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山　

下　

宏　

明

一
　
は
じ
め
に

　
名
古
屋
か
ら
「
東
へ
上
っ
て
」
最
初
に
参
加
し
た
の
が
『
太
平
記
』
研
究

会
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
若
手
を
励
ま
し
て
来
た
成
立
論
が
き
め
細
か
く
論

じ
ら
れ
て
い
た
。
わ
た
く
し
の
関
心
と
は
方
向
を
異
に
し
て
い
た
。
わ
た
く

し
の
関
心
は
、
前
稿
「『
太
平
記
』
を
読
む
　
一
」
で
論
じ
た
よ
う
に
、
成

立
論
で
は
な
く
、
古
典
の
物
語
と
し
て
『
太
平
記
』
の
語
り
を
読
む
の
が
現

代
の
わ
た
く
し
自
身
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
た
め
に
『
太
平

記
』
の
古
態
を
考
え
る
よ
り
も
、
そ
の
歴
史
語
り
が
「
成
立
か
ら
編
集
を
」

経
て
「
種
々
、
時
代
の
太
平
志
向
が
重
ね
ら
れ
た
集
成
の
成
果
」
で
あ
る
流

布
本
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
巻
八
ま
で
読
ん
で

0

0

0

来
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は

『
平
家
物
語
』
を
相
対
化
し
て
、「
太
平
」
を
論
じ
る
物
語
の
基
盤
に
、
現
代

の
漫
才
を
思
わ
せ
る

「
笑
い
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
大
津
雄
一
が
、
兵

藤
裕
己
ら
を
踏
ま
え
「
物
語
の
抑
圧
」
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
軍
記
物
語

の
芸
能
化
が
進
む
。

　
そ
の
笑
い
は
、
例
え
ば
楠
ら
の
仕
掛
け
た
戦
略
に
却
け
ら
れ
た
北
条
軍

が
、
楠
の
策
略
を
、
そ
の
ま
ま
後
追
い
し
て
失
敗
す
る
、
そ
の
「
後
追
い
」

の
失
敗
を
笑
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
読
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

二
　
後
醍
醐
を
め
ぐ
る
京
都
の
状
況
と
北
条

船
上
山
、
後
醍
醐
の
動
き
（
九
の
１
）　
幕
府
の
手
に
よ
り
隠
岐
島
へ
遷
さ

れ
た
先
帝
（
後
醍
醐
）
が
山
陰
、
船
上
山
へ
復
し
、
楠
に
指
示
し
て
京
都
攻

め
に
出
る
。
こ
の
事
態
を
六
波
羅
探
題
が
早
馬
で
鎌
倉
の
北
条
高
時
へ
報
せ

る
。
驚
く
高
時
が
一
門
の
高
家
を
大
将
と
し
、
北
条
家
以
外
の
「
外
様
」
の

大
名
に
召
集
を
掛
け
る
。
そ
の
中
に
足
利
高
氏
が
あ
っ
た
。

　
体
の
不
調
を
感
じ
て
い
た
足
利
高
氏
に
対
し
、
北
条
は
「
催
促
度
々
に

及
」
ぶ
。
こ
れ
を
遺
恨
に
思
う
高
氏
の
思
い
に
立
ち
入
っ
て
語
る
。
時
代
の

動
き
が
「
貴
賤
位
を
」
逆
に
す
る
。
も
と
も
と
北
条
は
桓
武
平
氏
の
北
条
時

政
の
「
末
孫
」
で
あ
る
。
対
す
る
「
わ
れ
は
源
家
累
葉
の
族
」、
つ
ま
り
清

和
源
氏
で
あ
る
と
、
源
平
対
立
の
構
図
を
持
ち
出
す
。
こ
の
足
利
の
思
い
を

知
る
こ
と
の
な
い
北
条
高
時
は
、
京
に
上
洛
さ
せ
て
い
た
工
藤
高
景
に
「
一
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日
の
中
に
」
足
利
に
二
度
も
使
者
を
立
て
、
先
帝
へ
の
「
反
逆
」
を
促
す
。

受
け
る
足
利
は
「
不
日
に
」
近
日
中
に
上
洛
す
る
と
返
答
。
と
こ
ろ
が
北
条

幕
府
の
要
職
に
あ
っ
た
長
崎
入
道
円
喜
が
足
利
一
家
の
動
き
に
不
審
の
念
を

抱
く
。
そ
の
足
利
が
「
源
家
の
貴
族
と
し
て
天
下
の
権
柄
を
捨
て
さ
せ
た
ま

へ
る
事
久
し
け
れ
ば
」
と
は
、
承
久
の
乱
後
の
北
条
執
権
時
代
に
源
氏
は
不

遇
で
あ
っ
た
。
乱
世
に
は
臣
従
す
る
者
と
し
て
主
へ
の
忠
誠
を
誓
う
べ
き
も

の
で
、
昔
「
木
曽
殿
」
義
仲
が
、
そ
の
子
息
清
水
冠
者
を
頼
朝
の
も
と
へ
人

質
と
し
て
指
し
出
し
た
よ
う
に
「
足
利
殿
の
」
子
息
と
北
の
方
を
鎌
倉
に
留

め
起
請
文
を
書
か
せ
る
よ
う
に
と
促
す
と
は
、『
平
家
物
語
』
を
踏
ま
え
な

が
ら
足
利
高
氏
と
北
条
の
絆
を
保
つ
た
め
の
方
策
と
し
て
物
語
を
構
成
す
る

の
で
あ
る
。
単
な
る
引
用
で
は
な
い
、
基
礎
を
な
し
て
い
る
。

　
こ
の
長
崎
の
進
言
に
従
い
北
条
高
時
は
、
足
利
高
氏
に
「
幼
稚
の
御
子

息
」
を
人
質
と
し
て
指
し
出
す
よ
う
促
す
。
こ
こ
で
足
利
高
氏
は
実
弟
直
義

に
図
る
。
直
義
は
兄
の
真
意
を
察
し
な
が
ら
、
今
の
場
合
、
誓
詞
を
支
え
る

は
ず
の
「
仏
神
」
も
わ
れ
わ
れ
の
志
を
お
わ
か
り
く
だ
さ
る
は
ず
、「
大
儀

の
御
計
略
」
を
考
え
る
べ
き
と
し
て
、
足
利
高
氏
の
次
男
、（
幼
名
、
千

寿
）
義
詮
と
そ
の
母
、
赤
橋
の
妹
登
子
に
起
請
文
を
付
し
て
北
条
高
時
へ
差

し
出
す
。
か
く
て
北
条
高
時
は
気
を
許
し
、
亡
き
頼
朝
の
未
亡
人
二
位
の
禅

尼
か
ら
、
源
義
家
か
ら
相
伝
の
「
白
旗
」
に
、
日
頃
、
急
の
場
の
予
備
に
乗

り
継
ぎ
と
し
て
い
た
馬
に
、
銀
の
縁
取
り
を
し
た
鞍
や
、
金こ
が
ね作
り
の
太
刀
ま

で
添
え
て
与
え
た
。
か
く
て
、
足
利
高
氏
兄
弟
以
下
、
北
条
の
重
臣
ら
四
十

三
人
は
、
三
千
余
騎
で
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
三
月
二
十
七
日
、
鎌
倉
を

出
立
。
北
条
一
門
の
名
越
高
家
が
三
日
先
立
ち
、
四
月
十
六
日
、「
京
都
に

着
き
た
ま
ふ
」
と
一
行
の
動
き
に
敬
語
を
使
っ
て
語
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
の

敬
譲
表
現
（
敬
語
）
の
使
用
は
京
都
竜
安
寺
に
蔵
さ
れ
る
西
源
院
本
で
も
変

わ
ら
な
い
。
一
五
〇
年
に
わ
た
っ
て
東
国
を
拠
点
に
王
権
を
補
佐
し
て
来
た

北
条
に
対
す
る
思
い
が
、
そ
の
歴
史
語
り
の
基
盤
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

足
利
高
氏
の
本
心
を
見
抜
け
ぬ
北
条
高
時
一
行
の
迂
闊
さ
、
そ
れ
を
乗
り
越

え
る
足
利
一
門
の
動
き
を
語
り
始
め
る
の
で
あ
る
。
源
氏
が
平
家
の
北
条
を

見
放
す
こ
と
を
示
唆
す
る
語
り
で
あ
る
。

山
崎
・
久
我
縄
手
の
合
戦
（
九
の
２
）　
楠
ら
の
動
き
に
南
北
両
六
波
羅
探

題
の
軍
が
勝
っ
た
の
で
、
世
で
は
「
西
国
（
赤
松
ら
）
の
勢
恐
る
る
に
足
ら

ず
」
と
侮
っ
て
い
た
も
の
の
、
幕
府
が
主
力
と
期
待
し
て
い
た
結
城
親
光
が

山
崎
に
迫
る
赤
松
に
加
わ
っ
た
の
を
契
機
に
関
東
方
の
国
々
が
脱
落
し
、
楠

方
に
つ
く
者
が
重
な
る
。
ど
う
な
る
か
と
「
世
を
」
危
ぶ
む
見
方
も
あ
っ
た

が
、
北
条
の
指
示
に
従
う
足
利
・
名
越
両
軍
の
上
洛
に
、「
い
つ
し
か
」
早

く
も
「
心
替か
わ
りは

て
て
」
と
は
、
現
状
の
持
続
を
望
む
見
方
と
し
て
、
も
う
安

心
だ
と
す
る
思
い
が
強
く
な
っ
た
と
語
る
。
こ
れ
が
京
の
人
々
の
本
音
で

あ
っ
た
。
軍
記
物
語
を
語
る
の
に
京
の
人
々
の
声
で
状
況
を
語
る
の
で
あ

る
。三

　
鎌
倉
幕
府
の
行
方

北
条
の
思
い
を
忖
度
す
る
語
り
手
　「
か
か
る
と
こ
ろ
に
」
足
利
が
「
京
着
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の
翌
日
よ
り
」
船
上
の
先
帝
に
志
を
寄
せ
る
旨
を
伝
え
た
の
で
、
慶
ぶ
先
帝

は
諸
国
に
綸
旨
を
送
り
「
朝
敵
追
討
」
を
命
じ
ら
れ
た
。
語
り
手
の
敬
譲
表

現
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
と
知
ら
ず
東
国
軍
は
八
幡
・
山
崎
攻
め
を
図
る
。

代
々
北
条
の
恩
を
蒙
り
、
北
条
一
門
の
赤
橋
家
と
も
親
戚
に
な
っ
て
い
た
足

利
を
疑
わ
ず
、
ひ
た
す
ら
頼
り
に
す
る
が
、
そ
れ
を
「
こ
と
わ
り
な
り
」
と

は
、
歴
史
を
語
る
語
り
手
と
し
て
の
思
い
を
語
る
。「
四
月
二
十
七
日
に
は

八
幡
・
山
崎
の
合
戦
と
か
ね
て
よ
り
定
め
ら
れ
け
れ
ば
」
と
は
、
戦
の
開
始

を
北
条
視
点
で
語
る
。
名
越
を
大
将
と
す
る
七
千
六
百
余
騎
が
大
手
の
軍
と

し
て
鳥
羽
の
作つ
く
り
み
ち道か

ら
攻
め
、
一
方
、
足
利
高
氏
の
五
千
余
騎
が
搦
め
手
と

し
て
西
岡
か
ら
南
下
を
志
す
。
先
帝
（
後
醍
醐
）
方
の
千
種
忠
顕
は
桂
川
が

加
茂
川
と
合
流
す
る
地
に
五
百
余
騎
で
寄
せ
手
を
迎
え
討
と
う
と
す
る
。
関

東
軍
か
ら
赤
松
に
寝
返
っ
て
い
た
結
城
が
三
百
余
騎
で
狐
川
へ
向
か
う
。
後

醍
醐
方
の
赤
松
円
心
は
三
千
余
騎
を
率
い
て
南
北
三
か
所
に
陣
を
張
る
が
、

数
日
前
に
「
今
上
り
」
し
た
一
万
余
騎
の
東
国
軍
を
前
に
「
戦
ふ
べ
し
と
は

見
え
ざ
り
け
り
」。
見
て
来
た
よ
う
な
軍
勢
の
数
か
ら
、
宮
方
の
坊
門
雅
忠

は
足
利
を
心
当
て
に
し
な
が
ら
「
も
し
た
ば
か
り
や
し
た
ま
ふ
ら
ん
」
と

は
、
依
然
と
し
て
足
利
を
信
じ
き
れ
な
い
坊
門
の
胸
の
内
で
あ
っ
た
。
城
南

の
地
、
寺
戸
と
西
岡
に
野
伏
ど
も
五
、
六
百
人
を
か
り
集
め
、
西
京
の
大
原

野
、
岩
蔵
辺
へ
向
か
っ
た
と
語
る
。
語
り
手
の
思
い
は
足
利
の
動
き
に
あ
る
。

　「
さ
る
程
に
」
と
時
の
経
過
を
語
り
、
場
を
次
へ
移
す
。
搦
め
手
で
あ
る

は
ず
の
「
大
将
足
利
は
未
明
に
京
都
を
た
ち
た
ま
ひ
ぬ
」
と
の
噂
に
「
元
よ

り
気
早
の
若
武
者
」
大
軍
の
大
将
、
名
越
は
久
我
縄
手
の
「
泥
土
の
中
へ
」

馬
を
乗
り
入
れ
、
わ
れ
先
に
と
進
む
。
搦
め
手
、
足
利
の
行
動
を
先
駆
け
す

る
も
の
と
希
望
的
観
測
す
る
名
越
尾
張
守
が
「
今
度
の
合
戦
に
」
人
を
出
し

抜
き
功
名
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
名
越
の
決
意
の
程
を
語
る
た
め
に

「
鬼
丸
と
言
ひ
け
る
金こ
が
ね作
り
の
」
太
刀
に
至
る
ま
で
、
そ
の
武
装
、
い
で
た

ち
を
花
や
か
に
語
り
あ
げ
る
寄
せ
手
、
赤
松
勢
は
、
こ
の
名
越
一
人
を
め
が

け
て
討
っ
て
か
か
る
が
、
高
家
の
堅
固
な
鎧
に
矢
は
立
た
ず
、
高
家
が
得
手

と
す
る
太
刀
に
よ
る
奮
戦
に
「
数
万
の
士
卒
」
に
な
っ
て
い
る
官
軍
が
追
い

払
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
た
と
語
る
。

　
こ
こ
で
赤
松
軍
の
中
の
強
弓
速
射
の
達
人
、
佐
用
範
家
は
、
北
条
方
の
大

将
、
尾
張
守
名
越
を
狙
っ
て
、
そ
の
冑
の
真
っ
向
を
射
貫
い
て
勝
ち
名
乗

り
。
守
勢
の
名
越
勢
は
敗
走
。
討
ち
死
に
す
る
者
、
自
害
す
る
者
あ
り
、

「
狐
川
の
端
よ
り
鳥
羽
の
今
在
家
ま
で
」
五
十
余
丁
に
わ
た
り
、「
死
人
尺
地

も
な
く
伏
し
に
け
り
」
と
は
、
凄
惨
な
戦
の
成
り
行
き
を
高
見
見
物
し
、
楽

し
む
戦
物
語
で
あ
る
。

足
利
高
氏
が
行
方
を
見
通
す
（
九
の
３
）　
両
六
波
羅
も
状
況
の
変
化
に
気

づ
く
。
幕
府
方
の
大
手
の
大
将
、
尾
張
守
名
越
ら
が
奮
戦
す
る
中
、
搦
め
手

の
大
将
足
利
高
氏
が
桂
川
の
西
端
へ
降
り
て
酒
盛
す
る
と
は
ど
う
し
た
こ
と

か
。
そ
し
て
大
手
、
大
将
名
越
の
討
死
を
聞
く
や
戦
場
へ
向
か
う
ど
こ
ろ

か
、
山
崎
を
見
捨
て
て
丹
波
路
を
西
、
篠
村
へ
と
落
ち
て
行
く
。
そ
の
搦
め

手
の
中
に
い
た
備
前
の
中な
か

吉ぎ
り

が
大
将
足
利
の
動
き
に
不
審
の
思
い
。
足
利
の

動
き
を
六
波
羅
探
題
へ
報
せ
よ
う
と
す
る
。
中
吉
に
同
行
す
る
摂
津
の
奴ぬ

可か

が
、
こ
の
ま
ま
引
き
下
が
っ
て
は
「
余
り
に
言
ふ
甲
斐
な
く
覚
ゆ
」、
と
っ
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て
返
し
戦
お
う
と
す
る
の
を
中
吉
が
、「
大
勢
」
を
相
手
に
二
、
三
十
の
小

勢
で
戦
っ
て
は
犬
死
に
す
る
ば
か
り
だ
と
制
止
、
奴
可
も
納
得
し
て
六
波
羅

へ
足
利
の
変
身
を
報
せ
る
。
六
波
羅
の
両
探
題
は
状
況
の
変
化
に
気
づ
き
、

今
は
心
を
許
せ
る
人
々
も
無
く
な
っ
た
の
を
嘆
く
の
だ
っ
た
。
状
況
の
変

化
、
人
々
の
動
き
に
北
条
政
権
内
で
も
気
づ
き
始
め
る
。

清
和
源
氏
、
足
利
勢
に
加
勢
（
九
の
４
）　「
さ
る
ほ
ど
に
」
篠
村
に
陣
取
る

足
利
高
氏
の
勢
に
馳
せ
加
わ
る
久く

げ下
時
重
が
、
そ
の
家
紋
、
笠
符
に
「
一

番
」
の
文
字
を
つ
け
て
い
る
。
足
利
高
氏
が
執
事
の
高こ
う
の
も
ろ
な
お

師
直
に
そ
の
訳
を
質

す
。
実
は
、
そ
の
先
祖
久
下
重
光
が
土
肥
杉
山
に
兵
を
挙
げ
た
頼
朝
の
も
と

へ
馳
せ
参
り
、
そ
の
時
に
頼
朝
か
ら
賜
っ
た
旗
印
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
篠

村
に
集
ま
る
勢
が
二
万
三
千
余
騎
に
な
っ
た
と
語
る
。
源
氏
頼
朝
の
影
が
見

え
る
の
で
あ
る
。
去
る
「
四
月
二
十
七
日
」、
足
利
が
動
き
始
め
た
頃
は

「
五
千
余
騎
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
足
利
の
勢
の
増
大
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い

る
。
状
況
を
、
天
下
分
け
目
の
大
事
と
知
っ
た
六
波
羅
探
題
は
、
万
一
に
備

え
都
を
鎌
倉
へ
遷
そ
う
と
主
上
（
光
厳
）、
上
皇
（
後
伏
見
・
花
園
）、
そ
の

兄
弟
の
梶
井
尊
胤
ま
で
も
六
波
羅
へ
遷
す
。
こ
れ
に
同
行
す
る
国
母
以
下
皇

室
の
人
々
、
仕
え
る
女
房
た
ち
ま
で
馳
せ
参
る
も
の
だ
か
ら
、
京
の
町
中
は

「
さ
び
か
へ
り
」、
白
河
が
に
ぎ
わ
う
始
末
、
ま
さ
に
世
の
無
常
・
変
化
で

あ
っ
た
と
語
る
。
世
の
変
転
を
高
見
す
る
姿
勢
で
語
る
の
で
あ
る
。
そ
の
笑

い
が
聞
こ
え
て
来
る
語
り
で
あ
る
。

　
光
厳
ら
京
の
帝
は
、
世
の
乱
れ
を
『
史
記
』
に
説
く
「
天
子
は
四
海
を
以

て
家
と
す
」
と
の
教
え
に
背
く
か
ら
日
吉
の
祭
礼
、
賀
茂
の
祭
礼
も
行
わ
れ

ず
と
嘆
く
の
だ
っ
た
。「
五
月
七
日
」、
後
醍
醐
に
志
を
寄
せ
る
官
軍
が
京
を

包
囲
す
る
と
の
噂
に
六
波
羅
両
探
題
は
、
か
く
な
っ
て
は
東
へ
下
る
に
も
、

東
山
道
を
山
門
の
大
衆
に
妨
げ
ら
れ
て
脱
出
不
能
と
嘆
く
の
だ
っ
た
。
か
ね

て
両
探
題
は
、
京
の
備
え
の
弱
体
化
に
戦
意
を
失
っ
て
い
た
と
嘆
く
語
り
手

で
あ
る
。
京
の
日
常
安
泰
を
期
す
る
『
太
平
記
』
の
語
り
手
で
あ
る
。

八
幡
祈
願
と
そ
の
成
就
（
九
の
５
）　「
明
く
れ
ば
五
月
七
日
の
寅
の
刻
」
と

歴
史
語
り
の
記
録
ス
タ
イ
ル
を
保
つ
『
太
平
記
』。
二
万
五
千
余
騎
の
大
軍

を
率
い
て
出
で
発
つ
足
利
高
氏
が
篠
村
の
宿
に
八
幡
が
祀
ら
れ
る
こ
と
に
気

づ
く
と
は
、『
平
家
物
語
』
で
木
曽
義
仲
が
北
国
発
向
に
埴
生
の
八
幡
に
気

づ
き
戦
勝
祈
願
す
る
の
と
同
じ
型
の
語
り
で
あ
る
。
そ
の
祈
願
の
文
書
ま
で

引
い
て
「
源
朝
臣
高
氏
敬
つ
て
ま
う
す
」
と
閉
じ
る
、
こ
の
願
文
が
意
を
尽

く
す
上
に
、
高
氏
み
ず
か
ら
が
花
押
を
押
し
、
実
弟
直
義
も
そ
ろ
っ
て
上
矢

を
献
じ
た
。
そ
の
祈
願
が
通
じ
た
の
か
、
一
行
が
大
江
山
の
峠
を
越
え
る

時
、
山
鳩
一
対
が
飛
び
来
た
っ
て
、
白
旗
の
上
を
飛
び
、
内
裏
へ
向
か
っ
て

神
祇
官
の
前
の
樗
の
木
に
と
ま
っ
た
と
は
、
こ
れ
も
一
つ
の
型
で
あ
る
。
こ

の
奇
瑞
を
見
て
降
参
す
る
者
が
多
く
、
そ
の
勢
は
五
万
余
騎
に
な
っ
て
い
た

と
語
る
。

源
平
の
対
決
（
九
の
６
）　
六
波
羅
方
は
六
万
の
勢
を
神
祇
官
・
東
寺
・
伏

見
の
三
方
に
分
け
て
備
え
る
。
内
裏
の
内
野
で
は
六
波
羅
方
の
陶
山
・
河
野

が
控
え
る
の
に
向
か
っ
て
、
足
利
方
の
設し
た
ら楽
が
進
み
出
る
。
六
波
羅
方
の
五

十
年
配
の
老
武
者
、
斉
藤
玄
基
が
設
楽
と
戦
っ
て
、
両
人
が
相
討
ち
で
果
て

る
。
足
利
方
の
大
高
重
成
が
．
河
野
や
陶
山
を
指
名
し
て
相
手
に
し
よ
う
と
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『
太
平
記
』
を
読
む  

二
（
山
下
）

呼
び
か
け
る
。
河
野
の
甥
養
子
が
父
を
庇
っ
て
大
高
と
組
む
。
そ
の
養
子
が

討
た
れ
る
の
を
見
た
河
野
が
大
高
に
組
み
、
両
者
の
郎
等
た
ち
の
混
戦
と
な

る
。
こ
れ
を
語
り
手
は
、
元
は
と
言
え
ば
ま
た
も
や
「
源
平
」
の
争
い
だ
と

読
む
。
結
局
、
数
で
勝
る
源
氏
の
勝
利
、
平
家
の
敗
退
に
な
っ
た
と
語
る
。

そ
の
間
、
元
は
と
言
え
ば
足
利
の
覇
権
欲
と
北
条
の
保
身
の
術
が
戦
を
起
こ

し
世
を
動
か
し
て
ゆ
く
と
語
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
視
点
を
寄
せ
手
、
赤
松

円
心
に
移
し
て
北
条
の
備
え
を
語
る
。
三
丈
余
り
の
堀
を
前
に
、
渡
り
か
ね

る
赤
松
勢
で
あ
る
。
播
磨
の
住
人
、
妻め

が鹿
長
宗
の
視
点
で
そ
の
行
動
を
語

る
。
水
の
浅
い
の
を
知
っ
た
家
来
の
武
部
が
主
の
肩
に
上
が
っ
て
岸
に
飛
び

上
が
る
と
は
、
こ
れ
も
『
平
家
物
語
』
巻
四
の
橋
合
戦
に
見
え
た
語
り
を
下

敷
き
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
防
御
の
仕
掛
け
と
す
る
屛
柱
を
引
き
崩
し
平
地

と
し
た
と
語
る
の
が
大
げ
さ
な
『
太
平
記
』
の
戦
語
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
城

内
の
兵
が
「
湿
雲
の
雨
を
帯
び
」
た
よ
う
に
討
っ
て
出
、
佐
用
や
赤
松
が
味

方
を
討
た
す
な
と
討
っ
て
出
る
。
語
り
の
こ
と
ば
そ
の
も
の
が
誇
張
に
満
ち

て
笑
わ
せ
る
。

敗
走
す
る
六
波
羅
軍
　
六
波
羅
を
攻
め
る
赤
松
軍
の
妻
鹿
と
武た
け

部べ

の
活
躍
を

「
す
は
や
討
た
れ
ぬ
と
見
え
け
れ
ば
」
と
戦
に
の
め
り
込
ん
で
ゆ
く
語
り
手

で
あ
る
。
赤
松
軍
の
佐
用
・
得
平
・
別
所
が
妻
鹿
を
扶
け
よ
う
と
す
る
。
攻

め
る
赤
松
円
心
父
子
が
「
二
千
余
騎
」
を
連
れ
て
攻
め
立
て
六
波
羅
軍
一
万

余
騎
の
大
軍
を
散
々
に
破
っ
て
七
条
河
原
へ
退
き
、
洛
中
で
の
戦
に
な
る
の

で
あ
る
。
幕
府
方
、
伏
見
の
竹
田
が
敗
れ
木
幡
・
伏
見
の
軍
も
敗
れ
て
六
波

羅
へ
退
く
。
五
万
余
騎
に
も
な
っ
た
寄
せ
手
、
赤
松
が
攻
め
立
て
六
波
羅
を

包
囲
し
な
が
ら
、
鳥
辺
野
か
ら
清
閑
寺
へ
の
道
を
開
け
て
お
い
た
と
は
、
敵

に
進
退
を
迷
わ
せ
る
た
め
の
作
戦
だ
っ
た
と
語
る
の
は
、
戦
の
行
方
、
経
過

を
知
り
尽
く
し
た
語
り
で
あ
る
。
寄
せ
手
の
千
種
忠
顕
は
、
千
剣
破
を
攻
め

る
六
波
羅
軍
が
と
っ
て
返
す
の
を
考
え
て
、
す
み
や
か
に
、
こ
の
東
寺
合
戦

に
、
け
り
を
つ
け
よ
う
と
す
る
。
出
雲
・
伯
耆
か
ら
の
先
帝
方
の
寄
せ
手
は

「
雑
車
二
、
三
百
両
」
を
つ
な
ぎ
積
み
上
げ
て
、
火
を
か
け
城
門
を
焼
き
払

う
。
一
種
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
よ
う
な
戦
語
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
六
波
羅
軍

の
梶
井
の
軍
、
山
門
勢
が
、
先
帝
方
、
小
勢
の
三
千
余
騎
を
河
原
三
町
に
追

い
ま
く
る
。
思
え
ば
、
い
ま
だ
に
五
万
余
騎
を
有
す
る
六
波
羅
方
が
「
志
を

一
つ
に
し
て
」
攻
め
立
て
れ
ば
、
浮
き
立
つ
寄
せ
手
も
踏
み
こ
た
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
に
、「
武
家
亡
ぶ
べ
き
運
の
き
は
め
」
で
あ
っ
た
と
、
な
り
ゆ
き

を
見
通
し
た
語
り
手
の
思
い
そ
の
ま
ま
を
語
る
。
日
頃
、
剛
力
を
以
て
聞
こ

え
る
強
弓
精
兵
も
逃
げ
支
度
、
ま
し
て
日
頃
、
戦
を
体
験
し
た
こ
と
も
な
い

主
上
や
女
官
、
宮
仕
え
の
貴
族
た
ち
は
「
お
ぢ
を
の
の
」
く
ば
か
り
。
義
の

た
め
に
命
を
惜
し
ま
ず
戦
う
の
は
、「
わ
づ
か
に
千
騎
」
に
も
及
ば
な
い
と

は
、
語
り
手
は
一
貫
し
て
六
波
羅
軍
の
行
方
を
対
象
化
し
て
語
る
。

北
条
一
家
の
滅
び
へ
（
九
の
７
）　
こ
こ
で
糟
谷
宗
秋
が
六
波
羅
探
題
に
東

下
り
を
進
言
す
る
。
こ
の
わ
ず
か
の
語
り
に
も
『
太
平
記
』
は
、
朝
吹
い
た

風
に
よ
っ
て
花
見
の
宴
を
も
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言
う
、
晋
の
石

崇
の
故
事
を
引
用
す
る
、『
太
平
記
』
が
得
意
と
す
る
、
こ
う
し
た
語
り
を

史
学
の
大
隅
和
雄
は
史
籍
学
習
を
促
す
と
言
う
訳
で
あ
る
。
中
世
文
学
会
で

の
発
言
で
あ
る
。
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時
に
北
探
題
で
あ
っ
た
北
条
仲
時
が
、
北
の
方
に
別
れ
を
促
す
。
そ
れ
も

直
接
話
法
で
語
る
。
そ
な
た
は
女
の
身
、「
松
寿
」
こ
と
子
息
の
友
時
も
幼

い
身
ゆ
え
、
北
条
の
子
息
と
は
気
づ
か
れ
ま
い
。
暫
く
身
を
隠
し
て
時
を
待

つ
よ
う
に
と
促
す
。
同
じ
よ
う
な
父
子
別
離
の
場
面
が
『
平
家
物
語
』
の
宗

盛
父
子
に
も
見
ら
れ
た
。
そ
の
類
型
を
借
り
た
語
り
で
あ
る
。
北
の
方
は
、

わ
が
身
は
い
か
に
な
ろ
う
と
も
、
た
だ
子
息
の
行
方
が
不
安
だ
と
と
り
す
が

る
。
仲
時
も
猛
き
思
い
を
貫
け
ず
、
時
を
費
や
す
。
こ
こ
で
ま
た
も
や
漢
籍

『
史
記
』「
項
羽
本
紀
」、
漢
の
高
祖
と
戦
う
項
羽
が
討
ち
死
に
を
前
に
寵
姫

虞
氏
と
四
面
楚
歌
の
思
い
を
吟
じ
た
こ
と
を
想
起
し
、
そ
の
項
羽
が
自
害
し

て
果
て
た
こ
と
ま
で
語
る
。
歴
史
を
読
む
方
法
と
し
て
中
国
故
事
の
読
み
、

漢
籍
を
重
ね
て
類
推
し
、
そ
の
原
典
の
項
羽
の
詩
ま
で
引
く
の
は
、
引
用
の

域
を
超
え
て
故
事
そ
の
も
の
を
語
る
。
類
推
史
観
と
ま
で
論
じ
ら
れ
た
『
太

平
記
』
で
あ
る
。
語
り
手
の
史
観
を
ま
る
ご
と
見
せ
る
『
太
平
記
』
で
あ

る
。
百
科
辞
書
的
な
語
り
だ
と
も
言
わ
れ
る
。

　
南
探
題
、
北
条
時
益
が
仲
時
に
出
で
立
ち
を
促
す
の
は
、『
平
家
物
語
』

巻
七
、
平
家
一
門
の
都
落
ち
に
北
の
方
と
の
別
れ
を
惜
し
む
維
盛
に
重
な
る

語
り
で
あ
る
。
都
を
落
ち
る
一
行
が
、
捨
て
が
た
い
六
波
羅
に
火
を
放
っ
て

焼
き
払
う
の
も
『
平
家
物
語
』
巻
七
の
平
家
都
落
ち
そ
の
ま
ま
の
語
り
で
あ

る
。

南
探
題
の
悲
話
　「
五
月
闇
」
と
は
梅
雨
の
闇
夜
、
六
波
羅
南
探
題
の
時
益

が
東
国
へ
向
か
う
苦く

集ず

滅め

道じ

を
落
ち
る
。
こ
れ
に
野
伏
が
十
方
か
ら
矢
を
射

掛
け
る
。
首
を
射
ら
れ
て
落
馬
す
る
南
探
題
の
時
益
を
糟
谷
（
時
廣
）
が
救

お
う
と
首
に
立
つ
矢
を
引
き
抜
い
た
も
の
だ
か
ら
時
益
は
出
血
多
量
死
去
。

糟
谷
は
、
せ
め
て
も
主
へ
の
忠
義
立
て
、
主
の
首
を
切
り
、「
錦
の
直
垂
」

に
包
ん
で
、
往
来
の
人
に
踏
ま
せ
ま
い
と
「
道
の
か
た
は
ら
の
田
の
中
に
深

く
」
埋
め
、
み
ず
か
ら
も
主
の
後
を
追
っ
て
切
腹
、
主
の
遺
体
に
折
り
重

な
っ
て
死
ん
だ
と
は
『
太
平
記
』
の
戦
物
語
で
、
こ
れ
を
欠
く
本
が
あ
る
。

『
平
家
物
語
』
と
は
違
っ
た
、
血
の
匂
い
が
立
ち
こ
め
る
『
太
平
記
』
で
、

小
西
甚
一
ら
が
、『
平
家
物
語
』
と
は
違
っ
た
、
時
衆
が
語
る
戦
物
語
で
あ

る
と
、
時
宗
成
立
圏
の
課
題
に
し
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
保
元
・
平
治
の

戦
と
は
違
っ
た
、
王
朝
内
部
が
分
裂
し
て
争
う
時
代
だ
っ
た
。

帝
を
も
狙
う
野
伏
　
北
条
の
奉
じ
る
光
厳
帝
一
行
の
輿
が
四
宮
河
原
を
過

ぎ
、
北
条
を
頼
っ
て
東
国
へ
下
ろ
う
と
「
東
下
り
」
す
る
の
を
も
野
伏
が
狙
う
。

日
野
資
名
・
勧
修
寺
経
顕
・
綾
小
路
重
資
と
禅
林
寺
有
光
の
み
が
帝
に
随
行

し
て
、
心
細
く
「
思
ひ
を
万
里
の
東
の
道
に
傾
」
け
る
と
哀
感
を
以
て
語

る
。
源
平
時
代
の
平
家
一
門
の
都
落
ち
を
想
像
し
、
五
月
の
短
か
夜
に
、
杉

の
木
か
げ
に
し
ば
ら
く
の
休
息
。
帝
の
左
肘
に
立
つ
矢
を
陶
山
次
郎
が
抜
い

て
「
御
疵
を
吸
ふ
」
と
は
応
急
の
措
置
。
血
の
に
お
い
が
た
ち
こ
め
る
『
太

平
記
』
で
あ
る
。
よ
う
や
く
夜
が
明
け
始
め
、
ふ
と
見
る
と
北
山
に
は
五
、

六
百
人
の
野
伏
が
矢
を
構
え
る
。「
面
々
度
を
失
つ
て
あ
き
れ
」
た
と
語
る

の
で
あ
る
。

目
先
の
物
欲
に
か
ら
れ
る
野
伏
　
主
上
の
行
幸
を
導
く
備
前
の
住
人
、
中な
か

吉ぎ
り

弥
八
が
、
行
幸
を
妨
げ
る
野
伏
に
道
を
空
け
よ
と
促
す
が
、
野
伏
は
あ
ざ
笑

い
、「
御
運
す
で
に
尽
き
さ
せ
」
た
ま
う
主
上
を
た
だ
で
通
す
訳
に
ゆ
か
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ぬ
。
お
供
を
す
る
武
士
ど
も
は
馬
や
武
具
を
捨
て
て
行
け
と
促
す
。
こ
れ
が

「
野
伏
」
の
実
態
で
あ
っ
た
。
怒
っ
た
中
吉
は
六
騎
の
兵
で
「
欲
心
熾し
じ
よ
う盛
の

野
伏
ど
も
」
を
蹴
散
ら
す
。
二
十
余
人
の
野
伏
が
と
っ
て
返
す
の
を
中
吉

は
、
棟
梁
と
お
ぼ
し
い
男
に
馬
を
乗
り
あ
わ
せ
て
組
み
、
両
人
上
下
に
成
り

な
が
ら
「
深
田
の
中
」
へ
こ
ろ
び
落
ち
る
。
組
み
敷
か
れ
る
中
吉
が
、
相
手

を
一
太
刀
刺
そ
う
と
す
る
が
、
肝
心
の
刀
身
が
抜
け
て
鞘
が
残
る
の
み
。
い

よ
い
よ
相
手
が
中
吉
の
首
を
搔
こ
う
と
す
る
の
を
、
中
吉
は
六
波
羅
の
身
分

低
い
わ
れ
を
討
っ
た
と
こ
ろ
で
大
し
た
手
柄
に
は
な
る
ま
い
。
六
波
羅
殿

（
探
題
）
が
隠
す
銅
貨
六
千
貫
の
場
所
を
教
え
よ
う
と
誘
う
と
、
野
伏
は
中

吉
の
命
を
救
う
の
み
か
酒
肴
を
勧
め
引
き
出
物
ま
で
指
し
出
す
と
は
物
欲
そ

の
も
の
を
語
る
。
と
こ
ろ
が
中
吉
は
相
手
を
六
波
羅
の
焼
け
跡
に
案
内
し
、

こ
こ
に
埋
め
た
の
に
、
だ
れ
か
が
掘
っ
て
持
ち
去
っ
た
と
作
り
笑
い
し
て

帰
っ
て
ゆ
く
。
中
吉
の
戦
闘
を
語
る
と
い
う
よ
り
も
、
目
先
の
物
欲
に
、
戦

功
を
無
に
す
る
野
伏
の
愚
か
さ
を
笑
い
も
の
に
す
る
。
戦
物
語
と
し
て
の
読

み
を
虚
仮
に
し
か
ね
な
い
笑
話
の
介
入
に
野
伏
が
関
わ
る
。
こ
れ
が
『
太
平

記
』
で
あ
る
。

主
上
（
光
厳
）
の
一
行
か
ら
離
脱
す
る
座
主
尊
胤
　
中
吉
の
策
に
よ
っ
て
難

を
免
れ
た
主
上
は
野や

洲す

の
篠
原
宿
に
着
き
、
粗
末
な
網
代
輿
に
乗
せ
ら
れ
、

徒
歩
武
者
が
下
役
人
の
よ
う
に
舁
く
。
主
上
と
行
動
を
共
に
し
て
来
た
座
主

尊
胤
は
し
ば
し
身
を
隠
そ
う
と
二
人
の
役
僧
の
み
を
具
し
、
馬
を
も
宿
場
の

主
に
与
え
、
伊
勢
の
神
官
に
扶
け
ら
れ
て
帰
洛
、
紫
野
の
白
毫
院
に
遁
世
の

姿
で
過
ご
さ
れ
た
と
語
る
。
光
厳
の
行
方
、
光
厳
王
朝
の
終
幕
を
迎
え
る
。

帝
・
探
題
の
東
落
ち
を
妨
げ
る
溢
れ
者
（
九
の
８
）　「
さ
る
程
に
」
と
章
段

を
始
め
る
の
は
、
前
段
、
を
受
け
る
。
両
六
波
羅
探
題
が
鎌
倉
へ
と
東
落
ち

す
る
の
を
、
道
中
、「
安
宅
」
以
下
「
番
場
・
醒
ヶ
井
・
柏
原
」
か
ら
伊
吹

山
の
麓
、
南
は
鈴
鹿
山
の
麓
ま
で
、
東
国
へ
向
か
う
要
所
を
「
山
賊
・
強

盗
・
溢
れ
者
」、
ま
さ
に
野
伏
に
類
す
る
溢
れ
者
が
集
ま
り
、
後
醍
醐
の
第

五
皇
子
、
守
良
親
王
を
大
将
に
奉
じ
る
探
題
一
行
の
東
落
ち
を
妨
げ
る
。
夜

が
明
け
て
探
題
仲
時
が
見
る
と
、
二
千
余
騎
あ
っ
た
勢
が
「
わ
づ
か
に
七
百

騎
」
に
も
足
ら
ぬ
小
勢
。
糟
谷
を
先
駈
け
と
し
て
海
道
第
一
の
難
所
、
番
場

の
峠
に
か
か
る
。
こ
れ
を
数
千
の
溢
れ
者
が
妨
げ
よ
う
と
す
る
の
を
糟
谷
は

三
十
六
騎
で
追
い
散
ら
す
が
、
敵
が
大
勢
で
あ
る
の
に
気
力
を
失
い
、
皆
、

馬
を
降
り
、
麓
の
辻
堂
に
息
を
つ
く
と
は
、
敗
走
す
る
探
題
ら
の
動
き
に
思

い
に
寄
り
添
う
語
り
で
あ
る
。
視
点
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
。
芸
能
化
し

た
軍
談
で
あ
る
。

　
先
行
す
る
陣
に
戦
が
あ
る
と
聞
い
た
探
題
仲
時
が
馬
を
早
め
て
来
た
り
、

糟
谷
の
思
い
を
質
す
。
糟
谷
は
、
京
で
討
ち
死
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
当
面

す
る
敵
の
み
な
ら
ば
と
に
か
く
、
背
後
に
は
土
岐
一
族
が
美
濃
路
を
、
吉
良

の
一
族
が
遠
江
に
城
を
構
え
て
待
ち
か
け
る
。
数
万
の
勢
を
も
っ
て
し
て
も

道
を
開
く
の
は
困
難
、
そ
れ
に
わ
れ
わ
れ
は
人
馬
と
も
に
疲
れ
て
い
る
。
こ

こ
は
一
旦
、
近
江
へ
引
っ
返
し
、
関
東
勢
の
上
洛
を
待
っ
て
は
い
か
が
と
言

う
。
探
題
仲
時
は
、
近
江
、
佐
々
木
の
本
心
も
わ
か
ら
な
い
、
そ
の
動
き
を

待
と
う
と
言
い
、
辻
堂
の
広
場
に
休
む
。
頼
朝
以
来
、
佐
々
木
氏
は
近
江
、

佐
々
木
の
守
護
職
に
あ
っ
た
。
そ
の
子
孫
で
あ
る
佐
々
木
時
信
は
、
一
行
か
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ら
一
里
ば
か
り
遅
れ
、「
い
か
な
る
天
魔
破
旬
の
し
わ
ざ
」
か
、
先
を
行
く

探
題
の
一
行
が
「
野
伏
ど
も
」
に
包
囲
さ
れ
全
員
討
ち
死
に
し
た
と
語
る
者

が
あ
り
、
今
は
し
よ
う
が
な
い
と
愛
知
川
か
ら
引
っ
返
し
、
す
で
に
京
を
占

拠
す
る
討
手
に
降
っ
た
と
語
る
。
腰
砕
け
に
終
わ
る
戦
の
語
り
で
あ
る
。
そ

の
探
題
、
仲
時
は
一
向
に
佐
々
木
は
や
っ
て
来
な
い
、
こ
れ
は
き
っ
と

「
早は
や

」
敵
に
な
っ
た
。
か
く
な
っ
て
は
救
わ
れ
よ
う
が
な
い
、
自
害
を
し
て

果
て
よ
う
と
「
気
色
涼
し
く
」
見
え
た
と
は
、
こ
れ
ま
で
死
に
臨
ん
で
禅
的

な
姿
勢
を
吟
じ
る
偈
に
も
通
じ
る
、
行
方
を
見
通
す
語
り
で
あ
る
。

　『
太
平
記
』
の
語
り
手
は
、
兵
法
に
従
っ
て
行
方
を
見
通
し
、
そ
の
見
通

し
の
当
た
っ
て
い
る
こ
と
を
、
語
り
な
お
す
。『
平
家
物
語
』
で
も
、
斉
藤

別
当
実
盛
が
大
将
宗
盛
の
問
い
に
東
国
武
士
の
行
動
性
を
語
る
。
そ
の
よ
う

に
東
国
武
士
が
動
き
、
平
家
は
実
盛
の
語
っ
た
と
お
り
に
動
き
敗
走
す
る
の

だ
が
、『
太
平
記
』
の
場
合
、
兵
法
に
即
し
た
戦
法
が
あ
っ
て
、
そ
の
と
お

り
に
な
る
経
過
を
語
っ
て
読
者
（
聴
衆
）
の
緊
張
を
解
き
、
安
堵
さ
せ
て
笑

い
を
か
き
立
て
る
。
こ
れ
が
『
太
平
記
』
の
戦
の
語
り
の
方
法
で
あ
る
。
つ

ま
り
兵
法
の
講
釈
が
先
行
し
て
、
こ
れ
に
従
う
敗
者
の
行
動
を
語
る
と
こ
ろ

に
笑
い
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
見
た
、
楠
正
成
の
戦
法
に
翻
弄

さ
れ
る
北
条
軍
が
手
痛
い
目
に
遭
っ
て
敗
走
す
る
戦
物
語
も
、
ま
さ
に
こ
の

兵
法
を
踏
ま
え
て
講
談
す
る
語
り
で
あ
っ
た
。
仲
時
が
、
北
条
政
権
の
行
方

（
武
運
）
を
見
通
し
、
そ
れ
を
「
平
家
一
類
の
名
」、
武
名
を
世
に
残
す
こ
と

を
潔
し
と
し
て
「
鎧
脱
い
で
」
腹
を
掻
き
切
っ
て
伏
す
。
そ
れ
を
見
た
糟
谷

が
続
き
、
以
下
、
行
動
を
共
に
し
た
一
行
の
名
を
連
ね
、「
都
合
四
百
三
十

二
人
同
時
に
腹
を
」
掻
き
切
る
。
そ
の
語
り
に
は
中
国
古
典
『
旧
唐
書
』
が

あ
る
こ
と
ま
で
明
か
す
。
こ
れ
が
講
談
と
し
て
の
『
太
平
記
』
の
戦
語
り
が

あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
場
を
主
上
（
光
厳
）
ら
の
宮
廷
人
ら
が
驚
嘆
し
て
見

て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
六
波
羅
探
題
の
終
焉
を
達
観
し
て
語
り
結
ぶ
の
で
あ

る
。
こ
の
探
題
ら
の
討
死
を
「
官
軍
力
ヲ
エ
シ
マ
マ
ニ
五
月
八
日
ノ
コ
ロ
ニ

ヤ
、
都
ニ
ア
ル
東
軍
ミ
ナ
ヤ
ブ
レ
テ
、
ア
ヅ
マ
ヘ
コ
コ
ロ
ザ
シ
テ
オ
チ
ユ
キ

シ
ニ
、
両
院
、
新
帝
オ
ナ
ジ
ク
御
ユ
キ
ア
リ
、
近
江
国
馬
場
ト
云
所
ニ
テ
、

御
方
ニ
心
ザ
シ
ア
ル
輩
ウ
チ
イ
デ
ニ
ケ
レ
バ
、
武
士
ハ
タ
タ
カ
フ
マ
デ
モ
ナ

ク
自
滅
シ
ヌ
」
と
記
録
す
る
『
神
皇
正
統
記
』
と
は
異
質
の
軍
談
を
講
談
す

る
『
太
平
記
』
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

　
話
す
物
語
で
あ
る
戦
物
語
が
、
書
く
物
語
に
な
っ
て
伝
わ
り
、
そ
れ
を
談

義
す
る
『
太
平
記
』
で
あ
る
。

王
朝
の
転
換
（
九
の
９
）　
か
く
て
先
帝
（
大
覚
寺
統
の
後
醍
醐
）
方
の

「
官
軍
」
が
、（
持
明
院
統
の
）
光
厳
天
皇
、
後
伏
見
・
花
園
両
上
皇
を
捕
ら

え
近
江
の
長
光
寺
へ
移
し
、
王
権
の
レ
ガ
リ
ア
、
聖
な
る
し
る
し
で
あ
る
三

種
の
神
器
や
王
朝
相
伝
の
楽
器
ま
で
と
り
あ
げ
、
後
醍
醐
王
朝
が
保
管
し

た
。
そ
れ
は
秦
王
子
嬰
が
漢
の
高
祖
に
亡
ぼ
さ
れ
た
際
の
成
り
行
き
に
同
じ

だ
っ
た
と
語
る
。
事
件
の
経
過
に
中
国
古
典
の
世
界
を
重
ね
て
語
る
『
太
平

記
』
の
語
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
類
推
史
観
と
称
し
た
の
だ
っ
た
。

　
持
明
院
統
の
重
臣
、
日
野
資
名
が
「
遊
行
の
聖
」
に
会
っ
て
出
家
の
介
添

え
を
依
頼
す
る
。
資
名
の
願
い
と
し
て
、
出
家
の
際
に
用
い
る
「
四
句
の

偈
」
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
本
来
、
仏
徳
を
称
え
る
べ
き
偈
に
、
聖
は
内
容
を

480

八



『
太
平
記
』
を
読
む  

二
（
山
下
）

取
り
違
え
、
畜
生
に
向
か
っ
て
菩
提
心
を
起
こ
せ
と
の
意
の
偈
を
唱
え
た
。

そ
の
経
過
を
「
三
河
守
友
俊
」
が
聞
い
て
、
そ
の
聖
の
狼
狽
し
た
行
為
を

笑
っ
た
と
語
る
。
そ
の
経
過
を
語
る
語
り
手
は
、
事
の
経
過
を
語
り
な
が

ら
、
対
象
を
突
き
放
し
て
語
る
、
そ
の
落
差
が
皮
肉
な
笑
い
を
か
き
立
て
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
持
明
院
統
の
王
朝
に
仕
え
た
公
卿
と
し
て
は
、
経
顕
・
有
光
以

外
に
同
行
す
る
者
が
な
か
っ
た
と
、
こ
の
王
統
の
脆
さ
を
語
る
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
っ
た
。

北
条
の
敗
退
を
示
唆
す
る
語
り
（
九
の
10
）　「
さ
る
程
に
」
は
、
千
剣
破
攻

め
の
北
条
軍
へ
の
話
題
転
換
。
探
題
の
滅
亡
、
持
明
院
統
王
朝
の
東
下
り
の

報
せ
が
、「
翌
日
の
午
の
刻
」
に
は
千
剣
破
へ
聞
こ
え
て
い
た
と
の
語
り

は
、
明
ら
か
に
幕
府
敗
北
を
対
象
化
し
て
語
る
。
千
剣
破
城
内
の
喜
び
、
こ

れ
を
攻
め
る
幕
府
軍
の
失
意
を
語
る
。
こ
の
状
態
で
は
、
い
よ
い
よ
「
野

伏
」
が
勢
い
づ
く
と
恐
れ
る
幕
府
軍
は
千
剣
破
攻
め
を
断
念
し
、
南
都
に
向

か
っ
て
落
ち
る
。
道
中
、
は
か
な
ん
で
自
害
す
る
者
、
谷
底
へ
落
ち
る
者
が

「
幾
千
万
」
あ
っ
た
と
は
誇
張
に
満
ち
た
語
り
で
あ
る
。
し
か
も
主
だ
っ
た

大
将
は
生
存
、
南
都
へ
「
落
ち
着
か
れ0

け
れ
」
と
敬
語
を
使
っ
た
語
り
は
、

持
明
院
統
を
支
え
る
北
条
に
、
一
貫
し
て
敬
意
を
捨
て
な
い
で
、
巻
九
を
閉

じ
る
構
成
で
あ
る
。

四
　
討
幕
の
動
き
と
北
条
ら
の
対
決

足
利
高
氏
の
動
き
と
状
況
変
化
（
十
の
１
）　
足
利
高
氏
が
倒
幕
側
に
廻
っ

た
と
の
飛
脚
の
報
せ
は
「
道
遠
け
れ
ば
」
ま
だ
鎌
倉
に
届
い
て
い
な
い
。

「
鎌
倉
に
は
、
か
つ
て
そ
の
沙
汰
も
無
か
り
け
り
」
と
は
、
迂
闊
な
幕
府
。

こ
の
状
況
の
変
化
を
察
知
で
き
な
い
北
条
政
権
の
滅
び
を
見
通
し
た
語
り
で

あ
る
。「
元
弘
三
年
五
月
二
日
の
夜
半
に
」
足
利
高
氏
の
二
男
、
千
寿
が
行

方
を
く
ら
ま
し
た
と
語
る
の
は
、
明
ら
か
に
前
巻
で
足
利
が
倒
幕
側
に
廻
っ

た
こ
と
を
知
ら
な
い
と
語
っ
た
の
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
『
太
平
記
』
は

倒
幕
の
経
過
を
記
録
的
に
語
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
北
条
執
権
の
滅
亡
を

見
通
し
て
、
そ
れ
に
向
け
て
足
利
が
い
か
な
る
動
き
を
示
し
た
か
を
語
る
た

め
に
鎌
倉
の
状
況
を
語
り
始
め
る
の
で
あ
る
。
単
な
る
記
録
で
は
な
い
。

　
鎌
倉
で
は
、
遠
い
京
か
ら
は
確
か
な
情
報
が
入
っ
て
来
な
い
と
、
桓
武
平

氏
で
あ
る
北
条
に
仕
え
た
長
崎
思
元
と
、
清
和
源
氏
、
諏
訪
下
社
の
神
職
、

諏
訪
直
性
が
使
者
に
な
り
上
洛
し
よ
う
と
す
る
。
一
方
、
六
波
羅
か
ら
の
早

馬
が
下
る
の
が
駿
河
の
高
橋
で
会
い
、
名
越
高
家
の
討
死
、
足
利
の
離
反
を

報
せ
る
急
使
が
出
会
っ
て
、
と
も
に
鎌
倉
へ
下
る
。

　
一
方
、
京
で
は
足
利
高
氏
の
長
男
竹
若
が
、
伊
豆
山
権
現
か
ら
伯
父
良
遍

ら
と
山
伏
姿
で
ひ
そ
か
に
上
洛
さ
れ
る
と
敬
譲
表
現
を
使
っ
て
語
る
。
長
崎

ら
使
者
は
（
今
の
沼
津
の
）
浮
島
が
原
で
前
の
京
か
ら
の
早
馬
が
鎌
倉
へ
下
る
の

と
遭
っ
て
こ
れ
を
生
け
捕
ろ
う
と
戦
い
、
良
遍
は
自
害
し
、
竹
若
を
刺
し
殺

し
、
同
行
す
る
十
三
人
の
首
を
刎
ね
浮
島
が
原
に
掛
け
る
。
こ
こ
で
足
利
ら
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の
動
き
を
語
る
の
を
一
旦
中
断
す
る
。

新
田
義
貞
の
始
動
（
十
の
２
）　
巻
七
（
３
）
で
先
帝
（
後
醍
醐
）
か
ら
綸

旨
を
得
て
千
剣
破
か
ら
仮
病
を
使
っ
て
関
東
へ
帰
国
し
謀
叛
を
企
て
る
義
貞

で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
も
知
ら
ぬ
北
条
高
時
は
、
京
を
攻
め
る
た
め
に
東
国
六

国
の
荘
園
に
臨
時
の
出
費
を
課
し
た
。
中
で
も
裕
福
な
新
田
の
多
い
世
良
田

に
六
万
貫
を
五
日
の
間
に
整
え
よ
と
責
め
立
て
る
。
こ
れ
を
勝
手
な
挑
発
と

怒
っ
た
義
貞
は
、
北
条
か
ら
の
使
者
二
人
を
逮
捕
、
一
人
を
処
刑
、
晒
し
首

に
掛
け
る
。
こ
れ
を
怒
る
北
条
の
追
求
に
新
田
は
弟
の
脇
屋
義
助
と
協
議
、

「
百
六
十
余
年
」
に
わ
た
る
北
条
の
圧
政
に
使
者
を
斬
っ
て
捨
て
た
の
だ
っ

た
。
そ
れ
に
新
田
は
か
ね
て
先
帝
か
ら
綸
旨
を
得
て
い
た
。
討
死
を
覚
悟

で
、
鎌
倉
を
攻
め
よ
う
と
主
張
、
一
族
三
十
余
人
が
賛
同
、「
五
月
八
日
」

生
品
明
神
で
改
め
て
綸
旨
を
拝
し
、
そ
の
氏
族
、
十
一
名
の
勢
揃
え
を
語

る
。
事
の
経
過
を
語
り
な
が
ら
そ
れ
が
主
力
で
あ
る
に
し
て
も
「
百
五
十

騎
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
今
一
歩
と
の
思
い
を
語
る
語
り
手
で
あ
る
。
こ
の

勢
で
は
心
許
な
い
と
思
う
夕
方
、
新
田
の
一
族
、
二
千
余
騎
が
利
根
川
の
方

か
ら
馬
煙
を
立
て
て
馳
せ
参
る
。
こ
の
地
名
を
掲
げ
て
の
勢
揃
え
が
、
そ
の

語
り
の
行
方
を
示
唆
し
て
い
る
。
驚
く
新
田
義
貞
に
対
し
、
集
ま
る
勢
が
、

こ
れ
ま
で
召
し
の
な
い
の
を
不
審
に
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、「
天
狗
山
伏
一

人
」
が
越
後
に
触
れ
て
回
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
勢
を
揃
え
て
参
り
ま
し

た
。
遠
方
の
者
も
明
日
に
は
参
り
ま
し
ょ
う
と
人
馬
と
も
に
息
を
継
ぐ
と
こ

ろ
へ
、
越
後
勢
が
、
そ
し
て
甲
斐
・
信
濃
の
源
氏
が
旗
を
並
べ
掲
げ
て
五
千

余
騎
が
参
っ
た
と
語
る
。
義
貞
・
義
助
の
兄
弟
は
八
幡
大
菩
薩
の
擁
護
と
慶

び
、
た
だ
ち
に
発
向
と
な
る
。
こ
の
語
り
の
息
づ
か
い
が
、
こ
の
後
を
示
唆

し
て
お
り
、
は
た
し
て
紀
氏
が
高
氏
の
子
息
、
さ
き
に
語
っ
て
い
た
千
寿
王

殿
を
も
具
し
て
二
百
騎
が
加
わ
る
。
平
家
琵
琶
の
語
り
な
ら
ば
勇
壮
な

〔
拾
〕
の
曲
節
で
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
こ
れ
よ
り
」
上
野
以
下
、
関
東
五

か
国
の
兵
が
「
期
せ
ざ
る
に
集
ま
り
、
催
さ
ざ
る
に
馳
せ
来
た
つ
て
」
そ
の

暮
れ
程
に
は
二
十
万
七
千
余
騎
が
冑
を
並
べ
た
と
は
、
さ
き
の
発
向
当
時
五

月
八
日
に
は
「
百
五
十
騎
に
は
過
ぎ
ざ
り
け
り
」
と
は
う
っ
て
変
わ
る
。
四

方
八
方
、
草
の
原
か
ら
馬
、
旗
の
影
が
ひ
ら
め
き
、
敵
の
矢
を
防
ぐ

「
母
衣
」

を
風
が
吹
き
な
び
か
す
と
視
覚
を
駆
し
て
語
る
。

新
田
の
始
動
に
連
動
す
る
諸
国
の
動
き
　
新
田
義
貞
決
起
の
報
に
応
じ
て
、

国
々
の
早
馬
が
走
り
始
め
る
、
そ
の
倒
幕
の
動
き
が
次
々
と
鎌
倉
へ
届
く
。

経
過
を
知
ら
ぬ
者
は
「
鎌
倉
殿
（
探
題
）」
に
背
く
と
は
無
謀
な
こ
と
と
意

に
介
さ
な
い
が
、「
物
の
心
を
も
わ
き
ま
へ
た
る
人
は
」
中
国
、
呉
王
夫
差

を
諫
め
た
伍
子
胥
の
故
事
を
引
い
て
、
こ
の
後
の
行
方
を
語
る
。
両
者
を
語

る
冷
静
な
語
り
手
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
幕
府
は
も
っ

ぱ
ら
、
初
め
て
倒
幕
の
旗
を
あ
げ
た
新
田
に
期
待
す
る
の
み
だ
っ
た
と
は
迂

闊
な
北
条
で
あ
る
。「
同
じ
き
九
日
」
と
日
数
が
経
過
す
る
中
に
状
況
の
変

化
を
見
よ
う
と
す
る
語
り
手
。
そ
の
「
翌
日
の
巳
の
刻
に
」
幕
府
は
金
沢
貞

将
の
五
万
騎
に
上
総
・
下
総
の
勢
を
付
け
て
敵
の
背
後
を
突
か
せ
る
。
桜
田

貞
国
に
は
長
崎
高
重
や
、
そ
の
孫
た
ち
を
付
け
、
武
蔵
・
上
野
両
国
の
六
万

を
添
え
入
間
川
へ
遣
す
。
語
り
手
は
、
承
久
の
乱
以
来
、
平
穏
で
あ
っ
た
世

に
、
久
し
ぶ
り
に
武
器
を
動
か
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の
武
具
が
「
か
か
や
く
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『
太
平
記
』
を
読
む  

二
（
山
下
）

ば
か
り
な
り
」
と
、
ま
た
も
や
「
ゆ
ゆ
し
き
見
物
に
て
ぞ
あ
り
け
る
」
と
視

覚
を
駆
し
て
、
対
象
を
相
対
化
し
て
語
る
。
こ
れ
が
『
太
平
記
』
の
語
り
の

ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

両
軍
の
対
決
　「
同
じ
き
十
一
日
」
北
条
軍
が
武
蔵
小
手
差
原
か
ら
、
相
手

「
源
氏
」
新
田
軍
を
見
渡
せ
ば
幾
千
万
、
桜
田
ら
は
入
間
川
に
布
陣
。
ま
ず

新
田
軍
が
渡
河
し
て
鬨
の
声
を
あ
げ
、
幕
府
軍
の
「
平
家
」
も
声
を
合
わ
せ

旗
を
差
し
上
げ
て
馳
せ
戦
う
。「
い
ず
れ
も
東
国
武
士
」、
三
十
余
度
の
戦
闘

に
新
田
軍
は
三
百
あ
ま
り
、
鎌
倉
勢
は
五
百
余
騎
を
討
た
れ
、
日
暮
れ
と
と

も
に
明
日
の
戦
と
申
し
合
わ
せ
、
新
田
は
入
間
川
に
、
鎌
倉
勢
は
久
米
川
に

陣
を
引
く
。
い
ず
れ
も
合
戦
の
経
過
を
語
り
合
っ
て
人
馬
の
息
を
つ
い
た
の

だ
っ
た
。
源
平
合
戦
の
展
開
を
見
物
す
る
語
り
で
あ
る
。

対
立
す
る
兵
法
を
実
行
す
る
中
に
幕
府
軍
の
敗
走
　
夜
が
明
け
る
や
「
源

氏
」
の
新
田
軍
は
「
平
家
」
の
幕
府
軍
に
先
手
を
う
た
れ
ま
い
と
久
米
川
の

陣
を
攻
め
る
。
受
け
る
「
平
家
」
も
源
氏
の
攻
め
を
予
想
し
、
寄
せ
手
を
十

分
引
き
付
け
て
お
い
て
戦
え
ば
有
利
で
あ
ろ
う
と
、
乗
馬
を
固
め
て
待
機
す

る
。
そ
の
平
家
は
陣
形
を
開
き
、
寄
せ
手
を
包
囲
し
よ
う
と
す
る
。
新
田
軍

は
包
囲
さ
れ
て
分
断
さ
れ
ま
い
と
陣
形
を
固
め
て
攻
め
入
る
。
北
条
か
ら
す

れ
ば
虎
を
縛
す
る
黄
石
公
の
兵
法
、
新
田
軍
か
ら
す
れ
ば
鬼
を
押
し
つ
ぶ
す

張
子
房
の
兵
法
と
、
と
も
に
相
手
の
兵
法
を
知
っ
た
上
で
の
戦
い
で
あ
る
。

北
条
軍
は
破
ら
れ
ず
、
新
田
軍
は
囲
ま
れ
ず
、
と
も
に
千
騎
が
一
騎
に
な
る

ま
で
引
く
ま
い
と
戦
い
、「
時
の
運
に
や
よ
り
け
ん
」
新
田
軍
に
死
傷
者
は
少

な
く
、
幕
府
軍
は
死
傷
者
を
多
く
出
し
て
、
久
米
川
の
南
方
、
分
陪
へ
と
退

い
た
。
新
田
軍
は
重
ね
て
追
い
か
け
よ
う
と
し
な
が
ら
、
連
日
の
戦
に
人
馬

と
も
に
疲
れ
を
休
め
よ
う
と
久
米
川
の
陣
に
進
ん
で
翌
日
の
戦
に
備
え
る
。

　
中
国
の
兵
法
を
再
現
す
る
中
に
、
攻
め
る
新
田
軍
が
守
る
幕
府
軍
を
却
け

た
と
語
る
。
兵
書
を
念
頭
に
兵
法
に
従
い
、
そ
の
再
現
を
語
る
戦
物
語
、

『
太
平
記
』
で
あ
る
。

勝
ち
戦
に
詰
め
を
欠
く
幕
府
軍
　
十
二
日
の
久
米
川
の
戦
に
桜
田
貞
国
ら
幕

府
軍
が
敗
れ
た
と
の
報
に
、
北
条
高
時
は
弟
の
惠
性
を
大
将
と
し
、
塩
田
ら

十
万
余
を
分
陪
へ
送
っ
た
の
で
、
敗
軍
が
立
ち
直
る
。
新
田
は
そ
れ
と
知
ら

ず
「
十
五
日
」
の
未
明
、
分
陪
を
攻
め
る
。
鎌
倉
軍
は
す
ぐ
れ
た
射
手
三
千

人
を
前
面
に
立
て
新
田
軍
を
射
立
て
る
。
新
田
は
敵
の
大
軍
の
中
に
駈
け
入

り
、
そ
し
て
と
っ
て
返
し
、
蜘
蛛
の
子
を
散
ら
す
よ
う
に
幕
府
軍
を
追
っ
て

攻
め
立
て
る
が
、
援
軍
を
得
た
幕
府
軍
の
反
撃
に
遭
っ
て
新
田
軍
に
死
傷
者

が
多
く
出
る
。
そ
の
新
田
軍
を
一
歩
攻
め
れ
ば
新
田
が
壊
滅
し
た
の
に
、
幕

府
軍
は
、
こ
こ
ま
で
攻
め
て
お
け
ば
、
武
蔵
・
上
野
の
者
が
新
田
を
討
っ
て

差
し
出
す
だ
ろ
う
と
鷹
揚
に
構
え
て
時
を
移
し
た
。「
こ
れ
ぞ
平
家
の
運
の

尽
き
ぬ
る
と
こ
ろ
の
し
る
し
な
り
」
と
源
平
の
戦
い
と
し
て
語
り
を
閉
じ

る
。
最
後
の
詰
め
を
欠
く
幕
府
軍
の
行
方
を
予
知
す
る
語
り
で
あ
る
。

勝
ち
戦
に
油
断
す
る
幕
府
軍
（
十
の
３
）　
分
陪
で
幕
府
軍
に
敗
れ
た
新
田

が
途
方
に
暮
れ
る
。
そ
こ
へ
か
ね
て
新
田
に
志
を
寄
せ
て
い
た
相
模
の
藤

原
・
平
家
・
村
上
源
氏
ら
が
「
十
五
日
の
晩
景
」
新
田
の
陣
へ
馳
せ
参
る
。

そ
の
中
の
三
浦
大
多
和
が
語
る
。
幾
度
の
合
戦
を
重
ね
る
に
し
て
も
、
わ
が

軍
が
加
勢
す
る
か
ら
、
一
戦
を
す
る
よ
う
に
と
促
す
と
勝
ち
に
奢
る
楚
の
武
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信
が
秦
の
章
邯
に
討
た
れ
た
『
史
記
』
項
羽
本
紀
の
故
事
を
引
い
て
新
田
に

戦
を
促
す
の
で
あ
る
。
新
田
は
喜
び
三
浦
に
軍
の
指
揮
を
委
ね
る
。「
明
く

れ
ば
五
月
十
六
日
」
の
未
明
、
幕
府
軍
は
数
か
度
の
戦
に
疲
れ
遊
君
を
枕
を

並
べ
、
あ
る
い
は
酒
宴
に
酔
っ
て
寝
る
者
も
あ
る
と
は
、『
平
家
物
語
』
巻

五
、
富
士
川
合
戦
を
思
い
出
さ
せ
る
。
河
原
面お
も
てに

敵
の
襲
来
を
気
づ
き
な
が

ら
、
そ
の
三
浦
の
勢
を
援
軍
だ
と
慶
ぶ
の
は
「
運
命
の
尽
き
ぬ
る
程
こ
そ
あ

さ
ま
し
け
れ
」
と
、
こ
の
後
の
行
方
を
見
通
す
語
り
で
あ
る
。

攻
守
と
も
に
新
田
軍
を
感
嘆
　
新
田
義
貞
は
寝
返
っ
た
三
浦
の
先
駆
け
に
追
い

す
が
っ
て
、
十
万
余
騎
を
三
方
に
分
け
て
一
斉
に
鬨
の
声
を
上
げ
る
。
こ
れ

に
三
浦
は
勢
い
づ
き
周
辺
の
坂
東
平
家
を
七
手
に
分
け
「
蜘
蛛
手
・
輪
違
・

十
文
字
」
の
隊
形
を
作
っ
て
攻
め
か
け
た
も
の
だ
か
ら
、
幕
府
軍
は
ち
り
ぢ

り
に
な
っ
て
退
く
。
大
将
左
近
入
道
は
危
う
く
討
た
れ
そ
う
に
な
っ
て
踏
み

と
ど
ま
る
。
代
々
北
条
に
仕
え
て
来
た
者
や
北
条
に
声
を
掛
け
ら
れ
る
者
が

踏
み
留
ま
っ
て
討
た
れ
る
者
が
続
く
中
、
大
将
左
近
大
夫
入
道
は
よ
う
や
く

鎌
倉
に
退
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
と
、
敬
意
を
込
め
丁
寧
語
で
語
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ
っ

た
。
高
時
の
執
事
長
崎
高
重
は
討
ち
取
っ
た
生
首
十
三
を
家
来
に
持
た
せ
、

鎧
に
立
つ
矢
に
出
血
を
浴
び
た
鎧
姿
で
「
し
づ
し
づ
と
」
鎌
倉
殿
の
屋
形
へ

参
る
。
こ
れ
を
嬉
し
げ
に
迎
え
る
祖
父
高
綱
が
負
傷
し
た
孫
の
負
傷
跡
に
口

を
あ
て
て
血
を
吸
っ
て
や
り
、
さ
す
が
わ
が
孫
と
喜
び
、
日
頃
厳
し
く
扱
っ

た
こ
と
を
詫
び
る
、
孫
も
感
涙
に
む
せ
ぶ
の
だ
っ
た
。

五
　
幕
を
ひ
く
北
条

北
条
一
門
へ
の
哀
惜
。
複
雑
な
鎌
倉
の
人
々
の
思
い
　
幕
府
が
新
田
軍
に
手

痛
く
攻
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
巻
九
で
語
っ
た
、
六
波
羅
探
題
が
鎌
倉

を
志
し
て
落
ち
る
途
中
、
近
江
の
番
場
で
自
害
し
て
果
て
た
と
の
報
が
、
鎌

倉
の
一
同
を
悲
嘆
に
暮
れ
さ
せ
る
。「
し
か
り
と
い
へ
ど
も
」
い
ま
だ
に

「
こ
の
大
敵
（
新
田
）
を
却
け
て
こ
そ
、
京
都
へ
も
討
手
を
」
上
そ
う
と
「
軍

評
定
」
し
た
。
こ
の
幕
府
の
実
情
を
「
敵
に
し
ら
せ
じ
と
」
し
た
が
、「
隠

れ
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
」
新
田
軍
が
こ
れ
を
聞
い
て
大
喜
び
す
る
の
で

あ
っ
た
。

鎌
倉
攻
防
の
態
勢
（
十
の
４
）　
新
田
軍
勝
利
の
報
に
、
六
十
万
七
千
余
騎

の
関
東
八
か
国
の
武
士
が
参
集
、
義
貞
は
こ
の
大
軍
を
三
手
に
分
け
極
楽

寺
、
巨
福
呂
坂
へ
、
新
田
み
ず
か
ら
は
粧け
は
い
ざ
か坂か
ら
北
条
を
攻
め
る
。
そ
の
状

況
を
実
感
で
き
な
い
「
鎌
倉
中
の
人
々
」
で
あ
る
。
北
条
軍
の
大
手
の
大

将
、
泰
家
が
前
日
の
夜
、
山
内
へ
後
退
、
搦
め
手
の
金
沢
貞
将
が
鎌
倉
へ
退

く
の
を
知
っ
て
「
思
ひ
の
外
な
る
珍
事
」
と
驚
く
。
そ
の
あ
げ
く
「
五
月
十

八
日
」
と
は
、
大
多
和
の
新
田
へ
の
合
流
が
「
十
五
日
の
晩
景
」
と
あ
っ
た

の
を
受
け
る
。
鎌
倉
を
取
り
巻
く
、
北
は
藤
沢
、
南
は
鎌
倉
、
五
十
余
箇
所

に
寄
せ
手
が
放
火
し
て
三
方
か
ら
攻
め
る
。
鎌
倉
の
人
々
が
狼
狽
す
る
あ
り

さ
ま
は
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
が
安
禄
山
の
乱
で
滅
ん
だ
状
態
だ
っ
た
と
語
る
。

鎌
倉
の
攻
防
を
め
ぐ
る
戦
の
動
き
を
鳥
瞰
し
中
国
古
典
を
重
ね
て
語
る
の
も

『
太
平
記
』
の
型
で
あ
る
。
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討
幕
軍
を
三
方
に
わ
た
っ
て
迎
え
討
つ
北
条
は
金
沢
・
大
佛
、
そ
し
て
幕

府
最
高
の
執
権
赤
橋
以
下
、「
末
々
の
平
氏
八
十
余
人
、
国
々
の
兵
十
万

余
」
を
弱
所
の
備
え
と
し
て
鎌
倉
に
残
す
。「
同
日
の
巳
の
刻
（
午
前
十
時
頃
）」

に
始
ま
る
「
終
日
、
終
夜
」
の
新
田
の
攻
め
と
、
こ
れ
を
迎
え
討
つ
鎌
倉

勢
。
両
軍
の
矢
叫
び
、
忠
節
の
た
め
に
命
を
惜
し
ま
ず
、
寄
せ
手
は
「
魚

鱗
」「
鶴
翼
」
に
隊
形
を
整
え
て
戦
う
。
決
死
の
攻
防
戦
と
は
型
ど
お
り
の

戦
語
り
で
、「
万
人
死
し
て
一
人
残
り
」
い
つ
果
て
る
と
も
な
い
類
型
通
り

の
戦
が
あ
っ
た
と
語
る
。

北
条
方
武
将
の
思
い
（
十
の
５
）　
足
利
高
氏
と
縁
戚
関
係
に
あ
り
な
が
ら

北
条
方
に
あ
っ
て
戦
う
赤
橋
守
時
は
洲
崎
に
向
か
っ
て
戦
い
、
六
十
五
度
の

戦
に
「
数
万
騎
有
り
つ
る
」
郎
従
も
三
百
余
騎
に
な
り
な
が
ら
、
南
条
高
直

に
向
か
っ
て
、
漢
の
高
祖
が
戦
う
度
に
敗
れ
な
が
ら
項
羽
を
亡
ぼ
し
、
晋
の

献
公
の
息
重
耳
が
斉
の
国
境
に
戦
っ
て
国
を
守
っ
た
こ
と
を
引
き
、「
万

死
」
に
「
一
生
を
得
」
た
こ
と
を
言
っ
て
励
ま
す
。
さ
ら
に
燕
の
太
子
丹
に

協
力
を
乞
わ
れ
た
高
齢
の
田
光
が
、
自
ら
の
首
を
刎
ね
て
命
を
絶
っ
た
故
事

を
引
い
て
「
腹
十
文
字
に
切
り
」
果
て
た
と
語
る
。

　
寄
せ
る
新
田
義
貞
の
軍
は
洲
崎
を
破
り
山
内
に
馬
を
進
め
た
。
北
条
方
に

あ
っ
て
、
永
年
、
大
仏
貞
直
の
「
恩
顧
」
を
蒙
っ
た
本
間
城
左
衛
門
も
「
若

党
、
中
間
百
余
人
」
を
引
き
連
れ
、
極
楽
寺
坂
を
守
る
新
田
軍
三
万
を
攻

め
、
大
館
宗
氏
の
首
を
狙
っ
て
討
ち
入
り
、
寄
せ
手
を
腰
越
ま
で
後
退
さ
せ

る
。
本
間
の
郎
等
が
そ
の
宗
氏
の
首
を
取
る
。
本
間
は
喜
び
、
仕
え
て
来
な

が
ら
勘
気
を
蒙
っ
て
い
た
大
仏
貞
直
に
赦
し
を
乞
い
、
そ
の
宗
氏
の
首
を
呈

し
、
腹
を
掻
き
切
っ
て
果
て
る
。
敗
色
濃
い
北
条
方
の
赤
橋
や
本
間
の
覚
悟

の
死
を
、
見
守
る
兵
士
た
ち
の
思
い
の
中
に
中
国
故
事
を
重
ね
て
語
る
。

『
太
平
記
』
の
中
国
古
典
に
寄
せ
る
濃
厚
な
思
い
で
あ
る
。

新
田
の
、
鎌
倉
へ
の
攻
め
（
十
の
６
）　
極
楽
寺
の
切
り
通
し
へ
向
か
う
足

利
方
の
大
館
宗
氏
が
北
条
方
の
本
間
に
討
た
れ
、
同
行
し
た
足
利
軍
が
片

瀬
・
腰
越
ま
で
退
く
と
の
報
せ
に
新
田
義
貞
は
「（
五
月
）
二
十
一
日
の
夜
半
」
と
は
、

軍
記
と
し
て
の
記
録
を
貫
き
片
瀬
・
腰
越
を
回
り
極
楽
寺
坂
へ
進
み
、
そ
の
義
貞
の

視
点
で
備
え
厳
し
い
北
条
軍
を
見
る
。
南
の
稲
村
が
崎
に
は
「
波
打
ぎ
は
ま

で
」
逆
茂
木
を
掛
け
、
沖
に
は
四
、
五
町
に
わ
た
っ
て
大
船
を
並
べ
て
、
鎌

倉
を
狙
う
寄
せ
手
、
新
田
軍
に
備
え
て
い
る
。
こ
こ
で
義
貞
は
冑
を
脱
い
で

神
に
祈
る
。
逆
臣
の
た
め
に
四
海
を
漂
う
わ
が
君
（
後
醍
醐
）
を
救
お
う
と
戦

う
、
わ
が
軍
の
た
め
に
進
路
を
開
か
せ
た
ま
え
と
、
自
ら
佩
く
「
金
作
り
の

太
刀
」
を
抜
い
て
海
中
に
投
げ
る
。
龍
神
が
願
い
を
納
受
さ
れ
た
か
、
お
り

か
ら
、
月
の
入
り
の
時
に
、
稲
村
が
崎
が
「
二
十
余
町
干
あ
が
つ
て
」
平
ら

な
砂
原
と
な
る
。
攻
め
る
新
田
軍
を
側
面
か
ら
射
よ
う
と
す
る
北
条
の
軍
船

も
沖
へ
離
さ
れ
る
。
新
田
義
貞
は
後
漢
の
弐
師
将
軍
や
、
新
羅
を
攻
め
た
神

功
皇
后
が
干
珠
を
以
て
干
潮
を
ひ
き
起
こ
し
た
と
い
う
故
事
を
念
頭
に
、
六

万
余
騎
の
軍
が
一
隊
と
な
っ
て
真
一
文
字
に
駈
け
通
り
鎌
倉
へ
入
る
。
北
か

ら
の
攻
め
も
あ
っ
て
、
北
条
に
は
防
戦
す
る
す
べ
も
な
い
。
明
ら
か
に
新
田

軍
の
勝
利
を
、
故
事
を
踏
ま
え
て
称
え
る
戦
語
り
で
あ
る
。

予
想
外
の
寝
返
り
劇
　
北
条
は
「
器
量
、
事
が
ら
（
容
貌
）
人
に
す
ぐ
れ

た
」
島
津
四
郎
を
「
相
模
入
道
」
執
権
高
時
の
館
の
近
く
に
待
機
さ
せ
て
い
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た
。
新
田
軍
が
若
宮
小
路
ま
で
迫
る
と
の
報
に
、
高
時
は
島
津
を
呼
び
「
み

づ
か
ら
酌
を
取
」
っ
て
、
酒
を
勧
め
、
関
東
無
双
の
名
馬
「
白
浪
」
に
、
銀

で
前
輪
と
尻
輪
を
縁
取
り
し
た
鞍
を
置
い
て
と
ら
せ
る
。
門
前
か
ら
こ
の
名

馬
に
乗
っ
た
島
津
が
、
日
頃
の
重
恩
に
応
え
る
よ
う
に
駈
け
て
出
る
。
新
田

勢
が
わ
れ
先
に
組
も
う
と
す
る
。
敵
・
味
方
と
も
に
固
唾
を
呑
ん
で
見
る
中

に
、
意
外
や
島
津
は
馬
を
降
り
、
冑
を
脱
い
で
「
お
め
お
め
と
」
降
参
し
て

新
田
軍
に
加
わ
っ
た
と
は
驚
き
で
あ
る
。
こ
の
島
津
の
行
方
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
寝
返
る
者
が
続
出
。
語
り
手
自
身
が
驚
く
語
り
で
あ
る
。
ま
さ
に
意

外
な
ど
ん
で
ん
返
し
の
戦
、
源
平
「
今
日
を
限
り
」
の
戦
に
な
る
の
で
あ
っ

た
。
戦
語
り
を
虚
仮
に
す
る
『
太
平
記
』
の
戦
語
り
で
あ
る
。
そ
の
語
り
は

能
を
虚
仮
に
す
る
狂
言
に
通
底
す
る
。

高
時
、
最
後
の
戦
（
十
の
７
）　
そ
う
す
る
う
ち
に
、
鎌
倉
御
霊
社
の
前
の

浜
、
稲
瀬
川
の
河
口
の
民
家
に
掛
け
ら
れ
た
火
が
二
十
余
箇
所
に
延
焼
、
そ

こ
か
ら
寄
せ
手
「
源
氏
の
兵
」
が
乱
入
し
て
両
軍
、
斬
り
合
い
と
な
り
、
逃

れ
る
者
の
混
乱
す
る
様
は
須
弥
山
上
で
の
帝
釈
天
と
阿
修
羅
の
戦
、
阿
鼻
叫

喚
の
さ
ま
。
そ
の
兵
火
が
北
条
の
館
に
迫
り
、
諸
大
将
の
兵
は
、
父
祖
代
々

の
墳
墓
の
地
、
東
勝
寺
に
充
満
す
る
中
、
高
時
は
「
心
し
づ
か
に
自
害
」
し

よ
う
と
す
る
。

長
崎
父
子
の
奮
戦
　
北
条
軍
の
大
将
、
長
崎
入
道
思
元
と
為
基
の
父
子
は
極

楽
寺
の
切
り
通
し
へ
向
っ
て
防
戦
す
る
う
ち
に
、
鎌
倉
殿
の
館
に
火
を
か
け

ら
れ
た
と
見
て
、
と
っ
て
返
す
の
を
新
田
軍
が
包
囲
し
よ
う
と
し
、
北
条
軍

に
応
戦
。
新
田
軍
は
一
旦
退
い
て
人
馬
を
休
め
る
。
北
条
の
館
、
東
勝
寺
の

西
方
に
馬
烟
り
を
見
た
長
崎
思
元
は
決
死
の
思
い
で
、
子
息
為
基
と
分
か
れ

る
。
為
基
は
「
来
太
郎
国
行
」
が
鍛
え
打
っ
た
名
刀
を
ふ
る
っ
て
奮
戦
。
恐

れ
て
遠
く
か
ら
射
掛
け
る
矢
を
身
に
浴
び
て
、
由
比
の
浜
の
大
鳥
居
で
馬
を

降
り
、
太
刀
の
先
を
地
に
突
き
立
て
て
仁
王
立
ち
に
立
つ
。
そ
の
太
刀
を
恐

れ
る
義
貞
の
兵
は
遠
矢
を
射
る
ば
か
り
。
為
基
は
負
傷
し
た
ふ
り
を
し
て
倒

れ
伏
す
。
新
田
軍
が
そ
の
首
を
と
ろ
う
と
争
い
寄
せ
る
の
を
、
昼
寝
を
妨
げ

る
と
は
わ
が
首
が
ほ
し
い
の
か
と
、
血
に
染
ま
っ
た
太
刀
で
「
鳴
神
の
落
ち

か
か
る
」
よ
う
に
戦
う
も
の
だ
か
ら
、
包
囲
す
る
五
十
余
騎
の
兵
も
逃
げ
出

す
。
こ
の
「
二
十
一
日
の
合
戦
に
」
北
条
軍
の
戦
を
「
生
死
を
知
ら
」
ぬ

（
顧
み
ぬ
）
奮
戦
だ
と
褒
め
る
語
り
手
で
あ
る
。

大お
さ
ら
ぎ仏

の
、
執
権
に
寄
せ
る
忠
節
（
十
の
８
）　
話
題
を
極
楽
寺
の
切
り
通
し

を
守
っ
て
い
た
、
北
条
軍
の
大
将
、
大
仏
貞
直
に
転
じ
る
。
鎌
倉
殿
は
、
執

権
高
時
の
館
に
火
の
掛
け
ら
れ
る
の
を
見
て
、
家
来
三
十
余
人
と
と
も
に
武

具
を
脱
ぎ
、
一
斉
に
切
腹
を
遂
げ
る
。
こ
れ
を
見
た
大
仏
は
、
そ
の
忠
義
に

感
じ
な
が
ら
、
一
騎
に
な
る
ま
で
戦
う
の
が
勇
士
の
本
意
だ
と
二
百
余
騎
を

具
し
て
六
千
余
騎
の
新
田
軍
に
討
ち
入
り
、「
六
十
余
騎
」
に
な
り
な
が
ら

「
雲
霞
の
ご
と
く
」
に
待
ち
構
え
る
新
田
軍
の
真
ん
中
に
討
ち
入
り
全
滅
す

る
。

金
沢
の
奮
戦
と
討
死
　
今
一
人
の
大
将
軍
、
金
沢
貞
将
も
、
鎌
倉
の
北
境
、

山
内
の
合
戦
に
八
百
余
人
が
破
ら
れ
、
み
ず
か
ら
も
七
カ
所
の
傷
を
負
っ

て
、
高
時
の
「
お
は
し
ま
す

0

0

0

0

0

東
勝
寺
」
へ
帰
る
。
高
時
は
慶
び
、
金
沢
に
六

波
羅
両
探
題
、
さ
ら
に
は
執
権
職
に
任
命
す
る
と
の
認
定
書
を
贈
る
。
金
沢
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は
、
こ
れ
を
鎧
の
右
袋
に
差
し
込
ん
で
大
軍
の
中
へ
駈
け
入
っ
て
討
死
す

る
。
そ
の
認
定
書
の
裏
に
は
、『
白
氏
文
集
』
の
詩
を
交
え
た
謝
辞
が
書
か

れ
て
い
た
と
、
敬
語
を
連
ね
て
語
り
、
北
条
の
結
末
に
同
情
を
寄
せ
る
語
り

手
で
あ
る
。

浮
世
を
捨
て
る
執
権
、
信
忍
（
十
の
９
）　
粧
け
は
い

坂
で
防
御
に
当
た
る
普
恩
寺

入
道
信
忍
は
、
五
日
間
に
わ
た
る
合
戦
に
郎
従
を
失
っ
て
二
十
余
騎
と
な

り
、
子
息
仲
時
が
六
波
羅
を
落
ち
て
番
場
で
切
腹
し
た
こ
と
を
思
い
、
日
頃

た
し
な
む
和
歌
を
駆
し
て
「
待
て
し
ば
し
死
出
の
山
辺
の
旅
の
道
、
同
じ
く

超
え
て
憂
き
世
語
ら
ん
」
と
詠
み
、
切
腹
を
遂
げ
た
。
十
三
代
執
権
で
あ
る

と
そ
の
最
期
に
思
い
を
寄
せ
る
語
り
手
で
あ
る
。

戦
の
実
態
は
欲
望
（
十
の
10
）　
こ
れ
も
北
条
家
の
一
人
、
義
政
の
息
、
塩

田
俊
時
は
、
父
、
道
祐
に
自
害
さ
せ
よ
う
と
、
そ
の
子
息
俊
時
の
遺
体
に
、

日
頃
読
ん
だ
経
文
を
読
み
、
生
き
残
り
の
二
百
余
人
に
防
ぎ
矢
を
射
さ
せ
、

藤
原
南
家
、
伊
東
の
一
門
狩
野
重
光
に
館
に
火
を
か
け
よ
と
言
い
含
め
て

「
腹
十
文
字
に
」
掻
き
切
り
子
息
俊
時
と
同
じ
枕
に
「
伏
し
た
ま
ひ
け
る
」。

当
然
、
主
の
後
を
逐
う
も
の
と
思
っ
て
い
た
重
光
が
、
驚
く
こ
と
に
亡
き
主

人
の
武
具
を
剥
ぎ
、
家
中
の
財
宝
を
取
り
持
た
せ
、
臨
済
宗
の
総
本
山
円
覚

寺
の
経
蔵
に
身
を
隠
す
。
こ
の
財
宝
が
あ
れ
ば
「
一
期
不
足
」
は
あ
る
ま
い

と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
天
罰
を
こ
う
む
る
の
か
新
田
の
家
来
船
田
入
道

に
攻
め
ら
れ
刎
ね
ら
れ
た
。
当
然
の
結
末
と
憎
ま
ぬ
者
が
な
か
っ
た
と
結

ぶ
。
期
待
を
裏
切
る
人
の
実
態
に
驚
き
呆
れ
る
語
り
手
で
も
あ
る
。
こ
れ
が

戦
を
戦
う
人
の
実
態
で
あ
る
と
語
る
。
政
権
の
対
立
葛
藤
に
時
代
の
動
き
を

語
り
な
が
ら
、
そ
の
戦
を
生
き
る
人
々
の
欲
望
む
き
出
し
の
実
態
を
語
る

『
太
平
記
』
で
あ
る
。

塩
飽
入
道
、
北
条
に
殉
死
（
十
の
11
）　
こ
れ
も
北
条
に
仕
え
て
来
た
塩
飽

入
道
聖
遠
が
子
息
忠
頼
に
、
み
ず
か
ら
は
高
時
に
殉
じ
る
が
、
そ
な
た
は
、

い
ま
だ
十
分
に
執
権
の
恩
を
蒙
っ
て
は
い
な
い
。
暫
く
身
を
隠
し
て
、
わ
た

く
し
の
後
生
を
弔
い
、「
心
安
く
一
身
の
生
涯
」
を
暮
ら
せ
と
促
す
。
子
息

の
忠
頼
は
、
一
門
が
命
を
つ
な
い
で
来
た
の
も
幕
府
の
恩
な
の
に
、
武
運
の

傾
く
の
を
見
て
俗
界
を
離
れ
、
天
下
の
笑
い
物
に
な
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ

と
、
い
ず
ま
い
を
正
し
て
自
害
。
弟
の
塩
飽
四
郎
が
兄
の
後
を
逐
お
う
と
す

る
の
を
父
入
道
が
怒
っ
て
切
腹
の
順
序
を
守
れ
と
制
止
。
燃
え
さ
か
る
大
火

の
中
に
も
一
筋
の
涼
風
を
思
う
と
い
う
、
禅
的
な
辞
世
の
頌
を
残
し
、
子
息

に
首
を
切
ら
せ
た
。
こ
れ
は
巻
二
、
資
朝
の
頌
に
通
じ
る
物
語
で
あ
る
。

安
東
聖
秀
、
北
条
館
で
自
害
（
十
の
12
）　
北
条
に
仕
え
る
安
東
入
道
聖
秀

が
稲
村
が
崎
の
背
後
か
ら
回
っ
た
世
良
田
太
郎
の
軍
に
敗
れ
、
鎌
倉
殿
（
高

時
）
の
館
跡
で
そ
の
視
点
で
灰
燼
跡
を
見
て
茫
然
と
し
、
自
害
を
決
意
す

る
。
そ
こ
へ
姪
で
あ
る
義
貞
の
北
の
方
か
ら
助
命
の
誘
い
が
か
か
る
。
怒
っ

た
安
東
は
漢
の
高
祖
に
仕
え
る
王
陵
が
、
楚
に
生
け
捕
ら
れ
る
母
の
助
命
を

掲
げ
て
迫
る
の
を
母
は
王
陵
を
わ
が
身
の
ゆ
え
に
迷
わ
せ
ま
い
と
「
み
づ
か

ら
剣
の
上
に
」
自
死
を
遂
げ
た
こ
と
を
想
起
し
て
自
刃
し
て
果
て
た
と
語

る
。
故
事
引
用
に
よ
る
安
東
の
自
死
を
語
る
。
故
事
類
話
の
引
用
に
よ
り
安

東
を
称
揚
す
る
『
太
平
記
』
で
あ
る
。
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六
　
北
条
の
滅
び

北
条
一
門
の
結
末
（
十
の
13
）　
高
時
の
弟
、
泰
家
に
仕
え
た
諏
訪
入
道
の

息
、
盛
高
は
主
従
二
騎
と
な
り
、
父
の
宿
所
を
訪
ね
、
北
条
最
後
の
「
御

供
」
を
し
よ
う
と
決
起
を
促
す
。
と
こ
ろ
が
父
入
道
は
、
高
時
の
奢
り
が
人

望
を
失
い
、
北
条
の
滅
亡
は
目
の
前
、
昔
、
斉
が
襄
公
の
無
道
に
よ
り
滅
ぶ

の
を
、
臣
の
鮑
叔
牙
が
襄
公
の
息
、
小
伯
を
「
取
り
立
て
て
」
桓
公
と
し
て

斉
を
再
興
し
た
と
い
う
中
国
故
事
を
引
き
、
こ
の
場
は
生
き
残
り
、
高
時
の

二
男
、
亀
寿
を
も
り
立
て
て
北
条
の
再
興
に
努
め
よ
と
諭
す
。
こ
の
間
、
高

時
の
長
男
、
万
寿
（
邦
時
）
は
五
大
院
右
衛
門
の
手
で
い
ず
こ
か
に
か
く
ま

わ
れ
て
い
る
の
で
安
心
だ
が
、
こ
の
亀
寿
の
こ
と
を
思
え
ば
死
に
き
れ
な
い

と
悲
嘆
す
る
。
亀
寿
を
保
護
す
る
（
高
時
の
妾
）
二
位
殿
の
局
に
訴
え
、
実

は
五
大
院
の
か
く
ま
う
万
寿
が
小
町
口
の
在
家
で
殺
さ
れ
た
。
つ
い
て
は
亀

寿
さ
ま
も
、
父
、
大
殿
（
高
時
）
の
お
手
に
か
け
さ
せ
「
冥
土
ま
で
も
御

供
」
を
さ
せ
る
よ
う
に
と
促
す
。
聞
く
御
局
二
位
は
、
乳
母
の
女
房
た
ち
と

亀
寿
に
と
り
す
が
っ
て
泣
き
悲
し
む
。
盛
高
は
心
を
ふ
る
い
立
て
、
亀
寿
を

大
殿
の
手
に
委
ね
よ
う
と
抱
き
取
っ
て
出
る
。
こ
の
盛
高
・
亀
寿
、
か
れ
ら

に
と
り
す
が
る
局
や
女
房
た
ち
の
動
き
を
語
り
な
が
ら
、
馬
を
進
め
る
盛
高

か
ら
視
点
を
二
位
局
に
移
し
（
盛
高
ら
の
）「
後
影
も
見
え
ず
成
」
り
、
こ

れ
ら
の
女
房
た
ち
が
古
井
に
身
を
投
げ
む
な
し
く
な
っ
た
と
語
る
。
し
か
も

盛
高
が
、
こ
の
若
君
を
諏
訪
神
社
の
神
官
に
託
し
、
後
日
「
建
武
元
年
」
天

下
の
大
軍
を
起
こ
し
「
中
先
代
の
大
将
」「
相
模
二
郎
」
に
な
っ
た
と
巻
十

三
を
先
取
り
し
て
語
る
。
北
条
に
寄
せ
る
盛
高
ら
の
懸
命
の
忠
節
を
語
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
章
段
の
冒
頭
に
登
場
し
た
北
条
四
郎
入
道
泰
家
は
、
清
和
源
氏
の
南

部
太
郎
、
藤
原
北
家
の
伊
達
六
郎
を
頼
り
、
北
条
の
館
に
火
を
放
ち
、
泰
家

ら
が
自
害
し
た
と
見
せ
か
け
武
蔵
ま
で
落
ち
る
。
残
し
置
い
た
者
が
高
時
の

自
害
を
報
せ
、
館
に
火
を
放
ち
、
二
十
余
人
切
腹
し
て
果
て
る
。
四
郎
入
道

泰
家
は
逃
げ
落
ち
、
西
園
寺
（
公
宗
）
に
仕
え
、
建
武
二
年
六
月
の
謀
叛
の

大
将
に
な
っ
た
の
が
、「
こ
の
入
道
の
こ
と
な
り
け
り
」
と
、
こ
れ
も
後
日

を
先
取
り
す
る
。
後
日
を
見
通
し
て
の
語
り
で
あ
る
。『
太
平
記
』
の
第
一

部
と
も
言
う
べ
き
北
条
の
結
末
な
が
ら
、
そ
の
後
の
展
開
に
も
い
ち
早
く
気

を
配
っ
て
い
る
。

北
条
、
最
後
の
戦
（
十
の
14
）　「
さ
る
程
に
」
と
は
、
北
条
幕
府
の
最
後
の

迫
る
前
段
の
語
り
か
ら
時
の
経
過
を
語
る
。
北
条
高
時
の
執
事
高
資
の
息
、

高
重
は
、
新
田
義
貞
が
討
幕
の
兵
を
挙
げ
た
武
蔵
野
の
合
戦
か
ら
数
え
き
れ

な
い
合
戦
を
戦
い
、「
今
は
わ
づ
か
に
百
五
十
騎
に
成
」
る
。
正
慶
二
年

（
一
三
三
三
）
五
月
二
十
二
日
、
源
氏
の
新
田
勢
が
、
各
将
軍
を
含
む
北
条

軍
を
破
っ
た
と
聞
こ
え
た
の
で
高
重
は
、
疲
れ
る
馬
を
乗
り
換
え
、
折
れ
た

太
刀
を
は
き
か
え
、
三
十
二
人
を
斬
り
、
八
度
に
わ
た
り
陣
を
破
り
、
葛
西

谷
に
鎌
倉
殿
高
時
を
訪
ね
て
拝
顔
、
数
度
の
合
戦
を
戦
っ
た
が
今
は
心
た
け

く
思
っ
て
も
叶
い
ま
せ
ん
、
ど
う
か
敵
の
手
に
か
か
ら
ぬ
よ
う
お
努
め
く
だ

さ
い
。
た
だ
し
高
重
が
と
っ
て
返
し
て
お
勧
め
す
る
ま
で
は
御
自
害
め
さ
る

な
、
今
一
度
戦
っ
て
後
に
「
冥
途
の
御
供
」
申
し
た
時
の
物
語
に
語
り
ま
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『
太
平
記
』
を
読
む  

二
（
山
下
）

し
ょ
う
と
言
い
残
し
て
東
勝
寺
を
辞
す
。
そ
の
後
ろ
姿
に
涙
ぐ
む
の
は
高
時

で
あ
る
。
物
語
の
冒
頭
で
楠
正
成
が
後
醍
醐
に
語
っ
た
決
意
と
対
を
な
す
語

り
だ
と
わ
た
く
し
は
読
む
。

　
そ
の
長
崎
二
郎
の
決
死
の
合
戦
と
、
鎧
や
馬
な
ど
の
装
い
を
詳
し
く
語

り
、
高
時
が
建
立
し
た
崇
寿
寺
に
長
老
南
山
和
尚
を
訪
ね
、
庭
に
立
っ
た
ま

ま
禅
の
教
え
と
し
て
の
勇
士
と
は
何
で
し
ょ
う
か
と
、
禅
と
の
縁
で
中
国
の

俗
語
を
使
っ
て
問
う
。
和
尚
が
刀
の
上
に
吹
き
か
け
た
毛
が
切
れ
て
し
ま
う

ほ
ど
に
進
め
と
、
こ
れ
も
禅
の
頌
の
様
式
で
応
え
る
の
を
高
重
は
耳
の
底
に

残
し
て
、
ひ
た
す
ら
新
田
と
の
直
接
対
決
す
る
た
め
に
笠
符
を
投
げ
捨
て
て

ひ
そ
か
に
進
む
。
そ
れ
と
知
ら
ぬ
「
源
氏
の
兵
」
新
田
勢
が
高
重
を
妨
げ
る

こ
と
な
く
「
お
め
お
め
」
と
通
す
。
義
貞
に
迫
る
が
、
武
蔵
七
党
の
由
良
新

太
郎
が
高
重
と
気
づ
き
、
と
り
逃
が
す
な
と
三
千
余
騎
の
武
蔵
七
党
の
兵
で

包
囲
す
る
。
高
重
は
、
手
は
ず
が
狂
っ
た
と
、
百
五
十
騎
の
兵
を
具
し
、
三

千
余
騎
の
相
手
の
軍
を
抜
け
駈
け
し
、
源
氏
を
か
き
回
し
て
戦
う
。
そ
の
た

め
に
義
貞
の
兵
は
高
重
の
居
所
を
と
ら
え
き
れ
ず
、
多
く
が
「
同
士
討
ち
」

す
る
始
末
。
寄
せ
手
新
田
軍
の
動
き
よ
り
も
最
後
の
戦
と
し
て
対
決
す
る
北

条
軍
を
語
る
。
こ
こ
で
源
氏
、
丹
の
党
の
一
人
長
浜
が
、
敵
方
と
し
て
の
笠

符
を
付
け
ぬ
相
手
こ
そ
長
崎
高
重
の
兵
だ
と
教
え
て
、「
甲
斐
・
信
濃
・
武

蔵
・
相
模
」
の
兵
が
長
崎
に
討
っ
て
か
か
る
。
こ
こ
で
中
国
、
楚
の
項
羽
が

漢
の
三
将
を
破
っ
た
故
事
を
引
い
て
語
る
。
主
従
八
騎
に
な
っ
た
長
崎
は
、

組
ん
で
か
か
る
武
蔵
の
横
山
重
貞
を
「
あ
は
ぬ
敵
」
と
思
い
、
冑
の
鉢
か
ら

真
っ
二
つ
に
斬
っ
て
捨
て
る
。
続
い
て
か
か
る
庄
為
久
を
ひ
っ
さ
げ
て
投
げ

飛
ば
し
、
そ
の
「
人
礫つ
ぶ
てに

」
当
た
っ
た
二
人
の
武
者
が
馬
か
ら
さ
か
さ
ま
に

落
と
さ
れ
た
と
は
、
長
崎
の
腕
力
を
語
る
。
こ
こ
で
長
崎
は
先
祖
、
桓
武
天

皇
か
ら
の
血
筋
を
あ
げ
て
名
の
り
、
鎧
・
草
刷
を
切
っ
て
捨
て
太
刀
を
鞘
に

お
さ
め
て
髻
を
切
り
「
大
童
」
に
な
っ
て
敵
を
駈
け
散
ら
す
。
状
況
が
切
迫

す
る
の
を
見
た
郎
党
た
ち
が
、
長
崎
の
馬
に
と
り
す
が
り
、
今
は
高
時
に
自

害
を
と
促
す
が
、
高
重
は
、
つ
い
お
も
し
ろ
さ
に
「
大
殿
（
高
時
）」
と
の

約
束
を
忘
れ
て
い
た
と
は
、
長
崎
の
戦
闘
を
語
る
の
に
夢
中
に
な
る
語
り
手

で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
に
は
例
を
見
な
い
戦
語
り
で
あ
る
。
主
従
八
騎
が

「
山
内
よ
り
」
と
っ
て
返
す
の
を
、
新
田
勢
は
、
長
崎
が
逃
げ
る
か
と
児
玉

党
五
百
余
騎
が
「
手
し
げ
く
」
追
う
の
を
、
見
返
し
て
馬
の
向
き
を
か
え
た

と
見
た
瞬
間
、
十
七
度
、「
五
百
余
騎
を
追
ひ
退
け
」「
ま
た
し
づ
し
づ
」
と

馬
を
馳
せ
て
ゆ
く
。
葛か
さ
い
が
や
つ

西
谷
に
参
っ
て
見
る
と
祖
父
の
執
事
長
崎
円
喜
が
迎

え
て
、
ど
う
し
て
今
ま
で
遅
く
な
っ
た
か
と
の
問
い
に
、
義
貞
を
狙
っ
て
二

十
余
度
戦
っ
た
が
、
と
る
に
足
ら
ぬ
「
奴
ら
四
、
五
百
人
」
を
斬
り
捨
て
ま

し
た
。
殺
生
の
罪
が
気
に
な
ら
な
け
れ
ば
、「
浜
面
へ
追
ひ
出
し
て
」
斬
り

ま
く
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
「
上
（
高
時
と
の
）
の
御
事
」
が
気
が
か
り
で
帰

参
し
ま
し
た
と
「
聞
く
も
涼
し
く
」
語
っ
た
の
で
、
死
に
臨
む
人
々
も
「
少

し
心
を
慰
み
け
る
」
と
語
る
の
だ
っ
た
。
戦
を
語
る
の
に
酔
い
し
れ
、
わ
が

身
の
勤
め
を
忘
れ
る
語
り
手
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
と
は
違
っ
て
、
物
語

の
行
方
を
忘
却
し
か
ね
な
い
、
戦
語
り
そ
の
も
の
を
楽
し
む
語
り
手
が
、
寄

せ
手
新
田
軍
の
動
き
よ
り
も
北
条
一
門
の
最
後
を
語
る
こ
と
に
な
る
。

北
条
の
一
門
以
下
、
恩
顧
を
謝
す
る
者
の
凄
絶
な
自
害
（
十
の
15
）　
章
段
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を
改
め
な
が
ら
長
崎
高
重
を
語
り
続
け
る
。
高
重
は
、
鎌
倉
殿
に
「
は
や
は

や
御
自
害
候
へ
」、
わ
た
く
し
が
「
手
本
を
見
せ
ま
ゐ
ら
せ
」
ま
し
ょ
う

と
、
高
時
の
前
に
あ
っ
た
杯
を
と
り
、
ま
ず
実
弟
の
新
右
衛
門
に
酌
を
と
ら

せ
て
三
度
呑
み
ほ
す
。
入
道
道
準
に
「
思
ひ
ざ
し
」
す
る
ぞ
、
こ
れ
を
肴
に

と
右
の
脇
腹
を
切
り
口
長
く
「
掻
き
切
つ
て
」
腸
は
ら
わ
たを

手
で
掻
き
だ
し
、
道

準
の
前
に
伏
す
。
道
準
は
、
い
か
な
る
下
戸
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
受
け
ぬ

訳
に
は
ゆ
か
ぬ
と
盃
を
半
分
呑
み
残
し
、
諏
訪
直
性
に
杯
を
指
し
て
腹
掻
き

き
っ
て
死
ぬ
。
諏
訪
直
性
が
「
相
模
入
道
殿
の
前
に
指
し
置
い
て
」
と
は
、

ま
の
あ
た
り
に
高
時
を
前
に
し
て
語
る
の
で
あ
る
。
若
者
ど
も
の
み
ご
と
な

ふ
る
ま
い
を
見
て
は
、
老
い
の
身
と
し
て
も
た
だ
で
は
す
ま
ぬ
、
皆
の
者
、

こ
れ
を
肴
に
せ
よ
と
腹
十
文
字
に
掻
き
き
り
、
そ
の
刀
を
抜
い
て
高
時
殿
の

前
に
置
く
。
長
崎
円
喜
は
、
高
時
殿
が
い
か
が
な
さ
る
か
と
不
安
な
様
子
で

み
ず
か
ら
は
ま
だ
斬
ら
な
か
っ
た
が
、
実
弟
、
長
崎
新
右
衛
門
が
十
五
歳
に

な
る
。
そ
の
若
さ
で
父
祖
の
武
名
を
残
そ
う
と
祖
父
円
喜
の
脇
腹
を
二
刀
刺

し
、
そ
の
刀
で
み
ず
か
ら
の
腹
を
切
り
、
祖
父
の
遺
体
を
引
き
寄
せ
、
そ
の

上
に
重
な
っ
て
伏
し
た
。
こ
の
十
五
歳
の
若
者
に
促
さ
れ
「
相
模
入
道
も
」

腹
を
切
り
、
城
入
道
（
安
達
時
顕
）
が
続
き
、
館
に
い
た
北
条
一
門
や
他
家

の
人
々
も
「
雪
の
如
く
な
る
」
肌
を
脱
ぎ
　
思
い
思
い
の
最
後
、「
殊
に
ゆ

ゆ
し
く
ぞ
み
え
た
り
し
」
と
場
の
語
り
を
結
ぶ
。

　
以
下
、
そ
の
他
、
北
条
に
殉
じ
る
人
々
の
名
を
列
挙
し
、
北
条
の
一
族
三

十
四
人
、
塩
田
ら
総
じ
て
一
門
、
八
十
三
人
、
わ
れ
先
に
と
腹
を
切
り
、
館

に
火
を
放
っ
た
の
で
、
中
庭
や
門
前
に
い
た
兵
で
も
、
父
子
、
兄
弟
が
刺
し

ち
が
え
遺
体
が
野
辺
に
伏
し
む
ら
が
っ
た
と
語
る
。
こ
の
一
門
に
並
び
死
ん

だ
者
が
あ
わ
せ
て
八
百
七
十
余
人
、
こ
れ
を
聞
い
て
殉
死
す
る
者
、「
す
べ

て
六
千
余
人
」
と
し
「
あ
あ
こ
の
日
い
か
な
る
日
ぞ
や
、
元
弘
三
年
五
月
二

十
二
日
」
と
申
す
に
（
北
条
は
）
平
家
九
代
の
繁
盛
一
時
に
滅
亡
し
て
、

「
源
氏
多
年
の
蟄
懐
、
一
朝
に
開
く
る
こ
と
を
得
た
り
」
と
結
ぶ
の
は
上
述

の
源
平
対
立
、
そ
の
平
家
、
北
条
の
滅
び
を
以
て
戦
物
語
を
閉
じ
る
。
北
条

の
物
語
が
完
結
す
る
。

　
し
か
し
こ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
物
語
を
閉
じ
る
わ
け
に
ゆ
か
な

い
。七

　『
太
平
記
』
論
の
行
方

　『
太
平
記
』
が
軍
記
物
語
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
に
つ

い
て
は
、
早
く
「
叙
事
詩
論
の
課
題
」
と
し
て
、
そ
の
傍
観
の
文
体
と
批
評

精
神
を
論
じ
よ
う
と
し
た
。
長
谷
川
端
は
、
鈴
木
登
美
惠
の
諸
本
・
成
立
論

が
進
む
中
、
み
ず
か
ら
も
諸
本
論
に
取
り
組
み
、
中
西
達
治
・
長
坂
成
之
・

今
井
正
之
助
ら
に
学
び
な
が
ら
、
作
者
の
政
道
観
と
思
想
、
儒
教
的
な
名
分

論
を
読
み
解
こ
う
と
し
た
。
兵
藤
裕
己
は
、
記
述
さ
れ
る
時
代
の
現
実
に
向

か
い
あ
う
物
語
と
し
て
講
釈
的
な
歴
史
観
を
「
ヨ
ム
」
と
い
う
行
為
だ
と
論

じ
、
大
津
雄
一
は
、
軍
記
の
機
能
を
読
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
に
及
ぼ
す

「
歴
史
的
な
欺
瞞
性
、
あ
る
い
は
公
正
無
私
の
、
あ
る
が
ま
ま
の
「
歴
史
」

の
不
可
能
性
を
語
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
」
と
し
た
。
近
く
、
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『
太
平
記
』
を
読
む  

二
（
山
下
）

北
村
昌
孝
は
、
当
該
時
代
の
本
質
、
そ
の
虚
構
を
理
解
す
る
た
め
の
第
一
級

の
資
料
文
と
と
ら
え
直
そ
う
と
し
た
。
わ
た
く
し
な
り
に
言
え
ば
、
本
稿

で
、
そ
の
枠
組
み
と
し
た
『
平
家
物
語
』
を
、
い
か
に
虚
仮
に
し
て
い
る
か

を
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
ら
の
研
究
の
背
後
に
、
多
く
の
成
果
の
あ
る
こ
と
を
顧
慮
し
つ
つ
、

今
、
こ
う
し
て
改
め
て
そ
の
「
読
み
」
を
行
う
の
で
あ
る
。
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Abstract

How to read “Taiheiki”? 2: End of Hōjō clan

Hiroaki Yamashita

 We have trided to find when and who edited “Taiheiki”.
 But this time I have devided Taiheiki into three parts, the first of which was edited depending 
on “Heike Talese”. But narratologicaly speaking , it is a kind of rewrite of “Heikemonogatari”. I have 
been reading “Taikeiki” as a tale. This paper depends on Narratology.

Keywords: Historical ideal, “Heikemonogatari”, ideal


