お
よ
び
少

数
の
人
々
に
限
定
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
は
、
文
学
は
一
般
に

人
々
に
文
字
に
よ
る
テ・
ク・
ス・
ト・
と
し
て
で
は
な
く
、
発
声
さ
れ
る
声・
と
し
て
意

識
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
こ
で
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
は
「
口
承
文
化
」
と
「
文

字
文
化
」
と
い
う
対
立
的
な
言
い
方
よ
り
も
、
中
世
に
お
け
る
「
声
の
文
化

（V
o
k
a
lita

t

）」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
て

13
）

い
る
。

シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
論
を
検
討
す
る
と
、
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
声
の
文
化
に

お
け
る
文
字
テ
ク
ス
ト
の
意
味
に
つ
い
て
の
論
述
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
に

よ
れ
ば
、
声
の
文
化
に
お
い
て
は
、
作
品
が
文
字
テ
ク
ス
ト
と
し
て
書
か
れ
た

と
し
て
も
、
唱
詠
や
誦
読
に
よ
っ
て
の
み
知
覚
さ
れ
る
た
め
に
、
聴
衆
は
そ
の

作
品
を
先
行
す
る
文
字
テ
ク
ス
ト
と
し
て
で
は
な
く
、「
言
語
行・
為・
（K

o
m
-

m
u
n
ik
a
tio
n
s

14
）

akt

）」と
し
て
意
識
す
る
。
す
な
わ
ち
、
聴
衆
に
と
っ
て
作
品
の

文
字
テ
ク
ス
ト
は
存
在
し
な
い
。
作
品
が
発
話
と
い
う
行
為
（Ä

u
ß
eru

n
g
/

u
ttera

n
ce

）
と
し
て
し
か
実
現
化
し
な
い
と
い
う
わ
け
で

15
）

あ
る
。

そ
こ
か
ら
改
め
て
『
平
家
物
語
』
に
目
を
向
け
る
と
、
兵
藤

16
）

裕
己
が
中
世
に

お
け
る
『
平
家
物
語
』
の
文
字
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
認
識
に
つ
い
て
指
摘
し
た

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
兵
藤
は
、
中
世
以
降
の

平
曲

や

平
家
語
り

に

つ
い
て
の
資
料
を
検
討
し
、
そ
の
結
果
、
現
在
で
は
『
平
家
物
語
』
が
一
般
に

書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
等
価
と
さ
れ
る
が
、
中
世
に
お
け
る

平
家
語
り

や

平
曲

の
理
解
で
は
「
平
家
物
語
と
い
う

書
か
れ
た

テ
ク
ス
ト
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
。テ
ク
ス
ト
は
語
る
行
為
の
な
か
で
、不
断
に
流
動
的
で

17
）

あ
る
」、

と
す
る
。
ま
た
、「
本
文
が
先
行
す
る
か
た
ち
で
、
そ
れ
を
啓
蒙
的
立
場
で
聴
き

手
に
読
み
聞
か
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
ヨ
ム

18
）

行
為
」
と
し
て
の
受
容
は
、

作
品
が
版
本
と
し
て
読
ま
れ
る
受
容
が
一
般
化
し
た
江
戸
時
代
以
降
の
理
解
で

あ
る
と
い
う
の
が
兵
藤
の
論
点
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
世
に
お
け
る
平
家
語
り

の
理
解
は
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
指
摘
す
る

発
話

と
い
う
言
語
行
為
の
理
解

と
ほ
ぼ
同
様
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、『
平
家
物
語
』と
い
う
作
品

が
、
中
世
に
お
い
て
発
話
と
し
て
意
識
さ
れ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
受
容
過

程
に
お
い
て
作
品
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題

が
浮
上
す
る
。

（
三
）「
声
の
文
化
」
と
行

為

パフォーマンス

文
学
作
品
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
声
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る

と
仮
定
さ
れ
る
場
合
、
受
容
者
に
と
っ
て
は

音

と
し
て
し
か
存
在
し
な
い

こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た

音

と
し
て
受
容
さ
れ
る

文
学
に
つ
い
て
は
、
口
承
文
化
を
そ
の
「
心
理
的
力
学
（p

sy
ch
o
d
y
n
a
m
ics

）」

発
話
行
為
と
語
り

（

）
三



か
ら
究
明
す
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
オ

19
）

ン
グ
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
オ
ン
グ
に
よ

れ
ば
、
文
学
が
文
字
テ
ク
ス
ト
と
い
う
物
質
的
な
存
在
を
持
た
な
い
場
合
は
、

書
か
れ
た
文
字
す
な
わ
ち
具
体
的
な
モ
ノ
と
し
て
の
言
葉
に
対
し
、
受
容
の
際

に
意
識
さ
れ
る
言
葉
は
発
声
と
い
う
オ
コ
ナ
イ
で
あ
る
。「
こ
と
ば
は
、
事
件
で

あ
り
で
き
ご
と
な
の
で

20
）

あ
る
。」
と
こ
ろ
で
、「
で
き
ご
と
」
で
あ
る
音
の
場
合
、

聴
衆
は
聞
く
際
に
そ
れ
を
と
ど
め
る
こ
と
、保
存
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。

音
は
発
生
し
た
途
端
に
消
滅
し
て
し
ま
う
。
口
承
文
化
に
お
い
て
、
言
語
と
は
、

単
に
思
考
を
表
現
す
る
記
号
で
は
な
く
、
行・
動・
の・
様・
式・
で
あ
る
と
、
オ
ン
グ
は

指
摘
す
る
。
人
が
発
話
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
人
が
行
動
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
の
一
方
で
、
言
葉
は
発
生
し
た
途
端
に
消
滅
す
る
た
め
、
口
承
文
芸

に
お
い
て
作
品
が

現
在

す
る
か
否
か
は
、
人
々
が
記
憶
を
呼
び
戻
す
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。「
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
思
い
出

せ
る
と
い
う
こ
と
で

21
）

あ
る
。」そ
し
て
聞
い
た
情
報
を
記
憶
す
る
の
を
容
易
に
す

る
た
め
に
、
そ
の
情
報
は
例
え
ば
直
前
に
い
わ
れ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
を
多
く

含
む
言
い
回
し
や
、
具
体
的
な
印
象
深
い
話
の
形
態
な
ど
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
オ
ン
グ
が
、
文
字
と
の
出
会
い
の
な
い
、
ゆ
え

に
文
字
テ
ク
ス
ト
と
い
う
概
念
が
未
だ
存
在
し
な
い
言
語
芸
術
に
対
し
て
指
摘

し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
い
う
「
声
の
文
化
」
に
お
け
る
文
学

に
つ
い
て
も
、
そ
の
受・
容・
面
に
お
け
る
特
徴
に
鑑
み
れ
ば
適
用
可
能
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
以
下
の
本
文
分
析
を
通
し
て
、
語
り
と
い
う
オ

コ
ナ
イ
と
文
字
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
表
現
構
造
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
き
た
い
。
な
お
、
本
文
分
析
の
対
象
と
し
て
は
覚
一
本
を

22
）

用
い
、
主
に
第
七

巻
か
ら
第
十
一
巻
ま
で
に
お
け
る
合
戦
場
面
｜
｜
広
義
で
合
戦
と
関
連
す
る
場

面
｜
｜
を
扱
う
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
、『
平
家
物
語
』に
お
け
る
語
り
方
や
表

現
構
造
は
場
面
ご
と
に
か
な
り
相
違
し
て
お
り
、
作
中
人
物
の
話
法
も
、
一
方

は
合
戦
場
面
、
他
方
は
貴
族
や
女
性
に
つ
い
て
の
物
語
等
の
場
面
と
で
は
、
か

な
り
異
な
っ
た
使
用
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。『
平
家
物
語
』全
体
に
お

い
て
叙
述
の
話
法
は
統
一
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
異
な
る
種
類
の
場
面
に
お

い
て
相
違

23
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す
る
。
そ
し
て
本
研
究
は
、『
平
家
物
語
』の
他
国
の
叙
事
文
芸
と
の

比
較
を
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
視
点
を
武
士
の
行
動
に
絞
り
、
歴
史
的
動
き

に
お
け
る
武
士
の
自
己
理
解
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
す

る
。

（
四
）
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
見
ら
れ
る
直
接
話
法
と
そ
の
行
為

遂
行
性

本
文
分
析
に
入
る
前
に
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る

語
り
手

と
い
う
用

語
に
内
在
す
る
概
念
を
、
事
前
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
松
尾

24
）

葦
江
が
す
で

に

語
り

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
指
摘
し
た
こ
と
と
同
等
の
問
題
で
あ
る
が
、

『
平
家
物
語
』
研
究
に
お
い
て
は

語
り
手

と
い
う
用
語
の
場
合
で
も
、
そ

の
概
念
が
内
包
す
る
多
様
な
意
味
を
見
分
け
て
い
な
い
研
究
事
例
が
著
し
く
多

い
。
そ
れ
ら
の
意
味
を
整
理
す
る
と
、
語
り
物
に
お
け
る

語
り
手

と
は
、

基
本
的
に
以
下
の
三
つ
の
相
異
な
る
概
念
を
同
時
に
表
現
で
き
る
。

（

）
四
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・
作
品
を
作
っ
た
人
物
す
な
わ
ち
作
者

・
テ
ク
ス
ト
内
部
に
設
定
さ
れ
た
架
空
の
存
在
と
し
て
の
語
り
手

・
語
り
物
が
演
じ
ら
れ
る
時
、
そ
の
具
体
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ー

本
論
で
は
前
記
の
三
つ
の
概
念
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
、

語
り
手

と
い

う
用
語
を
テ
ク
ス
ト
に
内
在
す
る
架
空
の
存
在
と
し
て
の
語
り
手
と
い
う
意
味

に
限
定
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
物
語（
の
文
字
テ
ク
ス
ト
）

を
作
っ
た
人
々
を
指
す
用
語
と
し
て
は
、
一
貫
し
て

作
者

を
使
う
。
ま
た
、

物
語
を
聴
衆
の
前
で
具
体
的
に
演
じ
る
役
割
は
、
原
則
と
し
て

パ
フ
ォ
ー

マ
ー

と
呼
称
す
る
。

さ
て
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
の
合
戦
場
面
を
一
見
す
る
と
、
戦
士
た
ち
の

肉
体
的
な
動
き
や
最
も
激
し
い
戦
闘
が
描
か
れ
て
い
る
場
面
に
お
い
て
、
作
中

人
物
の
直
接
話
法
が
非
常
に
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
、
物
語
が
戦
い
な

ど
の

行
為

を
描
く
こ
と
に
重
点
を
置
く
場
面
で
は
、
作
中
人
物
の

発
話

行
為

が
多
く
描
か
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
話
法
の
効
果
に
よ
り
作
中
人
物
が
む

し
ろ
直
接
登
場
す
る
よ
う
な
印
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
作
中
人
物
が
直
接
語

る
言
葉
が
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
地
の
文
が
ト
書
き

の
よ
う
に
主
に
人
物
の
肉
体
的
な
行
動
を
提
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
セ
リ
フ

の
大
部
分
は
あ
ま
り
冗
長
で
は
な
く
、
短
く
て
自
然
な
音
声
言
語
に
よ
る
言
葉

と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
真
に
迫
る
も
の
で
あ
り
、
な
か
で
も
二

人
以
上
の
対
話
場
面
は
ひ
と
き
わ
精
彩
を
放
っ
て

25
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い
る
。
全
体
的
に
、
戦
い
の

行
動
を
描
写
す
る
場
面
に
お
け
る
作
中
人
物
に
よ
る
発
言
の
比
率
は
非
常
に
高

い
が
、
セ
リ
フ
が
最
も
多
く
て
鮮
や
か
に
使
用
さ
れ
る
場
面
は「
宇
治
川
先
陣
」

「
木
曾
最
期
」「
一
二
之
懸
」「
二
度
之
懸
」「
敦
盛
最
期
」（
第
九
巻
）、「
嗣
信

最
期
」（
第
十
一
巻
）、
さ
ら
に
源
義
経
が
登
場
す
る
す
べ
て
の
場
面
（
例
え
ば

「
老
馬
」（
第
九
巻
）、「
逆
櫓
」「
鶏
合
壇
浦
合
戦
」（
第
十
一
巻
）
な
ど
）
の
な

か
に
見
ら
れ
る
。

な
お
、
演
劇
の
場
合
と
異
な
り
、
語
り
物
で
は
作
中
人
物
ご
と
に
語
り
手
が

振
り
分
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、物
語
の
す
べ
て
は
一
人
の
語
り
手（
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
場
合
は
さ
ら
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

以
下
、
ま
ず
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
話
法
に
つ
い
て
、
作
中
人
物
と
語
り
手

と
の
関
係
を
ま
ず
取
り
上
げ
、
こ
の
点
か
ら
検
討
を
始
め
た
い
。

（
ア
）
直
接
話
法
と
語
り
手

『
平
家
物
語
』に
お
け
る
発
話
行
為
を
見
る
と
、
発
話
場
面
を
明
示
す
る
表
現

が
目
立
つ
。

一
）

木
曾
、「
さ
ら
ば
」
と
て
、
粟
津
の
松
原
へ
ぞ
か
け
た
ま
ふ
。（
第
九

巻
「
木
曾
最
期
」
一
三
三
頁
）

二
）

御
曹
司
、「
あ
れ
は
な
に
も
の
ぞ
」
と
問
た
ま
へ
ば
、「
此
山
の
猟
師

で
候
」
と
申
す
。（
第
九
巻
「
老
馬
」
一
五
二
頁
）

三
）

梶
原
平
三
是
を
聞
き
、「
世
に
あ
ら
ん
と
思
ふ
も
子
供
が
た
め
、
源
太

討
た
せ
て
、
命
い
き
て
も
何
か
は
せ
ん
。
か
へ
せ
や
」
と
て
、
と
ッ

て
か
へ
す
。（
第
九
巻
「
二
度
之
懸
」
一
六
二
頁
）

四
）

梶
原
申
け
る
は
、「
今
度
の
合
戦
に
は
、
舟
に
逆
櫓
を
た
て
候
ば
や
」。

判
官
、「
さ
か
ろ
と
は
な
ん
ぞ
」。
梶
原
、「
馬
は
か
け
ん
と
思
へ
ば
、

（

）
五

発
話
行
為
と
語
り



弓
手
へ
も
馬
手
へ
も
ま
は
し
や
す
し
。
舟
は
き
ッ
と
を
し
も
ど
す
が

大
事
候
。
と
も
へ
に
櫓
を
た
て
ち
が
へ
、
わ
い
か
ぢ
を
入
れ
て
、
ど

な
た
へ
も
や
す
う
を
す
や
う
に
し
候
ば
や
」
と
申
け
れ
ば
、（
後
略
）

（
第
十
一
巻
「
逆
櫓
」
二
六
一
頁
）

五
）

こ
ゝ
を
ば
い
づ
く
と
言
ふ
ぞ
」
と
と
は
れ
け
れ
ば
、「
か
つ
浦
と
申

候
」。（
第
十
一
巻
「
勝
浦
付
大
坂
越
」
二
六
五
頁
）

『
平
家
物
語
』で
は
全
般
的
に
、
作
中
人
物
の
発
話
行
為
自
体
が
語
り
手
の
レ

ベ
ル
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
る（
傍
線
の
箇
所
）。
つ
ま
り
、
か
な
り
の
頻
度

で
、
発
言
直
後
に
お
い
て
「
…
と
て
」
や
「
…
と
申
す
」
な
ど
（
引
用
一
〜
五
）

の
よ
う
な
、
発
言
そ
の
も
の
を
指
示
す
る
表
現
、
ま
た
は
発
言
直
前
に
お
い
て

話
者
を
指
示
す
る
表
現
（
名
前
な
ど
、
引
用
一
〜
四
）
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
多

く
の
場
合
、
引
用
一
、
三
に
お
け
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
両
方
同
時
に

使
用
さ
れ
る
が
、
特
に
生
き
生
き
し
た
対
話
の
場
面
で
は
引
用
二
、
四
、
五
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
表
現
法
に
よ
っ
て
話
者
の
交
替
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
は
文
脈
を
知
ら
な
い
と
話
者
が
誰
か
が
明
確
に
な
ら

な
い
こ
と
が
多
い
が（
引
用
二

26
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、
五
）、
直
接
話
法
そ
の
も
の
の
存
在
は
ほ
と
ん

ど
例
外
な
し
に
、
ど
の
箇
所
に
お
い
て
も
地
の
文
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
作
中
人
物
の
発
言
を
地
の
文
に
お
い
て
明
示
す
れ
ば
、
必
然
的

に
作
品
の
演
劇
的
直
接
性
は
失
わ
れ
、
語
り
手
が
テ
ク
ス
ト
表
層
の
上
で
は
、

む
し
ろ
ど
こ
に
お
い
て
も
仲
介
者
と
し
て
前
面
に
出
て
し
ま
う
。
し
か
し
そ
の

一
方
で
、
以
上
の
よ
う
な
発
話
場
面
を
明
示
す
る
表
現
は
定
型
的
で
あ
り
、
作

品
全
体
に
渡
っ
て
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
対
話
の
場
面
に
お
い
て
語
り
の
声
の
持
ち
主
と
し
て
姿
を
現

す
語
り
手
は
同
時
に
、
む
し
ろ
定
型
的
な
表
現
の
な
か
に
解
消
さ
れ
、
そ
の
結

果
、
語
り
手
の
存
在
そ
の
も
の
も
背
景
に
退
い
て
い
く
印
象
を
与
え
る
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
傾
向
を
最
も
強
く
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
作
中
人
物
の
発
言
が
語

り
手
の
注
釈
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
相
次
い
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
個
所
で
あ

る
。六

）

た
そ
」
と
と
へ
ば
、「
重
親
」
と
こ
た
ふ
。「
い
か
に
大
串
か
」「
さ

ン
候
」。（
第
九
巻
「
宇
治
川
先
陣
」
一
二
四
頁
）

七
）

木
曾
大
に
悦
ン
で
、「
此
勢
あ
ら
ば
、
な
ど
か
最
後
の
い
く
さ
せ
ざ
る

べ
き
。
こ
ゝ
に
し
ぐ
ら
う
で
見
ゆ
る
は
、
た
が
手
や
ら
ん
」。「
甲
斐

の
一
条
次
郎
殿
と
こ
そ
承
候
へ
」。「
勢
は
い
く
ら
ほ
ど
あ
る
や
ら

ん
」。「
六
千
余
騎
と
こ
そ
聞
え
候
へ
」。「
さ
て
は
よ
い
敵
ご
さ
ん
な

れ
。
お
な
じ
う
死
な
ば
、
よ
か
ら
う
敵
に
か
け
あ
ふ
て
、
大
勢
の
中

で
こ
そ
打
死
を
も
せ
め
」
と
て
、
ま
ッ
さ
き
に
こ
そ
す
ゝ
み
け
れ
。

（
第
九
巻
「
木
曾
最
期
」
一
三
〇
〜
一
三
一
頁
）

八
）

梶
原
申
け
る
は
、「
け
ふ
の
先
陣
を
ば
、
景
時
に
た
び
候
へ
」。
判
官
、

「
義
経
が
な
く
は
こ
そ
」。「
ま
さ
な
う
候
。
殿
は
大
将
軍
に
て
こ
そ

ま
し
ま
し
候
へ
」。
判
官
、「
思
ひ
も
よ
ら
ず
、
鎌
倉
殿
こ
そ
大
将
軍

よ
。
義
経
は
奉
行
を
う
け
給
ッ
た
る
身
な
れ
ば
、
た
ゞ
殿
原
と
お
な

じ
事
ぞ
」と
の
給
へ
ば
、
梶
原
先
陣
を
所
望
し
か
ね
て
、「
天
性
こ
の

（

）
六

東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
紀
要

第
38
集



殿
は
、
侍
の
主
に
は
な
り
難
し
」と
ぞ
つ
ぶ
や
き
け
る
。（
第
十
一
巻

「
鶏
合
壇
浦
合
戦
」
二
八
五
〜
二
八
六
頁
）

作
中
人
物
の
言
葉
を
区
分
す
る
語
り
上
の
表
現
を
用
い
な
い
例
は
、
最
も
多

く
の
場
合
、
引
用
六
、
七
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
簡
単
な
問
答
の
形
を
取
り
、
普

通
は
引
用
六
と
同
じ
よ
う
に
問
と
答
え
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
し
か

27
）

な
い
。
セ
リ
フ

が
相
次
い
で
述
べ
ら
れ
る
場
合
は
、
受
容
者
が
作
中
人
物
の
言
葉
を
容
易
に
区

別
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
起
こ
る
。『
平
家
物
語
』の
写
本
に
は
引
用
符「

」

が
ま
だ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
作
品
を
聴
覚

す
る
場
合
よ
り
も
、
黙
読
す
る
場
合
に
問
題
と
な
る
。
だ
が
、
問
答
の
例
に
お

い
て
は
、
話
者
の
交
替
は
発
言
の
内
容
や
表
現
自
体
か
ら
認
識
可
能
で
あ
る
。

ま
た
引
用
八
で
は
義
経
に
対
す
る
梶
原
の
敬
語
表
現
や
呼
び
か
け（「
殿
は
大
将

軍
に
て
」）に
よ
っ
て
、
話
者
の
交
替
が
明
ら
か
に
な
る
。
要
す
る
に
語
り
手
の

媒
介
が
な
い
場
合
、
話
者
の
交
替
は
ど
の
箇
所
に
お
い
て
も
発
言
さ
れ
た
言
葉

自
体
に
よ
っ
て
明
白
に
な
り
、
そ
れ
は
聴
覚
的
受
容
の
場
合
で
も
黙
読
の
場
合

で
も
同
様
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
話
者
の
交
替
は
、

発
言
さ
れ
た
言
葉
そ
の
も
の
以
外
に
も
、パ
フ
ォ
ー
マ
ー
の
音
声
表
現
や
仕
草
、

表
情
と
い
っ
た
要
素
に
よ
り
、
よ
り
明
確
な
形
で
表
現
さ
れ
得
る
。
そ
の
た
め
、

こ
れ
ら
の
よ
う
な
例
の
場
合
、
耳
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
と
い
っ
そ
う
分
か
り

や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。

作
中
人
物
の
語
る
言
葉
と
の
関
連
で
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
人
物
の
（
内

的
）
独
白
場
面
も
ま
た
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
例
を
挙
げ
よ
う
。

九
）

あ
ッ
ぱ
れ
、
み
か
た
に
は
、
か
ね
つ
け
た
る
人
は
な
い
も
の
を
。
平

家
の
君
達
で
お
は
す
る
に
こ
そ
と
思
ひ
、を
し
並
べ
て
む
ず
と
く
む
。

（
第
九
巻
「
忠
教
最
期
」
一
七
〇
〜
一
七
一
頁
）

一
〇
）

い
く
さ
や
ぶ
れ
に
け
れ
ば
、
熊
谷
次
郎
直
実
、「
平
家
の
君
達
、
た

す
け
舟
に
乗
ら
ん
と
汀
の
方
へ
ぞ
落
ち
た
ま
ふ
ら
む
。
あ
ッ
ぱ
れ
よ

か
ら
う
大
将
軍
に
く
ま
ば
や
」
と
て
、
磯
の
方
へ
あ
ゆ
ま
す
る
と
こ

ろ
に
、（
後
略
）（
第
九
巻
「
敦
盛
最
期
」
一
七
四
頁
）

こ
れ
ら
の
例
の
な
か
で
は
引
用
一
〇
は
、声
を
出
し
な
が
ら
の
独
白
で
あ
り
、

そ
れ
に
対
し
て
九
は
明
ら
か
に
内
的
独
白
を
示
し
て
い
る
。
引
用
九
は
、
平
忠

度
（「
忠
教
」
と
も
）
が
敵
で
あ
る
岡
部
の
六
野
太
忠
純
を
あ
ざ
む
き
、
自
分
が

味
方
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
、
忠
純
が
相
手
の
歯
黒
を
見
て
考
え
る
場
面
で

あ
り
、
忠
度
に
は
聞
こ
え
る
は
ず
の
な
い
忠
純
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

点
に
関
連
し
て
重
要
な
の
は
、
物
語
の
次
元
に
お
い
て
発
声
さ
れ
た
と
は
考
え

ら
れ
得
な
い
内
的
独
白
が
、
テ
ク
ス
ト
の
受
容
面
で
は
人
物
の
声
に
よ
る
も
の

と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。例
え
ば
引
用
九
に
お
け
る「
あ
ッ

ぱ
れ
」
は
、
引
用
一
〇
と
同
様
、
音
声
言
語
に
よ
る
感
動
詞
で
あ
り
、
単
語
と

し
て
の
意
味
内
容
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
表
現
が
伝
え
う

る
独
特
な
感
動
は
、
話
者
が
こ
の
語
を
発
声
す
る
行
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
受

容
者
に
伝
達
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
発
言

は
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
の
声
を
借
り
て
実
際
に
発
声
さ
れ
る
。『
平
家
物
語
』
で
は
、

作
中
人
物
の
内
的
考
え
さ
え
も
、
通
常
は
直
接
的
に
発
話
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

人
物
の
内
心
の
状
態
が
明
ら
か
に
な
る
箇
所
に
お
い
て
も
、
語
り
手
は
背
景
に

退
き
作
中
人
物
の
声
を
直
接
登
場
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

（

）
七
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以
上
の
考
察
を
ま
と
め
れ
ば
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
発
話
場
面

で
は
、
作
中
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
を
見
分
け
る
た
め
の
表
現
の
仕
組
み
が
用

い
ら
れ
、
そ
れ
は
発
話
行
為
そ
の
も
の
を
語
り
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
明
確
化
さ

せ
る
効
果
を
持
つ
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
語
り
手
を
媒
介
と
し
た
効
果
で
あ
り
、

書
記
文
芸
に
適
切
な
語
り
方
を
深
く
意
識
し
た
作
者
を
前
提
と
す
る
。
他
方
、

表
現
の
定
型
的
な
性
格
に
よ
り
、
語
り
手
の
姿
は
同
時
に
物
語
の
表
層
か
ら
消

滅
す
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
作
中
人
物
が
語
る
言
葉
そ
の
も
の
を
見
れ
ば
、

そ
れ
は
口
語
的
な
音
声
言
語
と
近
い
文
章
で
あ
る
こ
と
が
注
意
を
引
く
。
例
え

ば
、
覚
一
本
に
は「
さ
ら
ば
」、「
あ
は
や
」、「
あ
っ
ぱ
れ
」、「
か
へ
せ
か
へ
せ
」、

「
何
者
ぞ
」、「
え
い
え
い
」
な
ど
の
表
現
が
頻
出
し
て
自
然
な
音
声
言
語
の
面

影
を
強
め
る
効
果
を
持
つ
。

な
お
、
以
上
考
察
し
て
き
た
表
現
構
造
に
内
在
す
る
可
能
性
は
、
作
品
が
上

演
さ
れ
な
い
と
完
全
に
は
発
揮
さ
れ
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
作
品
中
の
発
話

場
面
に
お
い
て
は
、
語
り
手
が
作
中
人
物
の
述
べ
た
言
葉
に
つ
い
て
語
る
の
で

は
な
く
、
作
中
人
物
の
生
の
声
を
直
接
登
場
さ
せ
る
よ
う
に
語
り
出
す
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
セ
リ
フ
の
部
分
に
お
い
て
は
作
中

人
物
が
実
際
に
登
場
し
発
声
し
、
す
な
わ
ち
行・
動・
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
受
容

さ
れ
う
る
と
思
わ
れ
る
。

（
イ
）

行
動
す
る
話
法

｜
｜
話
法
の
行
為
遂
行
性
に
つ
い
て

次
に
、
発
話
場
面
は
物
語
に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か

と
い
う
問
題
を
、
記
号
論
的
見
地
か
ら
取
り
上
げ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
の
考
察

に
お
い
て
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
通
し
て
受
容
さ
れ
る
劇
の
場
合
、
観
衆
が

作
中
人
物
の
言
葉
を

行
為

と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
観
衆
に
と
っ
て
、
作
中
人
物
は
俳
優
の
姿
で
具
体
的
に
登
場
し
、
直

接
発
声
し
て
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
知
覚
さ
れ
る
。
発
話
行
為
論
に
お
い
て
劇

に
お
け
る
話
法
は
、
そ
の
す
べ
て
が
遂
行
的
（p

erfo
rm
a
tiv

）
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
て

28
）

い
る
。
そ
れ
は
、
劇
の
話
法
に
お
い
て
、J

・L

・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
指

摘
す
る
、
行
動
の
最
も
基
本
的
な
条
件
が
例
外
な
く
効
力
を
発
揮
す
る
か
ら
で

あ
る
。「
人・
が・
言・
葉・
を・
発・
す・
る・
瞬・
間・
に・
は・
、・
言・
葉・
を・
発・
し・
て・
い・
る・
人・
物・
に・
よ・
っ・
て・

行・
わ・
れ・
る・
何
か
が

29
）

あ
る
。」す
な
わ
ち
、
劇
に
お
け
る
作
中
人
物
は
、
発
話
す
る

時
に

発
話
す
る

と
い
う
行
為
を
行
う
。

と
こ
ろ
で
、
同
様
な
こ
と
は
語
り
物
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
場
合
に
も
妥
当

す
る
。
そ
の
場
合
、
作
中
人
物
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
の
口
を
通
し
て
実
際
に
声
を

発
し
て
い
る
と
聴
衆
に
認
知
さ
れ
、
作
中
人
物
が
声
を
上
げ
て
い
る
間
、
語
り

手
は
彼
ら
の
背
後
に
隠
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
『
平
家
物
語
』
は
、
中
世
に
お

け
る
聴
衆
が

文
字
テ
ク
ス
ト

と
い
う
意
識
を
持
た
な
か
っ
た
可
能
性
を
考

慮
に
入
れ
れ
ば
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
通
し
て
受
容
し
た
場
合
、
受
容
者
は
セ

リ
フ
の
部
分
に
お
い
て
作
中
人
物
が
発
話
し
て
い
る
と
認
識
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
記
号
論
上
、
発
話
場
面
は
オ
コ
ナ
イ
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

以
上
の
い
わ
ば
抽
象
的
な
考
察
の
真
偽
を
、
具
体
的
な
例
を
対
象
に
し
て
検

討
し
よ
う
。

一
一
）

御
前
に
候
は
せ
給
ふ
女
房
達
、
二
位
殿
・
丹
後
殿
以
下
一
人
も
は

（

）
八
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た
ら
き
給
は
ず
。「
い
か
に
や
、
い
か
に
」
と
申
さ
れ
け
れ
共
、「
わ

れ
こ
そ
御
ゆ
く
ゑ
知
り
ま
い
ら
せ
た
れ
」
と
申
さ
る
ゝ
人
一
人
も
お

は
せ
ず
。
皆
あ
き
れ
た
る
や
う
な
り
け
り
。（
第
七
巻
「
主
上
都
落
」

四
一
頁
）

一
二
）

瀬
尾
兼
康
は
）聞
ゆ
る
甲
の
者
、
大
ぢ
か
ら
な
り
け
れ
ば
、
木
曾

殿
、「
あ
ッ
た
ら
お
の
こ
を
う
し
な
ふ
べ
き
か
」
と
て
き
ら
ず
。（
第

八
巻
「
瀬
尾
最
期
」
九
三
〜
九
四
頁
）

一
三
）

木
曾
）「
思
ふ
に
何
程
の
事
か
あ
る
べ
き
。
追
懸
て
討
て
」
と
ぞ

の
た
ま
ひ
け
る
。
今
井
四
郎
、「
ま
づ
下
ッ
て
見
候
は
ん
」と
て
、
三

千
余
騎
で
馳
下
る
。（
第
八
巻
「
瀬
尾
最
期
」
九
六
頁
）

一
四
）

其
後
打
物
抜
い
て
、
あ
れ
に
は
せ
あ
ひ
、
こ
れ
に
馳
あ
ひ
き
ッ
て

ま
は
る
に
、
面
を
あ
は
す
る
も
の
ぞ
な
き
。
分
ど
り
あ
ま
た
し
た
り

け
り
。
只
、「
射
と
れ
や
」と
て
、
中
に
と
り
こ
め
、
雨
の
降
る
や
う

に
射
け
れ
ど
も
、
鎧
よ
け
れ
ば
う
ら
か
ゝ
ず
、
あ
き
間
を
射
ね
ば
手

も
負
は
ず
。（
第
九
巻
「
木
曾
最
期
」
一
三
四
頁
）

引
用
一
一
は
、
密
か
に
京
か
ら
落
ち
た
後
白
河
院
の
行
方
を
誰
も
知
ら
な
い

と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
う
し
た
情
報
を
伝
え
る
た
め
に
、
語
り
手
は
直
接
話

法
を
用
い
て
い
る
が
、
極
め
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
発
言
は
、

物
語
の
な
か
で
は
ど
の
人
物
に
よ
っ
て
も
実
際
に
は
発
声
さ
れ
な
い
は
ず
の
も

の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
発
言
は
物
語
が
上
演
さ
れ
る
場
合
、
パ

フ
ォ
ー
マ
ー
の
声
に
よ
っ
て
発
声
さ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
、
本
格
的
な
語
り
の
部
分
、
す
な
わ
ち「
院

の
行
方
を
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
描
写
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
の
声
を
通

し
て
実
際
の
発
話
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
引
用
一
四
で

も
実
際
に
は
語
り
手
が
行
っ
て
い
る
戦
い
の
描
写
に
お
い
て
、
瞬
間
的
に
人
物

（
今
井
兼
平
と
戦
う
敵
達
）
の
叫
び
声
が
聞
こ
え
る
興
味
深
い
場
面
が
見
ら
れ

る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
、
語
り
手
の
媒
介
を
部
分
的
に
否
定
し
て
戦
い
の
臨
場

感
を
強
く
与
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
記
号
論
の
見
地
か
ら
す
れ

ば
、
語
り
手
が
作
中
人
物
の
発
話
を
受
容
者
（
聴
衆
）
の
眼
前
で
展
開
さ
せ
、

効
果
を
挙
げ
る
手
法
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
語
り
方
は
、
合
戦
場

面
に
お
い
て
圧
倒
的
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
な
ど
の
オ
コ
ナ

イ
を
語
る
場
面
で
は
、
同
時
に
（
テ
ク
ス
ト
）
記
号
論
的
な
意
味
で
も
ま
た
、

発
話
と
い
う
オ
コ
ナ
イ
が
成
就
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
引
用

一
二
で
瀬
尾
兼
康
と
い
う
人
物
が
処
刑
さ
れ
な
い
理
由
で
も
、
彼
が
剛
毅
で
力

の
あ
る
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
で
は
な
く
、「
彼
を
殺
す
の
が
惜
し
い
」と
述

べ
た
木
曾
義
仲
の
発
話
行
為
そ
の
も
の
に
依
拠
す
る
。
す
な
わ
ち
、
義
仲
の
言

葉
は
テ
ク
ス
ト
の
内
部
で
行
為
遂
行
的
作
用
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
引
用
一
三
で
は
、
今
井
兼
平
が
義
仲
の
命
令
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
、

彼
の
同
意
が
直
接
発
声
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
に
伝
え
て
い
る
。
引
用
一

二
と
一
三
は
、
合
戦
場
面
で
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
「
…
と
て
、
…
を
す
る
」
と

い
う
行
動
表
現
に
よ
っ
て
引
き
結
ば
れ
る
発
話
場
面
の
代
表
的
な
事
例
で
あ
る

と
と
も
に
、
受
容
面
で
は
、
発
言
の
内
容
に
よ
る
情
報
よ
り
も
、
声
を
発
す
る

こ
と
自
体
が
よ
り
有
効
に
働
く
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
れ
に
引
用
一
一
と
一
四
を

加
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
話
法
は
、
語
り
手
が
何
ら
か
の
内
容
を
伝
え
よ
う

（

）
九

発
話
行
為
と
語
り



と
す
る
た
め
よ
り
も
、
作
中
人
物
に
発
話
と
い
う
行
為
を
行
わ
せ
し
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
使
用
さ
れ
た
表
現
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
、

強
い
行
為
遂
行
性
を
帯
び
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
興
味
深
い
の
が
、
杉
山
康
彦
に
よ
る
「

前
略
）
平
家
物
語

で
は
「
と
思
す
」
と
い
う
よ
う
な
内
心
表
現
は
極
め
て
ま
れ
で
あ
る
。
内
心
を

表
現
す
る
場
合
に
は
多
く
会
話
と
し
て
外
部
に
提
示
さ
れ
る
（

30
）

後
略
）」
こ
と
が

一
般
的
で
あ
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
。

一
五
）

木
曾
殿
、「
お
の
れ
は
と
う
と
う
、
女
な
れ
ば
、
い
づ
ち
へ
も
ゆ
け
。

我
は
打
死
に
せ
ん
と
思
ふ
な
り
。
も
し
人
手
に
か
ゝ
ら
ば
、
自
害
を

せ
ん
ず
れ
ば
、
木
曾
殿
の
最
後
の
い
く
さ
に
、
女
を
具
せ
ら
れ
た
り

け
り
な
ン
ど
言
は
れ
ん
事
も
し
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ

ど
も
、
な
を
落
ち
も
ゆ
か
ざ
り
け
る
が
、（
後
略
）（
第
九
巻
「
木
曾

最
期
」
一
三
二
頁
）

一
六
）

兵
ど
も
う
し
ろ
へ
と
ッ
て
か
へ
す
べ
き
や
う
も
な
し
。
又
さ
き
へ

落
す
べ
し
と
も
見
え
ず
。「
こ
ゝ
ぞ
最
後
」と
申
て
、
あ
き
れ
て
ひ
か

へ
た
る
と
こ
ろ
に
（
後
略
）（
第
九
巻
「
坂
落
」
一
六
五
頁
）

一
七
）

能
登
殿
や
が
て
つ
ゞ
ゐ
て
攻
め
給
へ
ば
、
一
日
一
夜
ふ
せ
き
た
ゝ

か
ひ
、
安
摩
の
六
郎
、
園
辺
兵
衛
か
な
は
じ
と
や
思
ひ
け
ん
、
家
子
・

朗
等
に
防
矢
射
さ
せ
、
身
が
ら
は
に
げ
て
京
へ
の
ぼ
る
。（
第
九
巻

「
六
ヶ
度
軍
」
一
四
二
頁
）

一
八
）

能
登
守
教
経
は
、
度
々
の
い
く
さ
に
一
度
も
不
覚
せ
ぬ
人
の
、
今

度
は
い
か
ゞ
思
は
れ
け
ん
、
う
す
黒
と
い
ふ
馬
に
乗
り
、
西
を
さ
い

て
ぞ
落
た
ま
ふ
。（
第
九
巻
「
坂
落
」
一
六
六
〜
一
六
七
頁
）

一
九
）

阿
波
民
部
重
能
は
、
こ
の
三
が
ね
ん
が
あ
ひ
だ
、
平
家
に
よ
く
よ

く
忠
を
つ
く
し
、
度
々
の
合
戦
に
命
を
を
し
ま
ず
ふ
せ
き
た
ゝ
か
ひ

け
る
が
、
子
息
田
内
左
衛
門
を
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
て
、
い
か
に
も

か
な
は
じ
と
や
思
ひ
け
ん
、
た
ち
ま
ち
に
心
が
は
り
し
て
、
源
氏
に

同
心
し
て
ん
げ
り
。（
第
一
一
巻
「
遠
矢
」
二
九
二
頁
）

引
用
一
五
で
は
義
仲
が
最
期
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
戦
場
か
ら
、
彼
が
巴
を
送

り
帰
す
理
由
が
、
ま
た
引
用
一
六
で
は
坂
を
下
る
兵
士
た
ち
の
恐
怖
が
、
そ
れ

ぞ
れ
作
中
人
物
が
直
接
話
法
で
述
べ
る
言
葉
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
そ
う
し
た
語
り
の
手
法
は
合
戦
場
面
に
お
い
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
、
例
え

ば
身
分
の
高
い
敵
と
戦
い
た
い
と
い
う
熊
谷
直
実
の
望
み
（「
敦
盛
最
期
」、
引

用
一
〇
参
照
）
な
ど
を
表
現
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
引
用
一
七

〜
一
九
は
作
中
人
物
が
自
分
の
内
心
に
つ
い
て
述
べ
な
い
限
り
、
語
り
手
も
彼

ら
の
態
度
に
つ
い
て
明
確
な
叙
述
が
で
き
な
い
と
い
う
興
味
深
い
例
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
常
套
句
的
な
「
と
や
思
ひ
け
ん
」
な
ど
の
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
語
り
手
は
作
中
人
物
の
肉
体
的
動
き
か
ら
し
か
内
心
に
あ
る
動
機
を

推
測
で
き
な
い
。
引
用
一
五
〜
一
九
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
事
例
か
ら
明
白
に
な

る
の
は
、
基
本
的
に
語
り
手
が
作
中
人
物
の
内
心
に
つ
い
て
自
由
に
描
写
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
作
中
人
物
に
対
し
何
ら
か
の
行
動
｜
｜
そ
れ
は
発
話
行

為
で
あ
っ
て
も
肉
体
的
動
き
で
あ
っ
て
も
｜
｜
を
行・
わ・
せ・
る・
こ
と
に
よ
っ
て
物

語
を
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
覚
一
本
に
お
け
る
話
法
に
お
い
て

は
、語
り
手
は
作
中
人
物
に
直
接
、発
話
と
い
う
行
為
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

（

）
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て
語
り
を
構
築
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
の
発
話
場
面

は
真
の

行
動
す
る
話
法

な
の
だ
と
い
え
る
。

な
お
、
記
号
論
上
に
お
け
る
話
法
の
遂
行
的
性
格
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
事

例
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

二
〇
）

佐
々
木
、
あ
ぶ
み
ふ
ン
ば
り
立
ち
あ
が
り
、
大
音
声
を
あ
げ
て
名

の
り
け
る
は
、「
宇
多
天
皇
よ
り
九
代
の
後
胤
、
佐
々
木
三
郎
秀
義
が

四
男
、
佐
々
木
四
郎
高
綱
、
宇
治
河
の
先
陣
ぞ
や
。
わ
れ
と
思
は
ん

人
々
は
、
高
綱
に
く
め
や
」
と
て
お
め
い
て
か
く
。（
第
九
巻
「
宇
治

川
先
陣
」
一
二
三
頁
）

引
用
二
〇
は
、『
平
家
物
語
』に
よ
く
見
ら
れ
る
、
戦
い
の
前
に
名
乗
り
を
上

げ
る
場
面
の
も
の
で
あ
る
。
傍
線
を
引
い
た
箇
所
は
、
名
乗
り
の
場
面
で
頻
繁

に
用
い
ら
れ
る
決
ま
り
文
句
で
あ
り
、
残
り
の
大
部
分
も
ト
ポ
ス
の
よ
う
な
定

型
的
な
表
現
で
あ
る
。
な
か
で
も
重
要
な
の
は
、
高
綱
の
発
言
そ
の
も
の
が
物

語
の
展
開
上
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
物
語

ら
れ
る
武
士
の
名
乗
り
そ
の
も
の
は
、
発
話
直
前
の
「
大
音
声
を
あ
げ
て
名
の

り
け
る
」
と
い
う
言
い
方
に
よ
っ
て
す
で
に
完
遂
さ
れ
、
彼
の
直
接
話
法
に
至

ら
な
く
と
も
物
語
は
充
分
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

物
語
の
展
開
上
、高
綱
の
直
接
話
法
は
余
分
な
反
復
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

名
乗
り
場
面
の
発
言
が
果
た
す
役
割
は
む
し
ろ
、
地
の
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

名
乗
り
と
い
う
行
為
を
実
際
に
行・
わ・
せ・
る・
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
読
書
の
場
合

よ
り
も
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
な
か
で
よ
り
効
果
的
な
表
現
形
式
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
本
節
の
考
察
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』

に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
直
接
話
法
が
物
語
の
筋
を
展
開
さ
せ
る
上
で
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
一
方
、
受
容
面
で
は
作
中
人
物
に
よ
る
発
話
が
具
体
的

な
オ
コ
ナ
イ
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
確
か
に
『
平
家
物
語
』

は
演
劇
性
が
弱
く
、
語
り
手
の
姿
も
明
確
な
形
を
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

他
方
で
は
、
語
り
手
が
作
中
人
物
に
声
を
発
さ
せ
る
べ
く
直
接
話
法
を
多
用
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
の
語
り
手
が
知
り
得
る
の
は
作

中
人
物
の
発
話
行
為
を
含
め
た
外
部
の
動
き
の
み
で
あ
っ
て
、
作
中
人
物
の
内

面
を
自
ら
の
言
葉
で
語
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
語
り
が

受
容
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
受
容
者
は
作
中
人
物
が
声
を
発
し
て
い
る
も
の

と
し
て
受
け
と
め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
語
り
方
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の

可
能
性
を
強
く
意
識
し
た
作
者
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
は
ず
の
表
現
形
式
で
あ

る
。
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
極
め
て
多
用
さ
れ
て
い
る
直
接
話
法
は
、

物
語
の
次
元
に
お
い
て
プ
ロ
ッ
ト
を
展
開
さ
せ
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
記
号
論

の
見
地
か
ら
も
、
受
容
過
程
に
お
い
て
発
話
に
よ
る
作
品
の
行
為
遂
行
性
を
強

く
働
か
せ
る
た
め
に
、
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
形
式
な
の
で
あ
る
。

（
ウ
）
話
法
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
描
か
れ
方

『
平
家
物
語
』に
お
け
る
直
接
話
法
で
は
さ
ら
に
、
引
用
二
一
の
よ
う
な
、
話

者
が
匿
名
の
作
中
人
物
で
あ
る
事
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。

二
一
）

薩
摩
守
忠
教
は
、
い
づ
く
よ
り
や
か
へ
ら
れ
た
り
け
ん
、
侍
五
騎
、

童
一
人
、
わ
が
身
と
も
に
七
騎
取
ッ
て
返
し
、
五
条
の
三
位
俊
成
卿

（

）

一
一

発
話
行
為
と
語
り



の
宿
所
に
お
は
し
て
見
給
へ
ば
、
門
戸
を
と
ぢ
て
開
か
ず
。「
忠
教
」

と
名
の
り
給
へ
ば
、「
お
ち
う
と
帰
り
き
た
り
」と
て
、
そ
の
内
さ
は

ぎ
あ
へ
り
。（
第
七
巻
「
忠
教
都
落
」
四
八
頁
）

話
者
が
匿
名
で
あ
る
事
例
は
、
場
面
の
臨
場
感
を
強
め
、
語
り
手
の
仲
介
を

隠
す
効
果
を
も
た
ら
す
。
引
用
二
一
は
京
を
落
ち
て
い
く
平
忠
度
ら
が
俊
成
の

屋
敷
に
着
い
た
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
匿
名
の
作
中
人
物
が

語
り
手
の
口
を
通
し
て
突
然
声
を
上
げ
、
あ
た
か
も
そ
の
者
が
直
接
語
り
の
場

に
居
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
で
は
、

匿
名
の
人
物
に
つ
い
て
何
の
解
説
も
施
さ
な
い
た
め
に
、
語
り
手
が
仲
介
者
と

し
て
顕
在
化
し
な
い
。
匿
名
の
作
中
人
物
は
語
り
手
と
い
う
媒
介
が
な
い
か
の

よ
う
に
自
ず
か
ら
発
話
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
の
行
為
遂
行
性
を
強
め

る
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
前
記
の
よ
う
な
、
匿
名
の
話
者
が
登
場
す
る
事
例
は
少
数
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
、
複
数
の
人
々
が
一
緒

に
声
を
上
げ
て
一
人
の
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
直
接
発
話
す
る
事
例
で
あ

る
。二

二
）

平
家
の
方
に
は
、「
よ
し
、
を
と
な
せ
そ
。
敵
に
馬
の
足
を
つ
か
ら

か
さ
せ
よ
。
矢
だ
ね
を
射
尽
さ
せ
よ
」
と
て
、
あ
ひ
し
ら
ふ
も
の
も

な
か
り
け
り
。（
第
九
巻
「
一
二
之
懸
」
一
五
五
頁
）

こ
う
し
た
集
団
的
な
直
接
話
法
は
、
複
数
の
人
々
の
自
然
な
発
声
で
は
な
く

強
く
様
式
化
さ
れ
た
表
現
法
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
語
り
手
の
媒
介
が
最
も
明

瞭
と
な
る
表
現
の
手
法
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
極
め
て
興

味
深
い
こ
と
に
、
こ
う
し
た
語
り
方
に
よ
っ
て
語
り
手
は
、
複
数
の
人
々
に
つ

い
て
物・
語・
る・
と
い
う
よ
り
も
彼
ら
自
身
に
発
話
さ
せ
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
の
声
を

通
し
て
聴
衆
の
前
に
実
際
に
彼
ら
を
登・
場・
さ・
せ・
る・
。
つ
ま
り
、
個
々
の
作
中
人

物
、さ
ら
に
匿
名
の
話
者
の
場
合
と
同
様
に
、語
り
手
は
語
ら
れ
る
多
数
の
人
々

と
同
化
し
て
、
語
り
手
自
身
は
背
景
に
退
き
、
そ
の
意
味
で
媒
介
と
し
て
の
語

り
が
部
分
的
に
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。

引
用
二
二
の
な
か
で
も
、
特
に
「
よ
し
」
と
い
う
語
は
注
目
さ
れ
る
。
す
で

に
引
用
九
と
一
〇
に
お
け
る
「
あ
っ
ぱ
れ
」
に
関
し
て
指
摘
し
た
の
と
同
様
に
、

「
よ
し
」
も
音
声
言
語
に
よ
る
感
動
詞
で
あ
り
、
そ
の
点
で
表
現
と
し
て
の
意

味
は
話
者
の
感
動
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
感
動
は
語
の
意
味
内

容
よ
り
も
、
こ
の
語
が
具
体
的
に
発
声
さ
れ
る
行
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
受
容

者
に
伝
達
さ
れ
る
。つ
ま
り
、物
語
に
お
け
る
一
人
の
声
を
用
い
て
多
数
の
人
々

に
直
接
発
言
さ
せ
る
と
い
う
語
り
方
か
ら
は
、
そ
れ
ら
が
聴
衆
の
前
で
直
接
唱

詠
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ

る
。複

数
の
人
物
が
一
斉
に
声
を
上
げ
る
と
い
う
語
り
方
に
よ
り
、
極
め
て
多
様

で
広
大
な
諸
物
語
を
内
在
さ
せ
て
い
る
『
平
家
物
語
』
の
語
り
手
は
、
自
身
の

介
在
を
部
分
的
に
隠
し
、
作
中
人
物
た
ち
を
し
て
直
接
聴
衆
に
対
し
て
声
を
上

げ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
物
語
を
一
つ
の
発
話
場
面
と
関
連

さ
せ
て
い
る
例
と
し
て
、次
の
よ
う
な
直
接
話
法
の
用
い
方
も
注
目
に
値
す
る
。

二
三
）

木
曾
左
馬
頭
、
平
家
の
方
へ
使
者
を
奉
て
、「
京
こ
へ
御
の
ぼ
り
候

へ
。
ひ
と
つ
に
な
ッ
て
東
国
攻
め
む
」
と
申
た
れ
ば
、
大
臣
殿
は
よ

（
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ろ
こ
ば
れ
け
れ
ど
も
、
平
大
納
言
・
新
中
納
言
、「
さ
こ
そ
世
す
ゑ
に

て
候
と
も
、
義
仲
に
か
た
ら
は
れ
て
、
宮
こ
へ
帰
り
入
ら
せ
給
は
ん

事
、
し
か
る
べ
う
も
候
は
ず
。
十
善
帝
王
、
三
種
神
器
を
帯
し
て
わ

た
ら
せ
給
へ
ば
、
甲
を
脱
ぎ
、
弓
を
は
づ
い
て
降
人
に
是
へ
参
れ
と

は
仰
候
べ
し
」と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
此
様
を
御
返
事
あ
り
し
か
ど
も
、

木
曾
も
ち
ゐ
奉
ら
ず
。（
第
八
巻
「
法
住
寺
合
戦
」
一
一
二
頁
）

こ
の
引
用
に
お
い
て
、
複
雑
な
物
語
を
直
接
の
発
話
場
面
に
帰
す
る
手
法
と

し
て
は
三
つ
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、「
平
大
納
言
、
新
中
納
言
」の
話

者
（
平
時
忠
・
知
盛
）
に
よ
っ
て
、
前
述
し
た
複
数
の
人
物
に
よ
る
話
法
と
重

な
る
も
の
が
用
い
ら
れ
る（
傍
線
の
箇
所
を
参
照
）。
そ
れ
に
加
え
て
重
要
な
の

は
、
最
初
の
義
仲
に
よ
る
発
言
は
直
接
義
仲
そ
の
人
の
口
か
ら
発
言
さ
れ
る
よ

う
に
描
写
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
の
内
部
に
お
い
て
は
む
し
ろ
義
仲

に
派
遣
さ
れ
た
使
者
の
声
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
た
内
容
を
示
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る（
波
線
の
箇
所
を
参
照
）。
作
中
人
物
の
セ
リ
フ
を
通
し
て
場
所
が
離
れ
て

い
る
会
話
の
相
手
に
直
接
声
を
上
げ
さ
せ
る
と
い
う
こ
の
手
法
は『
平
家
物
語
』

に
か
な
り
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
発
言
も
受
容
過
程
に
お
い
て
、

聴
衆
よ
り
義
仲
自
身
の
声
に
よ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
し
か
も
極
め
て

興
味
深
い
こ
と
に
、
平
時
忠
・
知
盛
が
と
も
に
口
に
す
る
言
葉
の
な
か
に
、
も

う
一
つ
の
直
接
話
法
と
し
て
彼
ら
に
語
ら
れ
、
表
現
さ
れ
る
一
文
が
含
ま
れ
て

い
る
の
が
認
め
ら
れ
る（
点
線
の
箇
所
を
参
照
）。
つ
ま
り
、
時
忠
、
知
盛
両
者

は
、
宗
盛
（
大
臣
殿
）
が
発
言
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
言
葉
を
、
ま
さ
に
宗

盛
が
直
接
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
宗
盛
が

そ
の
よ
う
に
返
事
し
た
と
語
り
手
の
説
明
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
覚
一
本『
平

家
物
語
』
に
お
い
て
は
作
中
人
物
が
自
分
の
発
言
の
な
か
で
他
の
人
物
に
帰
さ

れ
る
べ
き
セ
リ
フ
を
述
べ
る
事
例
も
か
な
り
多
く
見
ら
れ
、
そ
こ
で
は
作
中
人

物
が
語
り
手
と
同
様
に
表
現
主
体
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

31
）

な
る
。
極
め
て
様

式
化
さ
れ
た
表
現
構
造
で
あ
る
が
、
他
の
作
中
人
物
の
発
言
を
間
接
的
に
描
写

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
直
接
発
声
さ
せ
る
形
と
し
て
伝
え
る
こ
と
に
よ

り
、
作
者
は
明
ら
か
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
的
な
効
果
を
狙
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。ま

た
、『
平
家
物
語
』で
は
手
紙
、
院
旨
や
宣
旨
な
ど
の
仰
せ
、
歌
な
ど
と
い
っ

た
、
書
記
的
な
文
章
も
、
語
り
手
が
こ
れ
ら
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の

引
用
の
よ
う
に
語
り
の
地
の
文
章
が
突
然
発
話
行
為
の
様
相
を
帯
び
る
。

二
四
）

宮
よ
り
も
又
常
は
御
を
と
づ
れ
あ
り
け
り
。「
旅
の
空
の
あ
り
さ

ま
、
お
ぼ
し
め
し
や
る
こ
そ
心
ぐ
る
し
け
れ
。
宮
こ
も
い
ま
だ
し
づ

ま
ら
ず
」な
ン
ど
あ
そ
ば
ひ
て
、
お
く
に
は
一
首
の
歌
ぞ
あ
り
け
る
。

人
知
れ
ず
そ
な
た
を
し
の
ぶ
こ
ゝ
ろ
を
ば
か
た
ぶ
く
月
に
た
ぐ

へ
て
ぞ
や
る

（
第
九
巻
「
三
草
勢
揃
」
一
四
五
頁
）

二
五
）

今
井
・
樋
口
・
楯
・
禰
井
と
て
、
木
曾
が
四
天
王
の
、
そ
の
ひ
と

つ
な
り
。
こ
れ
ら
を
な
だ
め
ら
れ
む
は
、
養
虎
の
愁
あ
る
べ
し
」
と

て
、
殊
に
沙
汰
あ
ッ
て
、
誅
ら
れ
け
る
と
ぞ
聞
え
し
。（
第
九
巻「
樋

口
被
討
罰
」
一
三
八
頁
）

引
用
二
四
に
お
い
て
は
、
梶
井
の
宮
と
い
う
人
物
が
直
接
登
場
す
る
わ
け
で

（
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は
な
く
、
語
り
手
は
梶
井
の
宮
が
書
い
た
手
紙
と
歌
を
引
用
し
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
し
か
し
、『
平
家
物
語
』が
中
世
に
お
け
る
受
容
者
に
文
字
テ
ク
ス
ト
と

し
て
で
は
な
く
発
話
行
為
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
を
考
慮
に

入
れ
れ
ば
、
そ
こ
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
の
声
と
書
か
れ
た
手
紙
を
と
も
に
媒
介
と

し
て
、
む
し
ろ
梶
井
の
宮
そ
の
人
の
声
が
直
接
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
受
容
さ
れ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
同
じ
こ
と
は
引
用
二
五
に
お
け
る
、
後
白
河
院
に
よ
る
仰

せ
の
描
写
に
も
見
ら
れ
る
。
源
範
頼
と
義
経
の
兄
弟
が
、
院
に
樋
口
次
郎
兼
光

を
助
命
し
て
く
れ
る
よ
う
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
院
に
拒
ま
れ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
場
面
で
あ
る
が
、こ
こ
に
は
源
兄
弟
と
後
白
河
院
は
直
接
登
場
し
て
い
な
い
。

語
り
手
は
地
の
文
中
で
院
の
仰
せ
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ

が
、
そ
の
よ
う
な
語
り
手
に
よ
る
叙
述
の
な
か
で
、
突
然
仰
せ
の
部
分
が
院
の

直
接
話
法
に
変
わ
っ
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば
聴
衆
は
、
彼
ら
が
手
紙
と
歌
お
よ

び
仰
せ
を
、
文
字
テ
ク
ス
ト
と
い
う
モ
ノ
と
し
て
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
梶
井
の
宮
が
全
真
に
対
し
て
直
接
発
言
す
る
オ
コ
ナ
イ
、
歌
の
朗
詠
を
す

る
オ
コ
ナ
イ
、
院
が
命
令
す
る
オ
コ
ナ
イ
と
し
て
目
の
前
で
な
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
受
容
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
要
約
す
る
と
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
で
は
物
語
自
体
を
直

接
の
言
語
行
為
と
し
て
受
容
さ
せ
る
べ
く
語
り
手
の
媒
介
を
隠
す
た
め
、
個
々

の
作
中
人
物
に
よ
る
セ
リ
フ
に
加
え
、
匿
名
の
話
者
や
、
と
り
わ
け
複
数
の
話

者
に
よ
る
集
団
的
な
直
接
話
法
を
活
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
極
め
て
複
雑
で
幅

の
広
い
物
語
を
語
る
『
平
家
物
語
』
で
は
、
作
中
人
物
の
声
が
物
語
内
部
に
お

い
て
使
者
の
口
上
や
手
紙
な
ど
を
媒
介
と
す
る
表
現
法
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、

そ
れ
ら
は
語
り
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
場
で
の
受
容
に
お
い
て
、
あ
た
か

も
作
中
人
物
の
声
そ
の
も
の
の
ご
と
く
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
た
作
品
の
話
法
に
お
け
る
表
現
構
造
を
見
れ
ば
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
が

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

（
五
）
お
わ
り

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
明
ら
か
な
の
は
、
覚
一
本
『
平
家

物
語
』
で
極
め
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
直
接
話
法
に
お
い
て
、
語
り
手
が

語
り
の
な
か
で
の
自
分
自
身
の
介
在
を
隠
そ
う
と
し
つ
つ
、
物
語
そ
の
も
の
を

聴
衆
の
目
前
で
直
接
的
に
生
起
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。『
平
家
物
語
』は
物
語
的
叙
述
の
多
様
性
に
優
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
語
り

手
の
存
在
も
明
瞭
で
あ
る
が
、
語
り
手
に
よ
る
地
の
語
り
部
分
に
お
い
て
も
、

引
用
な
ど
を
用
い
作
中
人
物
そ
の
も
の
が
直
接
受
容
者
（
聴
衆
）
に
対
し
て
声

を
発
し
、
働
き
か
け
る
よ
う
な
効
果
を
持
つ
表
現
技
法
が
目
立
つ
。

そ
れ
に
対
応
し
て
、
作
品
に
お
け
る
直
接
話
法
は
言
語
記
号
論
で
い
う
行
為

遂
行
的
な
意
味
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
発
話
場
面
に
お
い
て
語
り
手
は
、
作
中
人

物
を
し
て
あ
た
か
も
発
話
さ
せ
る
よ
う
に
語
り
、
何
ら
か
の
テ・
ク・
ス・
ト・
で
は
な

く
、
発・
声・
と
い
う
オ
コ
ナ
イ
の
伝
達
を
達
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
は
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
が
指
摘
し
た
「
声
の
文
化
」

に
お
け
る
文
学
｜
｜
作
品
は
文
字
テ
ク
ス
ト
と
し
て
で
は
な
く
、
発
話
と
い
う

（

）
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行
為
と
し
て
受
容
さ
れ
る
｜
｜
に
適
し
た
表
現
構
造
を
有
効
に
働
か
せ
て
い

る
。こ

う
し
た
語
り
方
の
受
容
者
へ
の
作
用
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、

作
品
が
語
り
手
の
介
在
を
経
な
い
具
体
的
な
オ
コ
ナ
イ
と
し
て
受
容
さ
れ
る
過

程
に
お
い
て
、
作
品
は
人
々
の
知
的
理
解
よ
り
も
、
彼
ら
の
情
緒
に
訴
え
る
も

の
と
な
る
。
ま
た
、
最
も
重
要
な
の
は
、
受
容
者
が
物
語
中
で
語
ら
れ
る
事
件

に
つ
い
て
聴
く
と
い
う
中
立
的
立
場
を
離
れ
、
実
際
に
事
件
が
起
こ
る
様
子
を

目
撃
す
る
か
の
よ
う
に
、
語
り
を
受
け
取
る
点
で
あ
る
。
語
り
手
は
そ
の
物
語

に
つ
い
て
語
る
の
で
は
な
く
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
の
発
声
す
る
声
を
通
し
て
物
語

そ
の
も
の
を
生
起
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
受
容
者
は
自
ら
物
語
の
遂
行
を

体
験
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
受
容
の
あ
り
方
は
、
社
会
の
自
己
理

解
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
歴
史
的
語
り
の
場
合
、
極
め
て
意
義
深
い
。
つ
ま
り
、

あ
る
社
会
に
生
き
て
い
る
人
々
は
語
り
に
お
い
て
そ
の
社
会
の
歴
史
の
な
か
で

起
こ
っ
た
事
件
の
遂
行
を

目
撃

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
的
事
件
そ
の
も

の
も
ま
た
証
明
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
事
件
は

実
際
に
起
こ
っ
た
事
件
で
は
な
く
、
そ
の
語
り
が
生
ま
れ
た
時
代
に
、
人
間
の

社
会
が
歴
史
的
事
件
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
社
会
に

お
い
て
は
、
人
々
の
意
識
の
な
か
で
生
き
て
い
る

歴
史

の
イ
メ
ー
ジ
が
語

り
を
通
し
て
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
理

解
を
繰
り
返
し
て
肯
定
す
る
。
つ
ま
り
語
り
は
、
物
語
を
受
容
者
の
前
で
生
起

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

歴
史

と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
事
件
を
受
容
者
で

あ
る
聴
衆
に
再
び
体
験
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
語
り
と

歴
史

の
関
係
は
、『
平
家
物
語
』
の
名
乗
り
場
面
に
お

い
て
極
め
て
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。
名
乗
り
場
面
に
お
け
る
セ
リ
フ
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ら
が
物
語
展
開
上
あ
ま
り
意
味
を
持
た
ず
、
む
し
ろ
名
乗
り
と
い
う

行
為
を
実
際
に
行
わ
せ
る
役
割
を
果
た
す
点
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
語
り
が
生
ま
れ
た
武
士
社
会
に
お
い
て
、
合
戦
の
場
合

名
乗
り
を
上
げ
る
の
は
、
武
功
を
表
明
し
て
武
士
と
し
て
の
名
声
を
要
求
す
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
役
割
は
、
な
か
で
も
相
手
の
首
を
取
っ
た

後
に
名
乗
り
を
上
げ
る
場
面
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

二
六
）

お
き
あ
が
ら
ん
と
す
る
所
に
、猪
俣
う
へ
に
む
ず
と
乗
り
か
ゝ
り
、

や
が
て
越
中
前
司
が
腰
の
刀
を
抜
き
、
鎧
の
草
摺
ひ
き
あ
げ
て
、
つ

か
も
こ
ぶ
し
も
と
を
れ
を
れ
と
、
三
刀
さ
い
て
頸
を
と
る
。
さ
る
程

に
、
人
見
の
四
郎
、
落
ち
あ
ふ
た
り
。
か
様
の
時
は
論
ず
る
事
も
あ

り
と
思
ひ
、
太
刀
の
さ
き
に
つ
ら
ぬ
き
、
た
か
く
さ
し
あ
げ
、
大
音

声
を
あ
げ
て
、「
こ
の
日
来
鬼
神
と
聞
え
つ
る
平
家
の
侍
、
越
中
前
司

盛
俊
を
ば
、
猪
俣
の
小
平
六
則
綱
が
討
ッ
た
る
ぞ
や
」と
名
の
ッ
て
、

其
日
の
高
名
の
一
の
筆
に
ぞ
付
に
け
る
。（
第
九
巻「
越
中
前
司
最
期
」

一
六
九
〜
一
七
〇
頁
）

人
見
の
四
郎
と
い
う
味
方
が
近
づ
こ
う
と
し
た
時
に
、
敵
（
平
盛
俊
）
の
首

を
取
っ
た
猪
俣
の
小
平
六
則
綱
が
、
後
に
四
郎
が
盛
俊
を
討
ち
取
っ
た
か
の
よ

う
に
主
張
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
自
分
の
武
功
を
名
乗
り
、
さ
ら
に
、
則

綱
の
戦
功
が
名
乗
っ
た
通
り
に
合
戦
の
記
録
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
場

面
で
あ
る
。
こ
の
描
写
か
ら
は
、
武
功
を
認
め
て
も
ら
う
た
め
に
は
証
拠
を
上

（

）
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げ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
名
乗
り
に
よ
っ
て
人
々
に
自
分
の
戦
功
を
目

撃
さ
せ
、
承
認
さ
せ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
物
語
の
上
演
に
お
い
て
、
則

綱
の
武
功
の
名
乗
り
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
の
声
を
通
し
て
聴
衆
の
眼
前
で
繰
り
返

し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
上
の
事
実
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
則

綱
の
武
功
は
改
め
て
承
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
、

社
会
の
集
団
意
識
の
担
い
手
で
あ
る
聴
衆
は
伝
承
さ
れ
て
い
る
出
来
事
を
自
分

自
身
で
目
撃
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
伝
承
は
ま
さ
に

真
実

と

し
て
受
容
者
の
意
識
に
刻
み
つ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
し
『
平
家

物
語
』
は
、
社
会
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
歴
史
上
の
出
来
事
を
過
去
の
真
実
、
す
な

わ
ち

歴
史

と
し
て
肯
定
さ
せ
る
効
果
を
も
持
つ
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
は
、
個
々
の
受
容
者
の
個
人
的
な
歴
史
意
識
に
訴
え
る
効
果
で

は
な
く
、
受
容
者
が
社
会
の
成
員
と
し
て
集
団
的
に
意
識
す
る
歴
史
の
イ
メ
ー

ジ
に
訴
え
る
効
果
で
あ
る
。
過
去
か
ら
の
伝
承
が
史
実
と
し
て
承
認
さ
れ
る
た

め
に
は
、
社
会
の
全
体
（
あ
る
い
は
あ
る
社
会
の
権
力
を
保
持
す
る
集
団
）
に

承
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
で
、『
平
家
物
語
』が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の

な
か
で
集・
団・
的・
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
を
通
し
て
集
団
的
に
体
験
さ
れ
た
事
件
や
感
情
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
共・
有・

さ
れ
た
体
験
で
あ
り
、
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

真
実

と
な
る
。『
平
家
物

語
』
は
物
語
を
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
な
か
で
直
接
起
こ
っ
た
か
の
よ
う
な
出

来
事
と
し
て
聴
衆
に
共
同
体
的
な
形
で
追
体
験
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
り

わ
け
受
容
者
の
集
団
と
し
て
の
自
己
理
解
を
目
的
と
し
て
語
る
の
で
あ
る
。
作

品
が
出
来
事
を
受
容
者
に
発
話
行
為
を
通
し
て
集
団
的
に
体
験
さ
せ
る
と
い
う

こ
と
は
、
作
品
が
成
立
当
時
の
社
会
集
団
の
自
己
理
解
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

以
上
、
欧
米
に
お
け
る
口
承
文
芸
論
の
見
地
か
ら
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』

の
合
戦
場
面
に
見
ら
れ
る
発
話
行
為
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
今
後
の
課
題

の
枠
組
に
つ
い
て
も
簡
潔
に
述
べ
た
い
。
ま
ず
、
本
論
の
分
析
結
果
は
、『
平
家

物
語
』
を
ド
イ
ツ
の
中
世
叙
事
詩
で
あ
る
『
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
（N

ibelu
n
-

gen
lied

）』
と
対
照
し
た
研
究
結
果
（
未
発
表
）
の
一
部
で
も

32
）

あ
る
。
そ
う
し
た

研
究
の
最
も
一
般
的
な
目
的
は
、『
平
家
物
語
』を
世
界
各
国
の
叙
事
詩
伝
統
と

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
日
本
の
物
語
伝
統
も
、
国
際
的
に
行
わ
れ
て

い
る
叙
事
詩
・
口
承
文
芸
を
課
題
と
す
る
研
究
の
対
象
に
な
り
う
る
の
を
証
明

す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
で
『
平
家
物
語
』
研
究
の
国
際
化
に
貢
献
す
る
試

み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
軍
記
物
語
研
究
の
国
際
化
が
求
め
ら
れ

て
い
る
現
在
、や
り
が
い
の
あ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、『
平
家
物
語
』を
、
例
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ホ
メ
ロ
ス
作
品
や
中
世

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
叙
事
詩
と
対
比
し
詳
細
に
分
析
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
れ
ら
の

作
品
の
間
に
あ
る
相
違
点
が
な
お
さ
ら
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。し
か
し
、

そ
う
し
た
事
実
は
他
方
、『
平
家
物
語
』が
日
本
特
有
の
物
語
伝
統
の
典
型
で
あ

り
、
他
国
の
物
語
伝
統
と
比
較
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
叙
事
詩
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ホ
メ
ロ
ス
作
品
を
比

較
し
て
も
、
両
者
の
間
に
は
『
平
家
物
語
』
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
叙
事
詩
の
間
に

見
ら
れ
る
ほ
ど
の
異
質
性
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
す
べ
て
は
、
口

承

オーラリティと
書
承

リテラシー
と
い
う
媒
体
が
並

（

）
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存
し
て
互
い
に
刺
激
を
与
え
合
う
状
態
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
と
い
う
点

で
、
共
通
の
作
品
成
立
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
真
で
あ
る
。
具

体
的
な
経
過
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
て
も
、
口
承
文
芸
論

の
よ
う
に
、
様
々
な
相・
異・
な・
る・
物
語
伝
統
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

各
国
の
物
語
の
媒
体
と
し
て
の
本
質
に
お
け
る
普・
遍・
的・
な・
条・
件・
や・
原・
則・
の
究
明

が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
例
を
取
り
上
げ
る
の
が
、
今
後
の
課
題

で
あ
る
。注

⑴

L
o
rd
,
A
lb
ert B

a
tes:

,,T
h
e S

in
g
er o

f T
a
les.“

C
a
m
b
rid
g
e /M

a
ssa

-

ch
u
setts,

L
o
n
d
o
n
/E
n
g
la
n
d
:
H
a
rv
a
rd U

n
iv
ersity P

ress 2000
(
1960).

⑵

B
u
tler,

K
en
n
eth
 
D
ea
n
:
,,T
h
e H

eike
 
M
on
ogatari a

n
d
 
T
h
eo
ries o

f
 

O
ra
l E

p
ic L

itera
tu
re.“

『
成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
』
２
、
一
九
六
六
年
、
三

七
〜
五
四
頁
・,,T

h
e T

ex
tu
a
l E

v
o
lu
tio
n
 
o
f th

e H
eike

 
M
on
ogatari.“

H
arvard

 
Jou

rn
al of A

siatic S
tu
d
ies 26,

1966,
p
p
.
5
51.

⑶

犬
井
善
壽
「『
平
家
物
語
』
の
成
立
基
盤
｜
｜
そ
の
書
承
的
側
面
」『
平
家
物
語
の

成
立
』
あ
な
た
が
読
む
平
家
物
語
１
。
栃
木
考
惟
（
編
）。
東
京
・
有
精
堂
一
九

九
三
年
、
二
三
七
〜
二
六
四
頁
。

⑷

山
下
弘
明
『
琵
琶
法
師
の
「
平
家
物
語
」
と
能
』
東
京
・
塙
書
房
二
〇
〇
六
年
、

六
頁
。

⑸

H
a
v
elo
ck
,E
ric A

.:,,P
refa

ce to P
la
to
.“
C
a
m
b
rid
g
e /M

a
ss.,L

o
n
d
o
n
/

E
n
g
la
n
d
:
T
h
e B

elk
n
a
p P

ress o
f H

a
rv
a
rd U

n
iv
ersity P

ress 1963.

日
本
語
訳
・
エ
リ
ッ
ク
・A

・
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
『
プ
ラ
ト
ン
序
説
』
村
岡
晋
一
（
訳
）。

東
京
・
新
書
館
一
九
九
七
年
。

⑹

志
立
正
知
『「
平
家
物
語
」
語
り
本
の
方
法
と
位
相
』
東
京
・
汲
古
書
院
二
〇
〇

四
年
、
な
か
で
も
三
〜
二
四
頁
を
参
照
。

⑺

同
、
三
頁
。

⑻

同
、
一
〇
頁
を
参
照
。

⑼

S
ch
a
efer,

U
rsu

la
:
,,V
o
k
a
lita

t.
A
lten

g
lisch

e
 
D
ich
tu
n
g
 
zw
isch

en
 

M
u
n
d
lich

k
eit u

n
d S

ch
riftlich

k
eit.“

T
u
b
in
g
en
:
N
a
rr 1992.

H
a
v
elo
ck

（
注
５
）、
四
一
頁
（
日
本
語
訳
五
九
頁
）。
ち
な
み
に
、
ハ
ヴ
ロ
ッ

ク
の
日
本
語
訳
者
村
岡
晋
一
は
、「
口
承
的
」
で
は
な
く
「
口
誦
的
」
と
翻
訳
し

て
お
り
、ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
の
著
作
に
関
し
て
は
村
岡
の
訳
に
倣
う
。そ
の
場
合
以
外
、

本
研
究
で
はo

ra
l

と
い
う
語
に
対
し
、
一
貫
し
て
「
口
承
的
」
と
い
う
訳
語
を
用

い
る
。

H
a
v
elo
ck

（
注
５
）、
四
〇
頁
、
翻
訳
は
筆
者
。
つ
ま
り
、
村
岡
晋
一
訳
で
は「
半
・

読
み
書
き
能
力
」（
五
八
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
が
い
う

,,lite-

ra
cy
“

あ
る
い
は

,,sem
i-litera

cy
“

と
は
人
々
が
読
み
書
き
を
な
し
得
る
力

と
い
う
意
味
を
含
め
な
が
ら
も
、む
し
ろ
あ
る
社
会
の
文
化
的
状
況
を
概
念
化
す

る
表
現
で
あ
り
、
よ
り
広
範
な
意
味
を
含
む
の
で
あ
る
。

前
略
）発
信
者
側
に
は
書・
か・
れ・
た・
物・
が
存
在
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
受
信
者
の

側
に
は
聴・
覚・
的・
に・
受
容
さ
れ
る
。」（,,

﹇...

﹈da
ß
a
u
f d
er S

en
d
erseite S

ch
rift-

lich
es v

o
rlieg

t,
d
a
s a
u
f d
er E

m
p
fa
n
g
erseite h

oren
d
 
a
u
fg
en
o
m
m
en

（

）
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w
ird
.“)

S
ch
a
efer

（
注
９
）、
四
三
頁
（
強
調
は
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
）。

シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
の
「
声
の
文
化
（V

o
k
a
lita

t

）」
と
は
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・J

・
オ

ン
グ
の
い
う

,,O
ra
lity

“

の
訳
語
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
「
声
の
文
化
」
と
混

同
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
（O

n
g
,
W
a
lter J.:

,,O
ra
lity a

n
d

 
L
itera

cy
.
T
h
e T

ech
n
o
lo
g
izin

g o
f th

e W
o
rd
.“
L
o
n
d
o
n
,
N
ew
 
Y
o
rk
:

R
o
u
tled

g
e 2002

(
1982).

日
本
語
訳
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
・J

・
オ
ン
グ
『
声
の
文

化
と
文
字
の
文
化
』
桜
井
直
文
・
林
正
寛
・
糟
谷
啓
介
（
訳
）。
東
京
・
藤
原
書

店
一
九
九
一
年
）。
本
稿
で
は
「
声
の
文
化
」
と
い
う
概
念
を
た
だV
o
k
a
lita

t /

v
o
ca
lity

を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
扱
い
、O

ra
lita

t /o
ra
lity

は
「
口
承
文
化
」

と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

S
ch
a
efer

（
注
９
）、
五
四
頁
（
強
調
は
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
）。
同
、
四
三
〜
五
八
頁

を
も
参
照
。

同
、
四
三
頁
。

兵
藤
裕
己
「
座
頭
琵
琶
の
語
り
物
伝
承
に
つ
い
て
の
研
究
（
一
）」『
埼
玉
大
学
紀

要
・
教
養
学
部
』
第
二
六
巻
、
一
九
九
〇
年
、（
一
三
〜
六
〇
頁
）
一
三
〜
一
四

頁
・『
物
語
・
オ
ー
ラ
リ
テ
ィ
・
共
同
体
｜
｜
新
語
り
物
序
説
』
東
京
・
ひ
つ
じ

書
房
二
〇
〇
二
年
、
一
七
〜
二
六
頁
を
と
も
に
参
照
。

兵
藤
二
〇
〇
二
年
（
注
16
）、
二
一
頁
。

同
、
二
六
頁
。

O
n
g

（
注
13
）、
三
一
〜
七
六
頁
を
参
照
。

,,T
h
ey

﹇w
o
rd
s

﹈a
re o

ccu
ren

ces,
ev
en
ts.“

同
、
三
一
頁
（
日
本
語
訳
七

三
頁
）。

,,Y
o
u k

n
o
w
 
w
h
a
t y
o
u ca

n reca
ll.“

同
、
三
三
頁
（
日
本
語
訳
七
六
頁
）。

『
平
家
物
語

上
・
下
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
四
・
四
五
。
梶
原
正
昭
・
山

下
宏
明
（
校
注
）。
東
京
・
岩
波
書
店
一
九
九
一
・
一
九
九
三
年
。
本
稿
の
引
用

は
す
べ
て
『
下
』
の
巻
に
よ
る
。

こ
の
特
徴
は
従
来
か
ら
注
目
さ
れ
て
お
り
、一
般
に
は
作
品
形
成
の
基
盤
に
あ
る

資
料
の
多
様
性
・
拡
散
性
に
基
づ
く
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
小
西
甚
一

「『
平
家
物
語
』の
原
態
と
古
態
｜
｜
本
文
批
判
と
作
品
批
評
の
接
点
」『
日
本
文

学
の
特
質
』
平
川
祐
弘
・
鶴
田
欣
也
（
編
）。
東
京
・
明
治
書
院
一
九
九
一
年
（
一

九
三
〜
二
一
六
頁
）、
二
〇
三
〜
二
〇
八
頁
・
梶
原
正
昭
「
平
家
物
語
、
語
り
本

に
見
る
原
態
の
お
も
か
げ
」『
国
文
学
｜
｜
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
四
十
巻
五

号
、
特
集「
平
家
物
語
｜
｜
語
り
の
テ
キ
ス
ト
」。
一
九
九
五
年
、
六
〜
一
三
頁
、

等
を
参
照
）。

松
尾
葦
江
「
語
り
と
は
何
か
｜
｜
軍
記
物
語
研
究
に
お
け
る

語
り

の
意
味
」

『
日
本
文
学
史
を
読
む
』
Ⅲ
・
中
世
。
東
京
・
有
精
堂
一
九
九
二
年
、
七
六
〜
一

〇
三
頁
。

石
母
田
正
に
よ
る
と
、「
敵
対
す
る
人
間
」
の
生
き
生
き
し
た
、
演
劇
的
な
対
話

は
王
朝
の
物
語
に
は
見
ら
れ
ず
、『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
初
め
て
文
学
化
さ
れ

た
（
石
母
田
正
『
平
家
物
語
』
東
京
・
岩
波
書
店
一
九
五
七
年
、
一
九
二
〜
一
九

四
頁
を
参
照
）。

引
用
二
は
義
経
と
、
彼
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
匿
名
の
老
人
、
引
用
五
は
義
経
と
坂

西
の
近
藤
六
親
家
の
対
話
場
面
で
あ
り
、両
場
面
の
場
合
会
話
の
相
手
は
当
該
箇

所
以
前
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

（

）
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最
も
長
い
場
面
は
「
勝
浦
付
大
坂
越
」（
第
十
一
巻
）
に
見
ら
れ
、
七
つ
の
発
言

が
相
次
ぐ
。
そ
の
次
は
引
用
七
に
見
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
語
り
手

の
媒
介
の
な
い
対
話
場
面
は
、特
に
義
経
が
登
場
す
る
場
面
で
顕
著
に
見
ら
れ
る

（
例
え
ば
「
老
馬
」
一
七
四
〜
一
七
五
頁
（
第
九
巻
）、「
勝
浦
付
大
坂
越
」
四
三

頁
、
四
八
〜
四
九
頁
、「
遠
矢
」
一
四
一
頁
（
第
十
一
巻
））。

P
fister,

M
a
n
fred

:
,,D
a
s D

ra
m
a
.
T
h
eo
rie u

n
d A

n
a
ly
se.“

M
u
n
ch
en
:

F
in
k 1994

(
1988),

二
四
頁
を
参
照
。

,,T
h
ere is so

m
eth

in
g
 
w
h
ich
 
is at th

e m
om
en
t of

 
u
tterin

g
 
bein

g
 

d
on
e by th

e person u
tterin

g
.“
A
u
stin

,
J.L

.:
,,H
o
w
 
to d

o T
h
in
g
s w
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Erzahlte Sprechakte:

Die Figurenrede in den Kampfszenen des Heike Monogatari

 

Andrea Kuklinski

 

Das japanische Heike Monogatari ist in unserer Vorstellung heute in erster Linie als
 

geschriebener Text verankert,der uns in zahlreichen Versionen und einer unglaublichen Fulle
 

an Handschriften und Drucken uberliefert ist und von uns lesend oder auch im rezitativen
 

Vortrag rezipiert werden kann. Fur die meisten Menschen des Mittelalters spielten ge-

schriebene Texte bei der Rezeption des Werkes jedoch kaum eine Rolle. Sie nahmen das
 

Werk fast nur in der lebendigen Performance durch blinde Lautenspieler,die biwa hoshi,wahr.

Ob und inwieweit deren Vortrag bereits an feste Textformen gebunden war,ist eine Frage,uber
 

die bis heute viel gestritten wird. Es durfte jedoch einleuchten, dass der Vortrag sich den
 

besonderen Bedingungen mundlicher Rezeption anzupassen hatte, um den an zahlreichen
 

Performance-Gattungen geschulten Anspruchen des mittelalterlichen japanischen Publikums
 

zu genugen.

Vor diesem Hintergrund geht die vorliegende Abhandlung der Frage nach, inwieweit die
 

mundliche Rezeption des Werkes Spuren in der Verschriftlichung des Textes (Kakuichi-

Fassung) hinterlassen hat. Bei der Erorterung dieser Frage bietet sich ein Blick auf die
 

westliche Mundlichkeitsforschung an,die sich etwa in Bezug auf die mittelalterliche europai-

sche Epenliteratur vor ahnlichen Fragestellungen sieht. So lasst sich Ursula Schafers Begriff
 

der Vokalitat mit Einschrankung auch auf das japanische Mittelalter ubertragen. Mit
 

Vokalitat bezeichnet Schafer die kommunikative Situation in Gesellschaften,in denen literari-

sche Texte zwar schriftlich produziert,aber nur oder weitgehend ausschließlich in der Vermitt-

lung durch die menschliche Stimme,also vokal,rezipiert werden. In diesem Fall werden die
 

vorgetragenen Werke von den Menschen nicht als physisch greifbare,weil schriftlich vorhan-

dene Texte, sondern als vergangliche Handlungen im Sinne von Äußerungen＝Sprechakten
 

wahrgenommen.

Ausgehend von dieser Theorie untersucht die vorliegende Abhandlung die Sprechakte der
 

Figuren in den Kampfszenen des Heike Monogatari. Dabei fallt sofort auf, dass sich die
 

Haufigkeit direkter Figurenrede reziprok zu der Haufigkeit erzahlter Handlungsakte verhalt:

uberall dort,wo echte Handlung, z.B.Kampfaktion, im Vordergrund steht, treten auch die
 

Protagonisten gehauft direkt als Sprecher auf.Der Erzahler beschrankt seine eigene Rolle in
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diesen Szenen auf die eines reinen Vermittlers,der die einzelnen Figuren-Statements erzahlend
 

fein sauberlich voneinander trennt -eine Technik, die eine hohe Literalitat des Verfassers
 

voraussetzt -, ansonsten die Protagonisten aber selbst auftreten lasst. Dieser Effekt zielt
 

deutlich auf die darstellerischen Moglichkeiten des Vortragenden in der Performance ab,der
 

die verschiedenen Protagonisten ganz konkret verkorpern kann.

Einen deutlich performativen Charakter haben außerdem solche Redeszenen,bei denen der
 

geaußerte Inhalt der Statements auf der Erzahlebene im Grunde redundant ist. Dies gilt vor
 

allem fur die auffalligen Namensnennungen der Krieger vor und nach einer Attacke. Der
 

Sinn dieser Statements liegt in der Regel darin,die Identitat eines Kampfenden,der zugleich
 

auch Sieger oder Besiegter ist (bzw. sein wird), deutlich zu machen. Dazu genugten im
 

Grunde die Kommentare des Erzahlers,der die Identitaten in jedem Fall klart. Dass er die
 

Protagonisten in ihren haufig sehr wortreichen Namensnennungen zusatzlich selbst auftreten
 

lasst,durfte dem Wunsch entsprechen,vor dem mittelalterlichen Publikum Fakten zu schaffen.

So war es fur die mittelalterlichen Krieger von großer Bedeutung,dass ihre Kampfleistungen
 

von den Autoritaten anerkannt wurden. Konkret gesprochen brauchte ein Krieger fur seine
 

Heldenleistungen Zeugen. Indem das Heike Monogatari die Krieger auftreten und ihre
 

Heldentaten selbst verkunden lasst,schafft es diese Zeugen quer durch die Jahrhunderte in den
 

Zuhorenden bestandig selbst, und es schafft sie kollektiv, da das Werk kollektiv rezipiert
 

wurde. Mit dieser Darstellungsweise appelliert das Heike Monogatari an die Erinnerungs-

kultur einer mundlichen Gesellschaft,in der Geschichte immer die Geschichte dessen ist,was
 

kollektiv erinnert wird.

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die Sprechakte in den Kampfszenen des Heike
 

Monogatari in ihrem performativen Charakter auf eine mundliche Rezeption abzielen,in der
 

die Protagonisten,vermittelt durch die verkorpernde Darstellung des Vortragenden,vor den
 

Augen des Publikums quasi direkt auftreten. Dass der Erzahler auf der textlichen Ebene
 

dennoch bestandig prasent bleibt und die Sprechakte formell nicht darstellt,sondern erzahlt,

zeugt zugleich von der hohen Bewusstheit des Werkes fur die Gesetze schriftlichen Erzahlens.

In diesem Sinne kann man das Heike Monogatari als eine Art schriftlich entstandenes
 

Performance-Epos definieren. Es ware interessant,diesen besonderen medialen Charakter des
 

Heike Monogatari mit den europaischen mittelalterlichen Epen,z.B.dem deutschen Nibelun-

genlied,zu vergleichen.
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