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鬼

法

眼

謂

の
構

造

―
―
『義
経
記
』
を
中
心
に
―
―

は

じ

め

に

『義
経
記
』
は
軍
記
物
語
と
の
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
義
経
の

一
代
記
で
あ

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
合
戦
の
記
述
が
中
心
の
他
の
軍
記
物
語
と
は
、　
一
線
を
画
し
て
い
る
。

義
経
は
、
歴
史
の
表
舞
台
に
い
る
時
期
が
僅
か
で
あ

っ
た
た
め
、
歴
史
に
登
場
し
な
か

っ
た
時
期

を
中
心
と
し
て
、
義
経
伝
説
が
形
成
さ
れ
た
。
義
経
伝
説
に
関
与
し
た
人
々
は
様
々
で
、
日
本
各

地
で
語
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
義
経
伝
説
は
、
作
者
や
産
地
を
異
に
し
な
が
ら
、
成
長
し
て
い
っ

た
。中

で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、
『義
経
記
』
に
お
い
て
、
編
集
上
の
乱
れ
を
生
じ
さ
せ
て
ま
で
も

取
り
入
れ
た
と
さ
れ
る
鬼

一
法
眼
諄
で
あ
る
。
『義
経
記
』
の
鬼

一
法
眼
諄
に
つ
い
て
は
、
五
条

天
神
や
鞍
馬
寺
と
の
関
わ
り
、
兵
法
と
陰
陽
師
た
ち
の
関
与
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。

鬼

一
法
眼
謂
を
扱

っ
て
い
る
作
品
と
し
て
は
、
『義
経
記
』
の
他
に
、
『義
経
記
』
と
ほ
ぼ
同
時

代
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
御
伽
草
子

『判
官
都
ば
な
し
』
、
『御
曹
子
島
渡
』
、
『皆
鶴
』

が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
鬼

一
法
眼
諄
が
諸
作
品
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る

の
か
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

『義
経
記
』
巻
第

二

「義
経
鬼

一
法
眼
が
所

へ
御
出

で
の
事
」

に

つ
い
て

奥
州
か
ら
都
に
戻
っ
た
義
経
は
、　
一
条
堀
川
の
陰
陽
師
鬼

一
法
眼
秘
蔵
の
六
翰
兵
法
を
盗
み
と

ろ
う
す
る
。
義
経
に
心
を
奪
わ
れ
た
鬼

一
法
眼
の
姫
君
は
、
そ
の
手
伝
い
を
す
る
。
義
経
は
兵
法

書
を
手
に
入
れ
、
山
科
へ
と
去
っ
て
し
ま
う
。
残
さ
れ
た
姫
君
は
、
義
経
恋
し
さ
に
、
嘆
き
死
ん

で
し
ま
う
。

こ
の

『義
経
記
』
巻
第
二

「義
経
鬼

一
法
眼
が
所

へ
御
出
で
の
事
」
で
描
か
れ
て
い
る
話
は
、

大
き
く
、
八
つ
に
分
類
で
き
る
。
第

一
に
、
義
経
が
兵
法
伝
授
を
願
う
と
い
う
事
。
第
二
に
、
兵

法
の
由
来
を
語

っ
て
い
る
事
。
第
三
に
、
素
性
を
明
か
す
事
。
第
四
に
、
姫
君
と
契
り
兵
法
習
得

に
成
功
す
る
事
。
第
五
に
、
姫
君
の
父
が
激
怒
し
、
義
経
を
殺
そ
う
と
す
る
事
。
第
六
と
し
て
、

湛
海
を
遣
わ
す
事
。
第
七
と
し
て
、
義
経
は
姫
君
に
よ

っ
て
難
を
逃
れ
、
助
か
る
と
い
う
事
。
第

八
と
し
て
、
姫
君
が
死
に
至
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
話
の
構
造
を
知
る
上
で
の
手
が
か
り
と
な
る

以
上
の
点
に
留
意
し
て
本
文
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
合
せ
て
、
表
１
を
参
照
し
つ
つ
考
察
し
た
い
。

義
経
は
、
奥
州
か
ら
都
に
上
る
途
中
、
山
科
の
知
人
の
所
で
、
『六
輸
』
の
話
を
耳
に
す
る
と

い
う
設
定
で
あ
る
。

代
々
の
帝
の
御
宝
、
天
下
に
秘
蔵
せ
ら
れ
た
り
け
る
太
公
望
が
六
翰
と
て
、
十
六
巻
の
書
な

り
。
異
朝
に
も
我
が
朝
に
も
伝

へ
し
人
の

一
人
と
し
て
愚
か
な
る
は
な
し
。

中
国
に
お
い
て
は
、
太
公
望

・
張
良

・
焚
嗜
が
読
み
、
日
本
で
は
、
坂
上
田
村
麻
呂

・
藤
原
利

ノk
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表
１
　
鬼

一
法
眼
諄
の
異
同

⑩
姫
君
が
死
に
至
る

⑨
姫
の
助
言

⑧
湛
海
と
の
対
戦

⑦
父
が
激
怒
、
義
経
を
殺
そ
う
と
す
る

⑥
姫
と
契
り
兵
法
習
得

⑤
歌
の
や
り
と
り

④
笛

③
素
性
を
明
か
す

②
兵
法
の
由
来
を
語
る

①
兵
法
伝
授
を
願
う

話
の制「ノノノノノノノノ／卜叫品名【

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

義
経
記

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ば 判
な官
し都

○ ○ ○ ○ ○ ○

御
曹
子

島
渡

○ ○ ○ ○ ○
皆
鶴

○
甚

毎

仁

・
平
将
門
ら
が
、
こ
の

『六
翰
』
に
よ

っ
て
戦
に
勝

っ
て
き
た
と

い
う
。
こ
れ
ら
の
由
緒
が

『義
経
記
』
「義
経
鬼

一
法
眼
が
所

へ
御
出
で
の
事
」
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の

『
六
翰
』

を
帝
か
ら
拝
領
し
て
い
た
の
が
鬼

一
法
眼
で
あ

っ
た
。
そ
こ
へ
義
経
は

『六
翰
』
を
所
望
し
に
行

「
や
御
坊
、
そ
れ
程
の
事
を
企
て
て
こ
れ
ま
で
来
た
ら
ん
や
。
ま
こ
と
か
御
坊
は
異
朝
の
穆

王
、
本
朝
の
将
門
が
伝

へ
た
る
六
轄
兵
法
と
い
う
文
を
、
天
下
よ
り
賜
り
て
、
秘
蔵
し
て
持

ち
給
ひ
た
る
と
な
。
そ
の
文
は
私
な
ら
ぬ
物
ぞ
。
御
坊
持
ち
た
れ
ば
と
て
、
読
み
知
ら
ね
ば

教

へ
伝

へ
し
弟
子
も
よ
も
あ
ら
じ
。
理
を
柾
げ
て
そ
れ
が
し
に
そ
の
文
を
見
せ
よ
。
百
日
が

う
ち
に
読
み
て
御
辺
に
も
知
ら
ず
は
教

へ
て
返
さ
ん
」

物
語
の
冒
頭
に

『六
翰
』
の
成
厳
性
を
説
き
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
兵
法
習
得
を
印
象
付
け
て

い
る

〈
②

〉。
義
経
の
こ
の
高
飛
車
な
も
の
の
言

い
方
に
、
鬼

一
法
眼
は
激
怒
す
る
。
し
か
し
、

義
経
は
こ
こ
で
鬼

一
法
眼
を
そ
れ
以
上
怒
ら
せ
て
は
な
る
ま
い
と
、

「
よ
し
よ
し
暫
し
。　
一
字
読
ま
ね
ど
も
、
法
眼
は
師
な
り
。
半
字
を
読
ま
ね
ど
も
義
経
弟
子

な
り
。
そ
れ
を
背
き
て
斬
ら
ん
と
思

へ
ば
、
堅
牢
地
神
の
恐
れ
あ
り
。
法
眼
を
助
け
置
き
て

こ
そ
、
六
翰
兵
法
の
在
り
所
を
も
知
ら
ん
ず
れ
」

と
思

い
直
す
。
こ
れ
は
義
経
が
兵
法
を
取
得
し
た
い
と

い
う
気
持
ち
が
表
れ
た
場
面
で
あ
る

〈
①
〉。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
義
経
は
、
法
眼
の
家
に
仕
え
て
い
る

「か
う
じ
の
ま

つ
」
と
い

う
女
房
と
親
し
く
な
る
。
何
と
か
し
て
兵
法
を
見
た
い
義
経
は
、
「か
う
じ
の
ま
つ
」
に
相
談
し

て
み
る
。

「か
様
に
知
る
人
と
な
る
も
、
こ
の
世
ひ
と

つ
な
ら
ぬ
契
り
に
て
こ
そ
あ
る
ら
め
、
隠
し
て

は
詮
な
し
。
人
に
こ
の
事
知
ら
す
な
よ
。
我
は
左
馬
頭
の
子
、
源
九
郎
と
い
ふ
者
な
り
。
六

翰
兵
法
と
い
ふ
物
に
望
を
な
す
に
よ
り
て
、
法
眼
も
心
よ
か
ら
ね
ど
も
、
か
様
に
て
あ
る
な

り
。
そ
の
文
の
在
り
所
知
ら
せ
よ
」

他
言
し
な
い
事
を
条
件
に
、
義
経
は

「か
う
じ
の
ま
つ
」
に
素
性
を
明
か
す
。
法
眼
に
は
三
人

の
娘
が
い
た
。
そ
の
う
ち
、
二
人
の
娘
婿
が

「平
宰
相
信
業
」
と

「鳥
飼
中
将
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
こ
の
高
貴
な
身
分
に
対
抗
す
る
た
め
に
義
経
が
身
分
を
明
か
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
時
点
に
お
い
て
素
性
を
明
か
す
事
に
よ

つ
て
、
後
に
姫
に
求
婚
す
る
際
に
、
ま
た
は
、
兵
法

習
得
に
も
有
効
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

〈
③

ヽ

「か
う
じ
の
ま

つ
」
は
、
兵
法
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
法
眼
が
た
い
そ
う
可
愛
が

っ
て
い

る
姫
君
に
近
づ
く
こ
と
を
提
案
す
る
。

「さ
ら
ば
御
文
を
遊
ば
し
て
賜
り
候

へ
。
法
眼
の
斜
な
ら
ぬ
、
い
つ
き
の
姫
君
の
未
だ
人
に

も
近
付
き
給
は
ぬ
を
嫌
し
参
ら
せ
て
、
御
返
事
を
取
り
て
参
ら
せ
ん
。
男
女
の
御
習
ひ
な
れ

ば
、
近
付
か
せ
給
ひ
な
ば
、
な
ど
か
は
こ
の
文
を
取
り
て
御
覧
ぜ
さ
せ
給
は
ざ
ら
ん
ど

こ
う
し
て
、
義
経
は
、
姫
君
と
契
り
を
結
び
、
兵
法
書
を
手
に
入
れ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
、

「か
う
じ
の
ま

つ
」
と

い
う
女
房
が
、
兵
法
習
得
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
女
房
が

「か
う
じ
の
ま

つ
」
と

い
う
名
が
見
え
る
の
に
対
し
、
「か
う
じ
の
ま

つ
」

が
仕
え
る
姫
君
に
つ
い
て
は
、
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
事
に
は
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。

姫
君
と
義
経
と
の
関
係
を
知

っ
た
、
法
眼
は
非
常
に
怒

っ
て
、
北
白
川
の
東
海
湛
海
坊
に
命
じ

て
義
経
を
斬
ら
せ
よ
う
と
す
る
。

「御
辺
を
呼
び
奉
る
事
、
別
の
仔
細
な
し
。
去
ん
ぬ
る
春
の
頃
よ
り
、
法
眼
が
も
と
に
さ
る

体
な
る
冠
者

一
人
候
。
聞
け
ば
左
馬
頭
の
子
と
申
す
。
助
け
置
き
て
は
悪
し
か
り
ぬ
べ
し
。



八木 直子 :鬼一法眼諄の構造(19)

御
辺
よ
り
ほ
か
は
頼
む
べ
き
人
も
な
し
。
夕
さ
り
五
条
の
天
神

へ
参
り
給

へ
。
こ
の
人
を
嫌

し
出
だ
し
た
る
も
の
な
ら
ば
、
頭
を
斬
り
て
、
そ
れ
が
し
に
見
せ
給

へ
。
さ
も
あ
ら
ば
五
六

年
望
み
給

へ
る
六
翰
兵
法
を
も
御
辺
に
奉
ら
ん
」

義
経
同
様
、
湛
海
も
、
兵
法
を
手
に
入
れ
た
い
と
思

っ
て
お
り
、
法
眼
は
、
湛
海
に
義
経
を
討

つ
事
の
交
換
条
件
と
し
て
、
六
翰
兵
法
を
伝
授
す
る
事
を
約
束
し
て
い
る
。
印
地
の
大
将
と
い
う

立
場
に
あ
る
湛
海
に
と

っ
て
、
や
は
り

『
六
翰
』
は
習
得
し
て
お
き
た
い
も
の
で
あ

っ
た
。
ま

た
、
『六
翰
』
の
重
要
性
を
説
く
事
に
よ

っ
て
、
こ
の

『義
経
記
』
で
は
、
義
経
の
兵
法
習
得
を

主
題
と
し
て
扱

っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
法
眼
は
、
義
経
を
編
し
湛
海
に
討
た
せ
る
べ
く
、
五
条
天
神
に
向
か
わ
せ
る
。
し
か

し
、
義
経
は
、
姫
君
に
よ

っ
て
法
眼
の
企
み
を
知
る
こ
と
に
な
る

〈
⑨
〉。

「悲
し
き
か
な
や
。
父
の
心
を
か
ね
て
知
り
た
れ
ば
、
人
の
最
期
も
今
を
限
り
、
こ
れ
を
知

ら
せ
ん
と
す
れ
ば
、
父
に
は
不
孝
の
身
た
る
べ
し
。
知
ら
せ
じ
と
思
へ
ば
契
り
置
き

つ
る
言

の
葉
皆
偽
り
と
な
り
は
て
て
、
夫
妻
の
恨
み
後
の
世
ま
で
も
残
る
べ
し
。
つ
ら

つ
ら
思
ひ
続

く
る
に
、
親
は
今
生

一
世
な
り
。
男
は
来
世
ま
で
の
契
り
な
り
。
と
て
も
人
に
別
れ
て
片
時

も
世
に
な
が
ら
ら

へ
て
あ
ら
ば
こ
そ
、
憂
き
も
辛
き
も
忍
ば
れ
め
」
。
親
の
命
を
ば
思
ひ
棄

て
、
男
に
か
く
こ
そ
知
ら
せ
け
る
。

姫
君
は
、
父
と
夫
の
間
に
あ

っ
て
悩
み
苦
し
む
が
、
「親
は
今
生

一
世
な
り
。
男
は
来
世
ま
で

の
契
り
な
り
。」
と
考
え
直
す
。
父
の
命
令
に
背
き
、
義
経

へ
の
愛
情
を
貫
く
事
に
す
る
。
こ
こ

に
は
、
姫
君
の
義
経

へ
の
愛
情
の
深
さ
や
、
思
い
詰
め
た
様
子
が
切
々
と
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
姫
君
の
思
い
や
り
に
よ
っ
て
、
義
経
は
危
難
を
ま
ぬ
が
れ
、
無
事
に
兵
法
習
得
に
成
功

す
る
。　
一
方
、
義
経
に
去
ら
れ
た
後
の
姫
君
は
、

法
眼
が
娘
は
後
に
ひ
れ
伏
し
泣
き
悲
じ
め
ど
も
甲
斐
ぞ
な
き
。
忘
れ
ん
と
す
れ
ど
も
忘
れ
ら

れ
ず
、
微
睡
め
ば
夢
に
見
え
、
醒
む
れ
ば
面
影
に
立
ち
、
思
ひ
は
弥
増
り
す
れ
ど
も
、
思
ひ

慰
む
方
も
な
し
。
冬
も
末
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
思
ひ
の
数
や
積
も
り
け
ん
、
物
の
気
な
ど
言
ひ

し
が
、
祈
れ
ど
も
叶
は
ず
、
薬
に
も
堪
ま
ら
ず
、
灸
治
に
も
な
ら
ず
、
十
六
と
申
し
け
る

に
、
終
に
嘆
き
死
に
に
ぞ
死
に
に
け
る
。

姫
君
は
、
義
経
を
恋
し
く
思
う
あ
ま
り
、
嘆
き
、
と
う
と
う
死
ん
で
し
ま
う
。

こ
こ
ま
で
読
み
進
め
て
み
て

『義
経
記
』
で
は
、
大
き
く
分
け
て
、
二
つ
の
話
の
要
素
に
気
付

く
。
先
ず
、
鬼

一
法
眼
と
兵
法
書
と
い
う
話
の
筋
に
加
え
、
姫
君
と
そ
の
手
引
き
を
し
た
女
房
の

事
が
描
か
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
、
冒
頭
に
兵
法
書
の
威
徳
が
語
ら
れ
、
義
経
だ
け
で
な
く
、

印
地
の
大
将
の
湛
海
ま
で
も
が

『六
轄
』
を
手
に
入
れ
た
が

つ
て
い
る
事
か
ら
も
、
義
経
の
兵
法

習
得
が
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
兵
法
習
得
と
い
う
主
題
と
平
行
し
て
、
姫
君
が
兵
法

習
得
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
、
「か
う
じ
の
ま

つ
」

と
い
う
女
房
に
つ
い
て
も
、
義
経
と
姫
君
と
の
架
け
橋
を
し
て
お
り
、
ひ
い
て
は
、
兵
法
習
得
の

た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。
『義
経
記
』
特
有
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
五

節
で
述
べ
る
。

一
一

『判
官
都
ば
な
し

（別
名
　
鬼

一
法
眼
と

に
つ
い
て

御
伽
草
子

『判
官
都
ば
な
し
』
は
五
巻
に
分
か
れ
て
お
り
、
室
町
時
代
の
成
立
と
さ
れ
て
い

る
。
概
略
を
述
べ
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
義
経
が
鎌
田
少
進
に
案
内
さ
れ
、
鬼

一
法
眼
の

所

へ
兵
法
伝
授
を
願
い
に
行
く
。
法
眼
は
、
以
前
か
ら
鞍
馬
の
多
聞
天
に
黄
金
の
太
刀
七
振
り
を

奉
納
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
義
経
が
黄
金
作
り
の
太
刀
を
持

っ
て
い
る
と
聞
き
興

味
を
持
っ
て
対
面
す
る
。
法
眼
は
、
義
経
の
雰
囲
気
を
察
し
て
、
こ
の
様
な
人
物
の
財
を
取
る
必

要
は
な
い
と
屋
敷
に
引
き
こ
も

っ
て
し
ま
う
。
義
経
は
七
日
七
夜
、
法
眼
の
屋
敷
で
待

つ
。
す
る

と
、
八
日
目
に
法
眼
は
、
兵
法
の
由
来
を
語
り
は
じ
め
た
。
そ
し
て
、
法
眼
の
屋
敷
に
居
座

っ
て

い
た
義
経
は
、
村
雨
丸
と
い
う
笛
に
よ

つ
て
法
眼
の
末
娘
と
結
ば
れ
る
。
あ
る
日
、
法
眼
が
熊
野

詣
に
出
掛
け
た
。
そ
の
隙
に
、
義
経
は
娘
に
手
引
き
さ
せ
、
兵
法
を
書
き
写
す
。
こ
れ
を
察
知
し

た
法
眼
は
と
う
か
い
坊
に
命
じ
、
石
山
寺
に
お
い
て
、
義
経
を
斬
ら
せ
よ
う
と
す
る
が
、
却

っ

て
、
義
経
に
討
た
れ
る
。
義
経
は
、
姫
君
に
初
め
て
本
当
の
事
を
打
ち
明
け
、
添
い
遂
げ
ら
れ
な

い
と
言
う
。
義
経
に
去
ら
れ
た
姫
君
は
、
あ
ま
り
の
悲
し
み
に
耐
え
ら
れ
ず
死
ん
で
し
ま
う
。
父

法
眼
は
娘
の
屍
を
前
に
嘆
き
崩
れ
る
。　
一
方
、
義
経
は
、
そ
の
後
、
天
下
に
名
を
馳
せ
る
事
に
な

ＺＯ
。『義

経
記
』
巻
二

「義
経
鬼

一
法
眼
が
所
へ
御
出
で
の
事
」
（以
下
、
『義
経
記
』
と
す
る
）
と

同
様
に
、
話
の
展
開
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
八
点

〈
①
兵
法
の
伝
授
を
願
う
②
兵
法
の
由
来
を
語
る

⑥
姫
と
契
り
兵
法
習
得
⑦
姫
君
の
父
が
激
怒
、
義
経
を
殺
そ
う
と
す
る
③
湛
海
と
の
対
戦
⑥
姫
の
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助
言
③
素
性
を
明
か
す
⑩
姫
君
が
死
に
至
る
〉
に
留
意
し
て
、
『判
官
都
ば
な
し
』
を
検
討
し
て

み
た
い
。

〈
①
兵
法
の
伝
授
を
願
う
〉
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
こ
の
物
語
は
、
義
経
が
鎌
田
少
進
に
連
れ

ら
れ
て
、
鬼

一
法
眼
の
屋
敷
に
や
っ
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

御
内
に
て
兵
法
習
ひ
申
候
よ
し
、
語
り
て
候

へ
ば
、
小
冠
者
、
こ
れ
も
奥
州
に
て
、
都
に

ゆ

ゝ
し
き
法
の
あ
り
と
承
り
て
、
罷
り
上
り
候
と
申
候
。

ま
た
、
鬼

一
法
眼
が
、
兵
法
の
由
来
を
語
る
直
前
の
会
話
に
お
い
て
も
、
法
眼
の
奥
州
の
ど
こ

か
ら
来
た
の
か
と
言
う
質
問
に
対
し
て
、

平
泉
の
磐
手

・
栗
原
山
の
者
に
て
候
。
兵
法
の
及
び
難
く
候

へ
ど
も
、
其
志
に
て
罷
り
上
り

て
候
。

義
経
は
、
奥
州
か
ら
兵
法
を
得
ん
が
為
に
、
都
に
上

っ
て
来
た
と
い
う
事
が
三
度
に
渡

っ
て
描

か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
義
経
は
、
亡
父
義
朝
の
敵
討
ち
を
す
る
べ
く
、
都

へ
上
り
、
兵
法
を
習

得
し
、
そ
の
時
に
備
え
る
と
い
う
本
来
の
目
的
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
冠
者
黄
金
を
使
ふ
事
得
て
候
が
、
定
め
て
黄
金
の
二
三
千
両
も
用
意
し
て
ぞ
候
は
ん
。

鎌
田
少
進
は
、
鬼

一
法
眼
に
、
義
経
の
持
参
し
た
黄
金
を
交
換
に
、
兵
法
を
教
え
て
や
っ
て
ほ

し
い
と
述
べ
る
。
『義
経
記
』
に
お
い
て
は
黄
金
を
持
参
し
た
と
い
う
事
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

義
経
が
二
三
千
両
持
参
し
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
背
後
に
奥
州
藤
原
氏
の
後
ろ
楯
が
あ

っ
た
よ
う

に
も
解
釈
で
き
る
。

ま
た
、
義
経
と
鬼

一
法
眼
が
初
め
て
対
面
し
た
場
面
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

Ｚθ
。

い
か
め
し
の
人
の
眼
ざ
し
や
。
平
家
の
中
に
、
遍
き
人
の
重
く
思
ひ
奉
り
し
、
小
松
の
内
大

臣
重
盛
の
卿
の
有
様
に
少
し
も
劣
ら
ぬ
人
の
瑞
相
か
な
。
背
こ
そ
小
さ
く
ま
し
ま
せ
ど
も
、

十
万
餘
騎
の
大
将
に
も
不
足
あ
ら
じ
。
但
し
此
殿
が
魂
、
分
に
超
え
て
我
朝
に
は
符
合
せ

ず
。
さ
れ
ば
三
十
に
幾
程
も
あ
ら
で
、
減
び
給
ふ
べ
き
瑞
相
あ
り
。

平
重
盛
に
も
劣
ら
ぬ
器
量
を
持

っ
た
人
物
で
あ
る
と
鬼

一
法
眼
は
義
経
を
見
て
い
る
。
こ
れ

は
、
平
重
盛
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
義
経
が
源
氏
の
御
曹
司
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
重
衛
は
、
平
家

一
門
の
中
に
お
い
て
も
、
武
勇
に
秀
で
た
人
物
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
南
都
炎
上
の
罪
に
問
わ
れ
、
悲
運
の
生
涯
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。　
一

門
の
た
め
に
活
躍
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
短
命
で
あ

っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
義
経
と
重
衛

は
共
通
で
あ
る
。
ま
た
、
義
経
は

「流
浪
の
人
生
」
を
送

っ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て

は
、
き
ち
ん
と
し
た
後
ろ
楯
の
あ
る
御
曹
子
義
経
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ

の
事
か
ら
、
『義
経
記
』
の
同
場
面
よ
り
、
義
経
の
兵
法
習
得
の
目
的
が
明
確
に
描
か
れ
て
い

る
。
ま
た
、
義
経
を
源
家
の
御
曹
司
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
傾
向
が
窺
え
る
。

〈
②
兵
法
の
由
来
を
語
る
〉
に
関
し
て
は
、
『義
経
記
』
で
は
、
山
科
の
知
人
に
よ

つ
て

『六

翰
』
の
由
来
を
初
め
て
聞
く
事
に
な

っ
て
い
る

（第

一
節
に
て
述
べ
た
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は

対
面
し
よ
う
と
し
な
い
鬼

一
法
眼
の
屋
敷
に
上
が
り
こ
み
、
義
経
が
七
日
も
居
座
る
と
、
つ
い
に

鬼

一
法
眼
の
方
が
折
れ
て
、
兵
法
の
由
来
を
語
り
だ
す
。

昔
美
濃
守
す
け
も
り
が
威
勢
に
あ
ら
ず
、
ま
た
相
馬
守
将
門
の
時
、
八
か
国
を
従

へ
て
、
我

が
身
を
平
新
皇
と
称
し
し
事
も
、
将
門
が
威
勢
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
も
兵
法
少
し
閲
奉
り
し
力

な
り
。

美
濃
守
す
け
も
り

・
平
将
門
が
、
こ
の
兵
法
に
よ
っ
て
力
を
得
た
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
。

『義
経
記
』
で
は
、
坂
上
田
村
麻
呂

・
藤
原
利
仁

・
平
将
門
ら
が
こ
の
兵
法
に
依

っ
た
と

い
う
事

が
、
『判
官
都
ば
な
し
』
よ
り
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
震
旦
の
焚
嗜

・
張
良
に
つ
い
て

は
、
多
く
の
紙
面
を
割

い
て
書
い
て
い
る
。
『義
経
記
』
と
同
様
に
、
兵
法
の
威
徳
を
語
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
ま
す
ま
す
、
兵
法
の
重
要
性
が
増
し
て
い
く
。
以
上
の
事
か
ら
も
、
兵
法
書
に
重
点

を
置
い
て
い
る
と
い
う
事
が
わ
か
る
。

〈
⑥
姫
と
契
り
兵
法
習
得
〉
に
関
し
て
の
問
題
点
は
、
女
房
の
役
割
、
姫
君
の
役
割
、
笛
の
登

場
、
鬼

一
法
眼
の
不
在
の
四
点
に
集
約
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

兵
法
書
の
由
来
物
語
を
法
眼
か
ら
聞
い
た
義
経
は
、
法
眼
の
末
の
姫
君
に
近
付
い
て
、
兵
法
書

を
手
に
入
れ
よ
う
と
考
え
る
。
『義
経
記
』
に
お
い
て
は
、
「か
う
じ
の
ま
つ
」
と
い
う
女
房
の
勧

め
に
よ

っ
て
娘
に
近
付
こ
う
と
す
る
が
、
こ
の
物
語
で
は
義
経
が
姫
君
に
憧
れ
て
、
笛
を
契
機
に

姫
君
、
女
房
ら
と
関
わ

っ
て
い
く
。
姫
君
に
仕
え
て
い
る
女
房
と
し
て
は
、
「冷
泉

・
更
科

ｏ
月

さ
へ

ｏ
花
み
つ

ｏ
く
ま

へ

・
九
重

・
柳

・
桜
」
と
い
う
名
が
挙
が

っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
義
経

と
姫
君
と
の
間
で
、
橋
渡
し
役
を
果
し
た
の
が
、
「更
科
」
で
あ
る
。
「更
科
」

つ
い
て
触
れ
ら
れ

て
い
る
箇
所
を
抜
粋
し
て
み
る
。

乳
母
更
科
殿
は
、
紫
檀
の
琵
琶
に
黄
楊
の
撥
取
り
添
へ
て
、
撥
音
け
だ
か
く
掻
き
鳴
ら
し
、
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し
ん
じ
ゃ
う
の
江
の
辺
の
琵
琶
の
音
も
、
か
く
や
と
覚

へ
た
り
。

義
経
の
笛
と
姫
君
の
琴
に
合
わ
せ
て
、
「更
科
」
が
琵
琶
の
名
手
で
あ
る
と
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「更
科
」
が
義
経
に
自
分
の
身
上
を
語
る
場
面
で
は
、

姫
君
の
御
乳
母
に
、
更
科
殿
と
て
何
事
に
も
暗
か
ら
ず
。
（中
略
）
わ
れ
ノ
ヽ
は
都
の
者
に

て
も
候
ず
。
筑
紫
松
浦
党
の
大
将
に
、
ま
は
ら

（
マ
マ
）
左
衛
門
他
界
の
時
、
並
び
の
豪
家

に
所
領
を
奪
は
れ
迷
い
歩
き
し
に
、
商
人
の
手
に
渡
り
、
都
の
方

へ
上
り
、
東
國
の
方

へ
下

る
べ
か
り
し
を
、
鬼

一
法
眼
由
緒
あ
る
者
と
御
覧
じ
て
買
い
留
め
給
ふ
。
は
か
ノ゙
ヽ
し
く
は

候
は
ず
候
へ
ど
も
、
数
の
草
紙
昧
き
事
な
き
故
に
、
姫
君
に
教

へ
申
せ
と
て
置
か
れ
た
り
。

名
は
更
科
と
申
候
。
心
に
残
る
こ
と
無
く
侍
れ
ど
も
、
故
郷
も
思

へ
ば
、
心
苦
し
く
侍
る
。

女
の
身
ほ
ど
を
の
づ
か
ら
、
頼
り
な
き
こ
と
こ
そ
候
は
ね
。
昨
日
今
日
と
は
思

へ
ど
も
、
十

七
の
年
よ
り
早
、
十
八
年
の
は
る
ノ
ヽ
送
り
候
な
り
。

筑
紫
国
か
ら
、
事
情
が
あ

っ
て
都
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
事
、
草
紙
に
精
通
し
て
い
た
た
め
、
姫

君
に
仕
え
る
こ
と
に
な

っ
た
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
。
義
経
は
、
こ
れ
を
聞
き
、
「更
科
」
に
、

姫
君

へ
の
文
の
取
次
ぎ
を
頼
む
。
ま
た
、
「
四
百
四
帖
の
歌
草
紙
、
百
廿
帖
の
恋
尽
く
し
、
昧
き

事
な
し
」
、
「更
科
殿
は
歌
を
も
詩
を
も
、
人
に
勝
れ
て
結
び
し
」
と

「更
科
」
は
描
か
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
和
歌
に
も
漢
詩
に
も
通
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
機
転
を
利
か
せ
て
義
経
と
姫
君

の
間
を
取
り
次
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
義
経
の
望
み
が
叶

っ
て
、
姫
と
契
り

を
結
ぶ
。

次
に
、
姫
君
に
つ
い
て
は
、
『義
経
記
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
は
、　
一
切

触
れ
ら
て
い
な
い
の
に
対
し
、

三
は
洛
中

一
の
美
人
な
り
。
三
十
二
相
具
足
し
て
、
琵
琶

・
琴

・
和
琴
究
め
て
、
法
華
妙
典

闇
か
ら
ず
。
和
歌
の
道
も
達
者
な
り
。
古
今

・
万
葉

・
伊
勢
物
語

・
源
氏

・
狭
衣

・
恋
尽
く

し

・
硯
破
を
は
じ
め
と
し
て
、
数
の
草
紙
を
読
み
覚

へ
、
仮
名

・
真
名
に
い
た
る
ま
で
、
並

ぶ
人
こ
そ
な
か
り
け
り
。

か
の
姫
君
、
明
け
暮
れ
管
絃
を
ぞ
好
ま
れ
け
る
。

管
絃
を
好
み
、
和
歌
、
草
紙
、
物
語
に
至
る
ま
で
、
上
流
階
級
の
子
女
が
習
得
す
べ
き
教
養
を
総

て
網
羅
し
て
い
る
姫
君
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
姫
君
と
出
会
う
際
に
、
「村
雨
丸
」
と
い
う
笛
が
登
場
す
る
。
笛
に
つ
い
て
は
、
『義
経

記
』
の
同
場
面
に
は
登
場
し
な
い
。
義
経
は
、
管
絃
に
も
通
じ
て
お
り
、
笛
の
名
手
と
し
て
設
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
義
経
の
貴
人
性
を
高
め
る
事
に

一
役
か
っ
て
い
る
。

村
雨
丸
と
申
す
は
、
筑
紫
博
多
に
め
う
て
ん
と
申
け
る
船
頭
、
常
に
唐

へ
渡
り
候
に
、
黄
金

千
両
持
ち
て
渡
り
、
唐
土
の
帝
に
献

つ
る
。
（中
略
）
吹
き
手
に
を

い
て
は
御
曹
司
、
我
朝

一
に
て
お
は
し
ま
す
。

筑
紫
国
博
多
の

「め
う
て
ん
」
と
い
う
船
頭
が
、
唐
の
帝
に
千
両
を
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
唐
土

の
三
千
七
百
五
十
餘
国
に
名
を
馳
せ
た
長
安
城
の
漢
竹
、
村
雲
丸
と
村
雨
丸
の
二
管
を
賜
わ

っ

た
。
そ
の
村
雨
丸
を
手
に
入
れ
た
義
経
は
、
下
草
侍
従
に
習
い
、
日
本

一
の
吹
き
手
と
な
る
。
こ

の
由
緒
あ
る
笛
の
音
を
聞
い
た
姫
君
や
女
房
達
は
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
知

っ
て
、
義
経
の
吹
く

村
雨
丸
に
調
子
を
合
わ
せ
て
、
管
絃
を
始
め
る
。
『義
経
記
』
に
お
い
て
は
、
義
経
と
姫
君
と
の

出
会
い
の
場
面
に
、
笛
と
い
う
媒
体
は
な
く
、
た
だ
、
文
が
交
わ
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
鬼

一
法
眼
の
不
在
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
義
経
が
初
め
て
姫
君
ら
と
管
絃
を
す
る
時
、
「今
宵
は
上
の
御
留
守
に
て
候
。」
と
あ

る
。
こ
の
こ
と
は

〈
⑦

〉
の
場
面
に
も
、
関
わ
る
の
で
、
後
述
す
る
。

ま
と
め
と
し
て
、
『義
経
記
』
に
お
い
て
は
、
姫
君
や
女
房
に
関
す
る
記
述
は
な
く
、
姫
君
に

つ
い
て
は
名
前
す
ら
、
書
か
れ
て
い
な
い
。
義
経
と
姫
君
と
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
も
、
『義
経

記
』
は
あ

っ
さ
り
と
ほ
ん
の
数
行
で
済
ま
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
、
管
絃
の
催
し
、
和

歌
の
や
り
取
り
な
ど
を
盛
り
込
ん
で
、
紙
面
を
費
や
し
て
、
こ
の
物
語
の

一
つ
の
見
せ
場
と
化
し

て
い
る
。
ま
た
、
『義
経
記
』
に
は
登
場
し
な
い
、
笛
で
あ
る
が
、
『判
官
都
ば
な
し
』
で
は
、
義

経
と
姫
君
の
出
会
い
に
有
効
に
働
い
て
い
る
。
姫
君
や

「更
科
」
が
、
和
歌
や
物
語
に
通
じ
、
管

絃
を
好
ん
で
い
た
と
い
う
描
き
方
と
、
笛
の
登
場
は
、
王
朝
物
語
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
鬼

一
法
眼
の
不
在
に
つ
い
て
は
、
義
経
と
姫
君
と
の
恋
に
焦

点
を
絞

っ
て
描
き
た
い
と
い
う
作
者
の
意
図
が
窺
え
る
。

〈
④
姫
君
の
父
が
激
怒
、
義
経
を
殺
そ
う
と
す
る
〉
に
つ
い
て
は
、
姫
君
の
部
屋
の
方
か
ら
、

義
経
の
吹
く
笛
の
音
に
気
付
い
た
法
眼
は
激
怒
す
る
。
鬼

一
法
眼
は
自
ら
、
長
刀
を
持

っ
て
、
義

経
を
殺
そ
う
と
す
る
が
、
娘
の
気
持
ち
察
し
て
、
思
い
留
ま
る
。

今
日
は
上
臓
達
の
入
ら
せ
給
ふ
。
束
の
冠
者
を
御
覧
じ
て
、
こ
れ
は
い
か
な
る
も
の
ぞ
と
宣
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は
ゞ
、
し
ど
け
な
き
下
郎
ど
も
が
、
あ
れ
こ
そ
法
眼
の
忍
び
の
婿
よ
と
申
し
た
ら
ば
、
公
卿

・
殿
上
人
婿
に
嫌
ひ
て
、
賤
し
き
東
国
の
冠
者
婿
に
取
り
け
る
か
な
ど
笑
は
せ
給
は
ん
事
面

目
な
き
と
て
、
上
臓
達
の
入
ら
せ
て
御
帰
り
あ
ら
ん
ま
で
は
、
這
奴
傍
ら
に
あ
れ

こ
の
場
面
に
お
い
て
、
義
経
は
ま
だ
、
兵
法
を
習
得
し
て
お
ら
ず
、
鬼

一
法
眼
は
、
姫
と
契

っ

た
事
に
対
し
て
怒

っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
ま
た
、
殿
上
人
ら
に
対
す
る
体
裁
を
気
に
し
て
い

る
。
あ
ま
り
に
怒

つ
た
、
法
眼
は
、

い
か
に
と
し
て
冠
者
を
討
た
ん
と
思

へ
ば
、
心
鎮
ま
ら
ず
。
か
く
て
さ
て
あ
ら
ん
と
思
へ
ど

も
、
他
の
人
目
も
恥
づ
か
し
し
。
よ
く
ノ
ヽ
物
を
思
へ
ば
、
鬼

一
熊
野
へ
参
り
な
ん
。
そ
の

留
守
に
女
男
の
習
ひ
に
て
、
近
づ
き
た
る
と
言
わ
ん
時
は
、
鬼

一
少
し
の
恥
を
の
が
れ
ん
と

て
、
わ
が

一
門
相
具
し
て
、
三
百
餘
騎
に
て
熊
野
へ
と
て
ぞ
参
り
け
る
。

と
、
現
実
逃
避
の
よ
う
に
し
て
、
熊
野
参
り

へ
と
出
掛
け
て
し
ま
う
。
義
経
に
と

つ
て
は
、
鬼

一

法
眼
の
不
在
は
ま
た
と
な
い
兵
法
習
得
の
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
。
ま
た
、
場
面

〈
⑥
〉
に
お
い
て

も
、
鬼

一
法
眼
は
不
在
で
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
鬼

一
法
眼
が
登
場
し
て
こ
な
い
事
に
よ

っ
て
、

義
経
と
姫
君
を
基
軸
と
す
る
話
が
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

〈
③
湛
海
と
の
対
戦
〉
に
つ
い
て
は
、
鬼

一
法
眼
は
、
「兵
法
を
見
奉
ら
ぬ
前
だ
に
も
、
人
に
変

り
た
る
者
な
り
。
ま
し
て
況
や
兵
法
を
、
残
る
と
こ
ろ
な
く
見
奉
り
た
る
間
、
鬼

一
と
て
も
人
と

も
よ
も
思
は
じ
。」
と
、
誰
か
に
義
経
を
討
た
せ
よ
う
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
鬼

一
法
眼
の
婿
で

も
あ
る

「と
う
か
い
坊
」
に
討
た
せ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
話
の
最
大
の
目
的
が
、
義
経
の
兵
法

習
得
だ
と
す
る
と
、
目
的
達
成
後
に
、
義
経
と

「と
う
か
い
坊
」
が
対
戦
す
る
と
い
う
話
の
流
れ

に
は
、
ど
う

い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事
に
関
し
て
、
野
中
氏
は
、
「義
経
湛
海
戦

ば
な
し
が
兵
法
獲
得
ば
な
し
と
本
質
的
に
は

一
体
の
も
の
で
な
く
、
後
に
結
合
し
た
こ
と
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「と
う
か
い
坊
」
と
の
対
戦
に
お
い
て
、
注

目
し
た
い
の
が
、
姫
君
の
助
言
で
あ
る
。

〈
⑨
姫
の
助
言
〉
に
つ
い
て
は
、
父
鬼

一
法
眼
か
ら
義
経
に
、
「と
う
か
い
坊
」
を
石
山
で
斬
る

よ
う
に
と
い
う
話
を
聞
い
た
姫
君
は
、

石
山

へ
御
参
り
候
事
、
思
し
召
し
止
ま
り
給

へ
。
そ
の
上
父
の
法
眼
、
と
う
か
い
を
召
し
、

東
回
の
冠
者
を
討
た
せ
ん
と
の
御
約
束
の
候
と
承
り
候
。
こ
れ
に
引
き
籠
ら
せ
給
ひ
て
、
御

敵
寄
せ
た
ら
ば
、
太
刀
の
目
貫
の
堪

へ
ん
ほ
ど
、
闘
わ
せ
給
ひ
て
、
敵
ひ
難
く
ば
、
自
ら
を

殺
し
給
ひ
て
、
其
後
御
腹
切
ら
せ
給
ひ
て
、
二
世
の
菩
提
ま
で
召
し
具
せ
さ
せ
給

へ
と
、
人

目
も
知
ら
ず
嘆
き
給
ふ
。

と
、
父
法
眼
の
思
惑
を
義
経
に
知
ら
せ
る
。
し
か
し
、
義
経
は
姫
君
の
助
言
に
は
従
わ
ず
、
石
山

へ
と
向
か
う
。
そ
れ
は
、
対
戦
に
応
じ
な
い
の
は
、
義
経
に
と

っ
て
不
名
誉
な
こ
と
に
当
た
る
か

ら
で
あ
る
。

御
曹
司
こ
の
よ
し
き
こ
し
め
し
、
御
理
に
て
候
へ
ど
も
、
石
山

へ
と
約
束
申
て
止
ま
り
候

へ

ば
、
冠
者
が
不
覚
に
て
候
ほ
ど
に
、
…
…

義
経
自
身
が
、
以
上
の
様
に
述
べ
て
い
る
事
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
姫
君
が
、
夫
で
あ

る
義
経
が
、
父
の
策
略
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
事
か
ら
救
お
う
と
す
る

一
心

で
助
言
し
た
と
い
う
事
を
表
現
し
た
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う‐
。
『義
経
記
』
と
比
較
す
る

と
、
姫
君
が
父
と
夫
と
の
間
で
葛
藤
し
た
心
情
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
姫
君
が
義
経

へ
の
危
難
か

ら
救
お
う
と
す
る

一
心
で
助
言
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
。

〈
③
素
性
を
明
か
す
〉
に
つ
い
て
は
、
鬼

一
法
眼
の
策
略
を
知
り
つ
つ
も
、
「と
う
か
い
坊
」
を

討

っ
た
義
経
は
、
鬼

一
法
眼
の
屋
敷
に
戻
り
、
姫
君
に
別
れ
を
告
げ
る
。
そ
の
場
面
で
、

御
曹
司
宣
ひ
け
る
は
、　
一
人
だ
に
も
忍
び
難
く
候
そ
の
故
は
、
平
治
合
戦
に
亡
び
給
ひ
し
左

馬
頭
義
朝
、
常
盤
腹
の
末
の
子
に
、
童
牛
若
、
今
東
國
冠
者
義
経
と
は
我
事
に
て
候

へ
ば
、

身

一
人
だ
に
も
忍
び
難
く
候
。

と
初
め
て
、
姫
君
に
自
分
の
素
性
を
語
り
、　
一
緒
に
添

い
遂
げ
ら
れ
な
い
事
を
さ
と
す
。
そ
し

て
、
姫
君
は
、
源
氏
の
嫡
流
の
子
息
と
知

っ
て
、
尚
更
、
名
残
が
尽
き
な
い
と
想
う
。

姫
君
こ
の
よ
し
聞
こ
し
召
し
、
い
か
な
る
時
此
君
と
契
り
初
め
ぬ
る
ぞ
。
な
か
ノ
ヽ
人
知
ら

ざ
り
し
か
ど
も
、
さ
う
と
情
け
を
籠
め
し
よ
り
、
類
な
く
こ
そ
思
ひ
し
に
、
今
は
源
氏
の
大

将
、
東
囲
の
義
経
と
名
告
り
給
へ
る
よ
り
、
い
と
ゞ
名
残
は
増
さ
り
け
る
。

『義
経
記
』
で
は
、
も

っ
と
前
の
場
面
義
経
が
女
房
の

「か
う
じ
の
ま
つ
」
に
近
付

い
た
時
点

で
、
「か
う
じ
の
ま

つ
」
に
素
性
を
明
か
し
て
い
る
。
『判
官
都
ば
な
し
』
で
は
、
義
経
と
姫
君
と

の
別
れ
の
場
面
に
、
義
経
の
素
性
を
明
か
し
て
お
り
、
兵
法
習
得
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。

〈
⑩
姫
君
が
死
に
至
る
〉
場
面
に
つ
い
て
。
義
経
に
去
ら
れ
た
姫
君
の
様
子
は
、
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

御
曹
司
今
の
名
残
を
留
め
て
も
、
い
つ
の
別
れ
か
浅
か
る
べ
し
と
お
ぼ
じ
め
し
て
、
情
け
無
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く
出
で
給
ふ
。
姫
君
縁
ま
で
走
り
出
で
歎
か
せ
給

へ
ど
も
、
掻
き
消
す
様
に
失
せ
給
ふ
。
乳

母
を
は
じ
め
女
房
達
、
姫
君
と

一
つ
枕
に
臥
し
並
び
、
歎
か
せ
給

へ
ど
も
甲
斐
ぞ
な
し
。
恨

め
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
姫
君
は
明
け
暮
れ
衣
引
き
被

つ
ぎ
、
起
き
伏
し
歎
き
給

へ
ど

も
、
そ
の
甲
斐
さ
ら
に
な
か
り
け
る
。
御
曹
司
の
出
で
さ
せ
給
ひ
て
十

一
日
と
申
に
、
姫
君

は
傍
く
な
ら
せ
給
ふ
。
乳
母
を
は
じ
め
て
卑
し
き
賤
女
に
至
る
ま
で
、
歎
き
悲
し
む
そ
の
声

は
、
叫
喚

・
大
叫
喚
の
罪
人
の
叫
ぶ
も
か
く
や
と
思
ひ
あ
は
れ
な
り
。

姫
君
の
援
助
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
義
経
は
、
兵
法
を
習
得
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
経

は
、
あ

っ
さ
り
と
、
姫
君
を
捨
て
、
立
ち
去

っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
表
１
に
は
分
類
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『判
官
都
ば
な
し
』
に
記
さ
れ
て
い
る
義
経
の
活

躍
諄
に
つ
い
て
簡
略
に
述
べ
た
い
。
活
躍
諄
に
つ
い
て
は
、
三
度
、
書
か
れ
て
い
る
。

ａ
、
兵
法
に
よ

っ
て
、
義
経
が
戦
で
勝
利
を
治
め
る
と
い
う
話

（「と
う
か
い
坊
」
と
対
戦
す
る

以
前
に
記
さ
れ
て
い
る
）

こ
の
兵
法
の
力
に
て
、
度
々
の
軍
に
遇

つ
れ
ど
も
、
更
に
不
覚
は
な
か
り
け
り
。
元
暦
元
年

に
、
宇
治
川
を
渡
し
て
木
曾
殿
を
討
ち
、
鴇
越
を
落
し
て
平
家
を
治
め
、
讃
岐
國
桑
山
合

戦
、
長
門
國
井
津

・
引
島

・
文
字

・
赤
間

ｏ
壇
の
浦
の
合
戦
、
平
家
を
減
ぼ
し
、
北
国
へ
下

ら
せ
給
ふ
と
て
、
梶
原
に
読
言
せ
ら
れ
、
兄
鎌
倉
殿
と
仲
不
和
に
な
ら
せ
給
い
、
都

へ
還
ら

せ
お
は
し
ま
せ
し
に
、
討
手
度
々
上
り
し
か
ば
、
西
國

へ
下
ら
せ
給
ひ
け
る
。
船
に
て
あ
り

け
れ
ば
、
大
風
に
放
さ
れ
、
津
國
に
け
ん
じ
山
と
申
と
こ
ろ
へ
落
ち
給
ふ
。
大
衆
に
攻
め
ら

れ
て
都

へ
還
り
、
或
人
の
姫
君
を
通
ひ
取
り
、
稚
児
に
作
り
奉
り
て
、
わ
が
身
と
郎
党
山
伏

の
真
似
を
し
て
北
国
に
か

ゝ
り
、
奥
州
を
頼
み
下
り
し
に
、
数
の
開
ハ
ヽ
う
ち
破
り
、
奥
州

へ
と
て
下
ら
れ
け
る
。
こ
れ
を
は
じ
め
て
、
大
事
の
軍
に
遇
ふ
事
七
十
五
度
、
小
事
は
数
を

知
ら
ず
。　
一
度
も
不
覚
は
な
か
り
け
る
。
朝
敵
亡
ぼ
し
、
日
本
半
國
の
主
と
な
り
給
ふ
。

こ
の
話
は
、
義
経
が
兵
法
習
得
後
に
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
兵
法
に
よ
っ
て
、
日
本
半
国
を
治

め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
様
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
『義
経
記
』
に
は
、
書
か
れ

て
い
な
い
。

ｂ
、
義
経
の
そ
の
後

（物
語
の
締
め
く
く
り
に
書
か
れ
て
い
る
）

御
曹
司
は
後
に
都

へ
上
り
、
御
世
に
出
給
ふ
。
め
で
た
か
り
し
こ
と
ど
も
か
な
。

以
上
の

ａ
・
ｂ
の
二
点
は
、
『義
経
記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
記
述
で
あ
る
。
義
経
の
活
躍
は
、

こ
の
兵
法
に
よ
っ
て
、
支
え
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
事
を
改
め
て
強
調
し
た
箇
所
と
考
え
ら

れ
る
。

第
二
節
の
ま
と
め
と
し
て
、
話
の
構
成
は
、
ほ
ぼ

『義
経
記
』
と
同
じ
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、

第

一
に
、
義
経
が
兵
法
伝
授
を
願
う
こ
と
。
第
二
に
、
姫
君
と
契
り
、
そ
の
手
を
借
り
て
兵
法
を

取
得
す
る
こ
と
。
第
三
に
、
姫
君
の
父
が
そ
れ
を
知

っ
て
、
激
怒
し
、
義
経
を
殺
そ
う
と
す
る
こ

と
。
第
四
に
、
義
経
が
姫
君
に
よ
っ
て
危
機
を
ま
ぬ
が
れ
、
命
が
助
か
る
こ
と
。
第
五
に
、
そ
の

姫
君
が
、
義
経
に
去
ら
れ
た
後
に
、
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
。
以
上
の
五
点
に
お
い
て
、
共
通
で
あ

る
。
義
経
の
兵
法
習
得
を
基
軸
に
し
な
が
ら

（〈
①

・
②

・
③
〉
に
紙
面
を
多
く
割
い
て
い
る
点

に
お
い
て
）
、
そ
こ
に
は
、
「義
経
と
姫
君
と
の
恋
と
結
婚
諄
」
と

「女
房
更
科
ら
の
活
躍
」
〈
⑥

・
⑨
〉
に
も
、
同
じ
と
言
え
る
く
ら
い
重
点
を
お
い
て
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

〓
一

『
御
曹

子
島
渡

』

に

つ
い
て

最
初
に
、
あ
ら
す
じ
を
述
べ
る
と
、
『御
曹
子
島
渡
』
で
は
、
義
経
が
、
藤
原
秀
衡
の
助
言
を

う
け
て
、
大
日
の
法
と
い
う
兵
法
書
を
得
る
た
め
に
、
馬
人
島

・
裸
島

・
女
護
の
島

・
小
さ
子
島

な
ど
、
多
く
の
不
思
議
な
島
を
め
ぐ
り
、
た
い
と
う
丸
と
い
う
笛
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば

危
険
な
所
を
の
が
れ
て
、
つ
い
に
蝦
夷
が
島
の
千
島
の
都
に
到
着
す
る
。
そ
こ
で
、
鬼
の
王
か
ね

ひ
ら
大
王
と
師
弟
関
係
と
な

っ
て
、
そ
の
娘
の
朝
日
天
女
と
契
り
を
結
ぶ
。
こ
の
天
女
の
導
き
に

よ

っ
て
、
大
日
の
法
を
写
し
と

っ
て
、
日
本
の
国
に
逃
げ
帰
る
。
天
女
は
義
経
の
犠
牲
と
な

っ

て
、
無
惨
な
最
期
を
と
げ
る
が
、
義
経
は
大
日
の
法
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
興
隆
を
も
た
ら
し
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
先
ず
、
義
経
が
様
々
な
島
を
巡
る

「英
雄
の
異
郷
遍
歴
諄
」

で
あ
る
。
次
に
、
数
々
の
困
難
を

「笛
の
功
徳
」
や

「神
仏

へ
の
祈
念
」
に
よ
っ
て
打
破
す
る
こ

と
。
そ
し
て
、
あ
さ
ひ
天
女
の
捨
て
身
の
援
助
に
よ
っ
て
、
兵
法
を
習
得
す
る
。
以
上
の
三
点
に

集
約
で
き
る
。

表
１
に
従

っ
て
、
『義
経
記
』
と

『御
曹
子
島
渡
』
で
は
、
ど
の
よ
う
な
話
の
筋
の
異
同
が
あ

る
の
か
、
確
認
し
て
み
た
い
。

〈
①
兵
法
の
伝
授
を
願
う
〉
に
つ
い
て
。
こ
の
物
語
は
、
義
経
が
藤
原
秀
衡
に
都

へ
上
る
手
段

を
訊
ね
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
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さ
る
ほ
ど
に
、
御
曹
子
、
秀
衡
を
召
さ
れ
て
、
都

へ
上
る
べ
き
や
う
を
問
は
せ
給

へ
ば
、
秀

衡
承
り
、
「
日
本
国
は
神
国
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、
武
士
の
手
柄
ば
か
り
に
て
は
成
り
が
た

し
。
こ
れ
よ
り
も
北
州
に

一
つ
の
国
あ
り
、
千
島
と
も
、
蝦
夷
が
島
と
も
申
す
。
そ
の
内
に

喜
見
城
の
都
あ
り
、
そ
の
王
の
名
を
ば
、
か
ね
ひ
ら
大
王
と
申
し
け
り
。
か
の
内
裏
に

一
つ

の
巻
物
あ
り
、
そ
の
名
を
大
日
の
法
と
申
し
て
、
か
た
き
こ
と
な
り
。
さ
れ
ば
、
現
世
に
て

は
祈
祷
の
法
、
後
世
に
は
仏
道
の
法
な
り
。
こ
の
兵
法
を
行
ひ
給
ふ
も
の
な
ら
ば
、
日
本
国

は
、
君
の
御
ま
ま
に
な
る
べ
し
。
何
と
ぞ
御
調
法
あ

つ
て
御
覧
候

へ
」
と
申
し
奉
れ
ば
、
・・…
・

秀
衡
に
よ

っ
て
、
日
本
は
神
国
で
あ
る
か
ら
、
武
士
の
手
柄
だ
け
で
は
成
功
し
な

い
。
だ
か

ら
、
「か
ね
ひ
ら
大
王
」
の
持

っ
て
い
る

「大
日
の
法
」
を
御
覧
に
な
れ
ば
、
日
本
国
は
、
あ
な

た
様
の
思
い
の
ま
ま
に
な
る
で
し
ょ
う
と
、
兵
法
取
得
を
促
さ
れ
た
。
傍
線
の

「都

へ
上
る
べ
き

や
う
」
と

い
う

の
は
、
「平
家
を
討
ち
取

っ
て
、
天
下
を
と
る
」
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
こ
と

は
、
義
経
の
兵
法
習
得
が
、
あ
く
ま
で
も
、
天
下
を
討
ち
取
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
引

い
て

は
、
父
義
朝
の
敵
を
討

つ
た
め
と
い
う
目
的
意
識
を
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
義
経
が
実
際
に
、
か
ね
ひ
ら
大
王
に
大
日
の
兵
法
を
教
え
て
も
ら
う
よ
う
に
頼
む
場
面
で

は
、

「恐
れ
が
ま
し
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
こ
の
内
裏
に
大
日
の
兵
法

の
ま
し
ま
す
よ
し
承
り
及

び
、
こ
れ
ま
で
参
り
て
候
ふ
な
り
。
御
情
に
、
御
伝

へ
あ
り
て
給
は
り
候

へ
か
し
」
と
の
た

ま

へ
ば
、
大
王
き
こ
じ
め
し
、
「あ
ら
や
さ
し
の
く
わ
ん
き
よ
が
こ
こ
ろ
ざ
し
や
。
難
な
く

こ
れ
ま
で
来
り
、
師
弟
の
契
約
と
名
の
る
ぞ
や
。
七
生
の
契
り
な
り
。　
一
字
千
金
の
理
、
師

匠
の
恩
は
七
百
歳
と
説
か
れ
た
り
。
…
…

（略
と

と
義
経
は
、
直
接
、
か
ね
ひ
ら
大
王
に
兵
法
の
教
え
を
請
う
ｃ
そ
し
て
、
大
王
も
、
「り
ん
じ
ゆ

の
法
」
、
「か
す
み
の
法
」
、
で
」た
か
の
法
」
、
「き
り
の
法
」
、
コ
云
居
に
飛
び
去
る
鳥
の
法
」
ま
で

は
、
快
く
教
え
る
。
が
、
そ
れ
よ
り
奥
義
は
、
日
頭
で
教
え
て
も
無
駄
と
し
て
、
立
ち
去

っ
て
し

ま
う
。
こ
こ
に
は
、
『義
経
記
』
や

『判
官
都
ば
な
し
』
に
あ

っ
た
、
女
房
や
侍
女
の
介
入
は
見

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
傍
線
の

「七
生
の
契
り
な
り
。　
一
字
千
金
の
理
、
師
匠
の
恩
は
七
百
歳
と
説

か
れ
た
り
。」
と
大
王
が
語

っ
て
お
り
、
師
弟
関
係
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
先
述
の

二
作
品
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
、
こ
の
作
品
の
特
徴
と
も
言
え
る
点
で
あ
る
。

〈
②
兵
法
の
由
来
を
語
る
〉
に
関
し
て
は
、
『義
経
記
』
、
『判
官
都
ば
な
し
』
が
そ
れ
ぞ
れ
、
紙

面
を
割
い
て
、
語

っ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
、
あ
さ
ひ
天
女
に
よ
つ
て
、
電
義
経
記
』
で

は
、
山
科
の
知
人
、
『判
官
都
ば
な
し
』
で
は
、
鬼

一
法
眼
が
語

っ
て
い
た
。
）

「葦
原
国
へ
参
る
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
な
ら
ざ
る
こ
と
に
て
あ
り
。
名
残
惜
し
み
の
物
語
に
、

こ
の
兵
法
の
威
徳
を
語
り
聞
か
す
べ
し
。
…
…

と
あ
る
。
以
下
は
、
義
経
が
、
大
王
の
追
手
か
ら
、
逃
走
す
る
た
め
の
方
法
を
姫
が
語

っ
て
い

て
、
兵
法
の
威
徳
を
語
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
逃
走
の
為
に
兵
法
の
使
い
方
を
教
え
て
い

る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

〈
③
素
性
を
明
か
す
〉
に
つ
い
て
は
、
義
経
自
ら
が
素
性
を
明
か
す
場
面
は
な
い
。

〈
④
笛
〉
に
つ
い
て
は
、
こ
の
物
語
で
重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
の
が
、
笛
で
あ
る
。
義
経

は
、
大
日
の
兵
法
が
あ
る
千
島
の
都
に
行
く
ま
で
の
間
、
三
度
も
笛
に
よ

つ
て
危
難
か
ら
逃
れ
て

い
る
。
先
ず
、
女
護
の
島
で
島
の
守
り
神
に
す
る
た
め
に
、
捕
え
ら
れ
よ
う
と
し
た
場
面
で
、

義
経
、
今
を
限
り
と
お
ぼ
し
め
し
、
「少
し
の
暇
を
た
び
給

へ
。
竹
を
鳴
ら
し
て
聞
か
せ

ん
。」
と
て
、
た
い
と
う
丸
を
抜
き
出
し
、
千
五
上
勺
中
六
下
口
と
て
、
八
つ
の
歌
口
に
花

の
露
を
吹
き
じ
め
し
、
時
の
調
子
を
取
り
、
黄
鐘
に
て
吹
き
給

へ
ば
、
女
ど
も
は
、
こ
れ
を

聞
き
、
「お
も
し
ろ
い
ぞ
や
、
冠
者
。
島
の
守
り
に
し
た
け
れ
ど
も
、
竹
を
鳴
ら
す
お
も
し

ろ
さ
に
、
し
ば
し
許
し
申
さ
ん
。
」
と
、
鉾
を
投
げ
捨
て
、
笛
を
こ
そ
聞
き
に
け
れ
。

と
、
笛
を
吹
い
て
、
ど
う
に
か
そ
の
場
を
繕

っ
て
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
次
に
、
蝦
夷
が
島

で
は
、
島
人
に
周
囲
を
取
り
囲
ま
れ
て
、

島
人
に
の
た
ま
ふ
や
う
は
、
「少
し
の
暇
を
た
び
給

へ
。
竹
を
鳴
ら
し
て
聞
か
せ
ん
。」
と
あ

り
け
れ
ば
、
少
し
く
つ
ろ
げ
奉
る
。
そ
の
隙
に
、
た
い
と
う
丸
を
取
り
出
し
、
音
取
り
す
ま

し
て
、
万
秋
楽
と
い
ふ
楽
を
、
し
ば
し
吹
か
せ
給
へ
ば
、
島
人
、
こ
れ
を
聞
く
よ
り
も
、
竹

を
鳴
ら
す
が
お
も
し
ろ
き
に
、
い
か
ほ
ど
も
鳴
ら
せ
と
て
、
み
な
み
な
静
ま
り
、
笛
を
聞
き

て
ぞ
ゐ
た
り
け
る
。

と
、
再
び
、
笛
で
命
を
取
り
留
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
次
に
向
か

っ
た
千
島
の
都
で
は
、
鬼

ど
も
に
、
餌
食
に
さ
れ
か
か

っ
た
時
、

せ
め
て
の
名
残
と
お
ぼ
し
め
し
、
少
し
の
暇
を
乞
ひ
給
ひ
、
た
い
と
う
丸
を
取
り
出
し
、
千

五
上
勺
中
六
下
口
と
て
、
八
つ
の
歌
口
花
の
露
に
て
う
ち
じ
め
し
、
時
の
調
子
を
取
り
合
わ

せ
、
（中
略
）
今
ぞ
限
り
と
吹
き
給

へ
ば
、
阿
防
羅
刹
は
、
こ
れ
を
聞
き
、
「餌
食
に
は
し
た
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け
れ
ど
も
、
竹
を
鳴
ら
す
が
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
許
し
て
吹
か
せ
聞
か
ん
」

ま
た
も
や
、
命
が
助
か

っ
た
。
こ
の
三
度
の
笛
に
よ
る
命
拾

い
に
加
え
て
、
か
ね
ひ
ら
大
王
と
あ

さ
ひ
天
女
と
の
出
会
い
に
お
い
て
も
、
笛
が
契
機
と
な

っ
た
。
大
王
と
の
対
面
の
場
面
で
は
、

「な
ん
ぢ
は
、
竹
と
や
ら
ん
を
鳴
ら
す
と
聞
く
。
吹
け
、
聞
か
ん
」
と
言
ひ
し
有
様
、
恐
ろ

し
き
こ
と
は
限
り
な
け
れ
ど
も
、
思
ひ
ま
う
け
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
た
い
と
う
丸
を
取
り
出

し
、
（中
略
）
こ
こ
を
先
途
と
吹
き
給
ふ
な
り
。
大
王
、
つ
く
づ
く
と
聞
き
給
ひ
て
、
な
の

め
な
ら
ず
喜
び
、
「
さ
て
も
、
奇
特
に
鳴
ら
す
も
の
か
な
。
…
…
」

笛
の
音
を
聞
い
て
喜
ん
だ
大
王
は
、
義
経
と
師
弟
の
契
り
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
義
経
の

吹
く
笛
の
音
を
気
に
入

っ
た
大
王
は
、
酒
宴
で
義
経
を
呼
び
寄
せ
、
笛
を
吹
か
せ
る
。
そ
こ
で
、

あ
さ
ひ
天
女
と
出
会
う
。

楽
は
さ
ま
ざ
ま
多
け
れ
ど
も
、
男
は
女
を
恋
ふ
る
楽
、
女
は
男
を
恋
ふ
る
楽
、
想
夫
恋
と
い

ふ
楽
を
吹
か
せ
給

へ
ば
、
天
女
は
、
こ
れ
を
聞
き
と
が
め
、
く
わ
ん
き
よ
が
み
づ
か
ら
を
心

に
か
け
る
、
や
さ
し
さ
よ
と
お
ぼ
し
め
す
。

笛
に
よ
っ
て
、
姫
の
心
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
笛
に
関
し
て
は
、

⑩

『義
経
記
』
に
は
、
記
述
は
な
い
。
『判
官
都
ば
な
し
』
で
は
、
や
は
り
、
笛
が
姫
君
と
の
出
会
い

の
場
面
で
有
効
に
働
く
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
で
は

『判
官
都
ば
な
し
』
に
あ
る
よ
う
に
、
笛
の

功
徳
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

〈
⑤
歌
の
や
り
と
り
〉
に
つ
い
て
は
、
義
経
が
あ
さ
ひ
天
女

へ
の
求
愛
の
場
面
に
お
い
て
、
和

歌
は
交
わ
さ
れ
て
い
な
い
。

〈
⑥
姫
と
契
り
兵
法
習
得
〉
に
関
し
て
は
、
笛
に
よ

っ
て
天
女

へ
の
求
愛
に
成
功
し
た
義
経

は
、
や
が
て
契
り
を
結
ぶ
。
そ
し
て
、
心
も
打
ち
解
け
あ

っ
た
こ
ろ
、
義
経
が
、
兵
法
を
見
せ
て

も
ら
い
た
い
と
天
女
に
頼
む
。
し
か
し
、
そ
の
望
み
に
は
答
え
ら
れ
な
い
と
断
る
。

で
」
こ
に
讐

へ
の
候
ふ
ぞ
や
。
父
の
恩
の
高
き
こ
と
、
須
弥
山
よ
り
も
な
ほ
高
し
、
母
の
恩

の
深
き
こ
と
は
、
大
海
よ
り
も
な
ほ
深
し
と
は
申
せ
ど
も
、
親
は

一
世
の
結
び
な
り
。
不
思

議
な
り
と
よ
、
夫
婦
は
二
世
の
契
り
ぞ
か
し
。　
一
夜
の
枕
を
並
べ
し
も
、
百
生
の
契
り
に
て

侍
る
な
り
。
御
身
と
わ
れ
と
は
、
こ
と
さ
ら
に
蒼
波
万
里
を
隔
て
た
れ
ど
も
、
ま
こ
と
に
多

生
の
契
り
深
き
こ
と
な
り
。
何
と
ぞ
案
を
め
ぐ
ら
し
て
、
か
の
巻
物
を
、　
一
日
見
せ
て
た

べ
。」

義
経
は
、　
一
世
の
親
子
の
よ
り
も
、
二
世
の
で
あ
る
夫
婦
の
縁
を
強
調
し
て
、
ど
う
に
か
、
智

慧
を
し
ぼ
っ
て
、
大
日
の
法
を
見
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
み
込
ん
だ
。
『義
経
記
』
で
も
、
姫
君

に
よ

っ
て
、
同
様

の
事
が
語
ら
れ
て
い
た
。
（前
述
）
大
王
と
の
師
弟
の
契
約
を
結
ぶ
場
面
で

は
、
「七
生
の
契
り
な
り
。　
一
字
千
金
の
理
、
師
匠
の
恩
は
七
百
歳
と
説
か
れ
た
り
。
」
と
師
弟
の

縁
の
深
さ
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
二
世
の
夫
婦
の
縁
を
強
調
す
る
こ
と

で
、
天
女
を
説
得
し
て
い
る
。

〈
⑦
姫
君
の
父
が
激
怒
、
義
経
を
殺
そ
う
と
す
る
〉
場
面
に
つ
い
て
。
『義
経
記
』
と

『判
官
都

ば
な
し
』
で
は
、
義
経
が
姫
君
と
契

っ
た
事
に
対
し
て
怒

っ
て
い
る
よ
う
な
描
き
方
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
は
、

大
王
仰
せ
け
る
や
う
は
、
「あ
の
姫
は
、
去
年
三
月
に
母
に
離
れ
、
心
慰
む
方
も
な
し
。
竹

を
鳴
ら
し
て
聞
か
せ
よ
。」
と
仰
せ
あ
り
。
酒
も
過
ぐ
れ
ば
、
大
王
御
座
敷
を
立
ち
給

ヘ

ば
、
天
女
も
と
も
に
立
ち
給
ふ
。
御
曹
子
も
慕
ひ
行
か
せ
給
ひ
、
…
…

と
な

っ
て
い
て
、
大
王
は
、
姫
を
笛
で
慰
め
る
よ
う
義
経
に
促
し
て
い
る
。
大
王
は
、
義
経
と
姫

君
が
契

っ
て
も
構
わ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
つ
ま
り
、
天
女
と
契

っ
た
こ
と
よ
り
も
、
兵
法
を

奪
わ
れ
た
事
に
腹
を
立
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
義
経
が
、
兵
法
を
写
し
取
り
、
逃
亡
し

た
後
に
、
大
王
は
、
転
変
地
異
に
よ

っ
て
、
全
て
を
知
る
。

大
王
お
ほ
き
に
驚
き
、
築
地
に
腰
を
か
け
給
ひ
、
つ
く
づ
く
も
の
を
案
じ
、
か
の
く
わ
ん
き

よ
が
兵
法
を
望
み
て
、
こ
れ
ま
で
渡
り
し
を
、
許
さ
ず
し
て
あ
り

つ
る
が
、
天
女
が
、
あ
り

所
を
教

へ
と
ら
せ
け
る
ぞ
と
思

へ
ば
、

大
王
は
、
天
女
の
手
助
け
に
よ

っ
て
義
経
が
兵
法
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に
気
付

い
た
。
そ
し

て
、
そ
の
怒
り
の
矛
先
は
、
娘
で
あ
る
天
女
に
向
け
ら
れ
る
。

大
王
お
ほ
き
に
腹
を
立
て
、
「
天
女
が
く
わ
ん
き
よ
に
心
を
合
せ
た
る
こ
と
、
疑
ひ
な
し
。

天
女
が
し
わ
ざ
な
れ
ば
、
助
け
て
お
き
て
せ
ん
な
し
。」
と
て
、
花
の
や
う
な
る
天
女
を
八

つ
裂
き
て
ぞ
捨
て
た
り
け
る
。

大
王
に
よ
っ
て
、
天
女
は
、
直
接
殺
さ
れ
る
。

〈
③
湛
海
と
の
対
戦
〉
に
つ
い
て
は
、
湛
海
の
よ
う
な
存
在
は
な
い
。
な
お
、
怒

っ
た
、
大
王

は
、
逃
亡
す
る
義
経
を
鬼
ど
も
に
追
わ
せ
る
が
、
天
女
か
ら
、
事
前
に
逃
走
方
法
を
聞
い
て
い
た

義
経
は
、
首
尾
よ
く
逃
げ
失
せ
る
。
従

っ
て
、
『義
経
記
』
、
『判
官
都
ば
な
し
』
に
見
ら
れ
る
よ
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う
な
、
湛
海
と
の
対
戦
諄
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

〈
⑨
姫
の
助
言
〉
に
つ
い
て
は
、
天
女
は
、
義
経
が
兵
法
を
写
し
取

っ
た
後
、
父
に
見

つ
か
る

の
を
恐
れ
、
義
経
を
早
々
に
日
本
国
に
帰
そ
う
と
す
る
。

「…
…
御
身
を
帰
し
申
さ
ん
に
、
さ
だ
め
て
討
手
向
ふ
べ
し
。
そ
の
時
、
塩
山
と

い
ふ
法
を

行
ひ
、
う
し
ろ
へ
投
げ
さ
せ
給
ふ
べ
し
。
海
の
面
に
塩
山
出
で
来
、
あ
ひ
隔
た
る
べ
し
。
山

を
尋
ね
ん
そ
の
間
に
、
逃
げ
の
び
さ
せ
給
ふ
べ
し
。
…
…
」

逃
走
方
法
を
教
え
、
こ
の
方
法
で
、
日
本
国
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。　
一
方
、
天
女
は
、
大
王

に
よ

っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
天
女
の
本
地
を
詳
し
く
尋
ぬ
る
に
、
日
本
相
模
国
江
の
島
の
弁
財
天
の
化
身
な
り
ｃ
義

経
を
あ
は
れ
み
、
源
氏
の
御
代
に
な
さ
ん
た
め
、
鬼
の
女
に
生
れ
さ
せ
給
ひ
、
兵
法
伝

へ
ん

そ
の
た
め
、
か
や
う
の
方
便
あ
り
と
か
や
。

実
は
、
天
女
は
、
江
の
島
弁
財
天
の
化
身
で
、
義
経
に
兵
法
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
、
か
ね
ひ

ら
大
王
の
娘
に
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
ｃ
「兵
法
伝

へ
ん
そ
の
た
め
」
と
あ
る
の
で
、
兵
法
取
得

の
援
助
者
と
し
て
の
役
割
が
、
『義
経
記
』
や

『判
官
都
ば
な
し
』
よ
り
も
、
明
確
に
表
れ
て
い

フ０
（）〈

⑩
姫
君
が
死
に
至
る
〉
に
つ
い
て
は
、
大
王
の
怒
り
を
買

っ
た
天
女
は
、
八
つ
裂
き
に
さ
れ

て
殺
さ
れ
た
。
『義
経
記
』
、
『判
官
都
ば
な
し
』
で
は
、
義
経
を
恋
し
く
思
う
あ
ま
り
、
歎
き
死

ん
で
し
ま
う
。
『御
曹
子
島
渡
』
と

『義
経
記
』
二
判
官
都
ば
な
し
』
の
二
作
品
と
で
は
、
姫
君

の
死
に
至
る
原
因
が
異
な
る
。

し
か
し
、
天
女
が
、
兵
法
習
得
の
た
め
生
ま
れ
た
と
い
う
種
明
か
し
と
も
言
え
る
結
末
が
後
に

添
え
ら
れ
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
姫
が
死
ぬ
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ

Ｚθ
。『御

曹
子
島
渡
』
の
特
徴
と
し
て
は
、
『義
経
記
』
、
『判
官
都
ば
な
し
』
に
は
、
は

つ
き
り
と
は

書
か
れ
て
い
な

い
、
義
経

の
天
女

へ
の
愛
情
表
現
が
、
『御
曹
子
島
渡
』
に
は
二
点
、
見
ら
れ

る
。
先
ず
、
大
王
に
兵
法
を
写
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
前
に
、
逃
げ
る
よ
う
に
促
す
天
女
に
対
し

て
、
義
経
は
、

大
事
出
で
来
、
御
身
の
命
の
が
れ
ず
は
、
わ
れ
も
、
と
も
に
御
身
の
ご
と
く
な
る
べ
し
。
さ

ら
ず
は
、
葦
原
国

へ
い
ざ
さ
せ
給

へ
、
御
供
申
さ
ん

供
に
、
日
本
に
逃
げ
よ
う
と
天
女
に
言
う
が
、
天
女
を
連
れ
て
帰
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
ま

た
、
無
事
に
日
本

へ
帰

っ
た
義
経
の
枕
元
に
、
天
女
が
立

っ
た
の
で
、
天
女
の
言

っ
て
い
た

「
ぬ

れ
て
の
法
」
を
行
う
こ
と
で
、
天
女
の
死
を
知

っ
た
。

さ
て
は
疑
ひ
な
し
と
て
、
歎
き
給
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
さ
て
、
御
僧
を
供
養
し
、
御
経
を
読

み
、
さ
ま
ざ
ま
弔
は
せ
給
ひ
け
り
。
昔
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
夫
婦
の
中
ほ
ど
切
な
る
こ
と

は
よ
も
あ
ら
じ
。
か
く
て
、
兵
法
故
に
、
日
本
国
を
思
ひ
の
ま
ま
に
従
へ
て
、
源
氏
の
御
代

と
な
ら
せ
給
ひ
け
り
。

義
経
は
、
死
ん
だ
天
女
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
供
養
す
る
。
『義
経
記
』
で
は
、
こ
の
様
な

記
述
は
な
い
。
ま
た
、
『判
官
都
ば
な
し
』
で
は
、
姫
君
を
弔
う
の
は
、
父
の
法
眼
で
あ
る
。
こ

の
話
で
は
、
あ
さ
ひ
天
女
が
、
義
経
の
兵
法
習
得
の
犠
牲
に
な

っ
た
為
、
天
女
を
弔

っ
て
話
を
締

め
括

っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
兵
法
習
得
と
い
う
最
大
目
的
を
呆
た
し
て
、
あ

っ
さ
り
と
天
女
を

見
捨
て
る
義
経
で
は
な
く
、
弁
財
天
の
化
身
で
あ
る
天
女
を
弔
う
義
経
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

以
上
、
話
の
筋
の
異
同
を
考
察
し
て
、
主
題
は
、
義
経
の
源
氏
再
興
の
た
め
の
兵
法
習
得
で
あ

り
な
が
ら
、
〈
②
〉
や

〈
Θ
〉
に

『義
経
記
』
や

『判
官
都
ば
な
し
』
ほ
ど
、
重
点
を
お
い
て
書

か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
天
女
が
、
弁
財
天
の
化
身
と
し
て
兵
法
習
得
の
た
め
に
生
ま

れ
て
き
た
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
兵
法
習
得
の
た
め
の
犠
牲
と
な

っ
て
死
ぬ
事
が
明
確
に
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
ｃ
つ
ま
り
、
天
女
の
兵
法
習
得
の
援
助
者
と
し
て
の
役
割
が
、
他
作
品

よ
り
、
色
濃
く
表
れ
て
い
る
。

四
　

『
皆
鶴
』

に

つ
い
て

内
容
に
つ
い
て
簡
略
に
述
べ
る
と
、
義
経
の
吹
く
笛
を
聞
い
て
、
皆
鶴
姫
が
こ
れ
を
召
し
、
試

し
に

『古
今
集
』
、
『万
葉
集
』
、
『伊
勢
物
語
』
、
『源
氏
物
語
』
、
『狭
衣
物
語
』
の
こ
と
を
問
う
と

義
経
は
、
さ

っ
と
答
え
る
。
そ
こ
で
、
皆
鶴
姫
は
、
義
経
を
召
し
管
絃
を
催
す
。
女
房
達
は
、

皆
、
義
経
に
憧
れ
る
が
、
乳
母
の

「
れ
い
せ
ん
」
が
義
経
に
文
を
求
め
る
と
、
そ
の
文
は
乳
母
も

侍
女
達
に
も
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
ず
、
姫
だ
け
が
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
義
経

は
姫
と
契
り
を
結
び
、
兵
法
書
を
手
に
入
れ
る
。
そ
し
て
、
義
経
は
姫
に
素
性
を
語
り
、
奥
州
に

下
っ
て
い
く
。
義
経
は
、
や
が
て
三
年
三
月
で
平
家
を
攻
め
お
と
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
義
経
の
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姫
君
に
宛
て
た
恋
文
に
多
く
の
紙
面
を
割
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、　
一
連
の
鬼

一
法
眼
諄
の
中
で

も
、
義
経
と
姫
君
と
の
恋
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
作
品
と
言
え
る
。
従

っ
て
、
表
１
を
見
て
も
分

る
よ
う
に
、
兵
法
に
関
す
る
記
述
や
、
湛
海
と
の
対
戦
ば
な
し
を
省

い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
笛
に
よ
る
出
会

い
の
場
面
や
、
恋
文
に
つ
い
て
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

さ
て
、
話
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
〈
④
笛

・
⑤
歌
の
や
り
と
り
〉
に
つ
い
て
は
、
こ
の
物
語

は
、
義
経
が
、
「
し
ん
け

い
」
（法
眼
）
の
屋
敷
で
、
笛
を
吹
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

っ
て
お
り
、

〈
②
兵
法
の
由
来
を
語
る
〉
に
つ
い
て
は
、
書
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
〈
①
兵
法
伝
授
を
願
う
〉

に
つ
い
て
も
、
明
瞭
に
な

っ
て
い
な
い
。

人
こ
れ
を
き

ゝ
、
こ

ゝ
ろ
の
う
ち
に
、
あ
こ
か
れ
て
、
お
も
し
ろ
く
そ
、
お
ほ
え
け
る
。

ま
た
、

ふ
え
に
よ
る
秋
の
し
か
、
と
も
し
ひ
に
よ
る
、
な
つ
の
む
し
も
、
こ
ひ
ち
に
ま
よ
ふ
、
な
ら

ひ
な
り
、
御
さ
う
し
の
ふ
え
に
、
心
を
こ
が
し
、
こ
ひ
ち
に
、
あ
く
か
れ
け
る
こ
そ
、
は
か

な
け
れ
　
さ
る
ほ
と
に
、
は
う
中
の
女
は
う
た
ち
、
み
な
ノ
ヽ
、
心
あ
こ
か
れ
て
、
心
の
う

ち
は
、
か
た
い
と
の
、
し
と
ろ
も
と
ろ
に
、
身
を
こ
か
し
け
る
そ
、
か
な
し
き

と
笛
の
音
を
聞
い
た
、
女
房
ら
は
、
皆
、
義
経
に
恋
焦
が
れ
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
も
、
笛
が

皆
鶴
姫
や
女
房
ら
と
の
出
会
い
の
き

っ
か
け
を
担

っ
て
い
る
。
ま
た
、
『古
今
集
』
な
ど
の
歌
集

や
物
語
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
、
義
経
は
躊
躇
す
る
事
無
く
、
答
え
る
。
そ
こ
に
は
、
武
将
と
し
て

名
を
馳
せ
た
義
経
像
は
見
ら
れ
ず
、
義
経
を
笛
の
名
手
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
学
問
に
も
通
じ

た
人
物
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
語
り
手
の
意
図
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
「れ
い
せ
ん
」
は
、
義

経
に
文
を
出
す
よ
う
に
催
促
す
る
。

れ
ん
せ
い
は
、
し
ん
け
い
の
は
う
に
、
う

つ
り
、
な
ふ
い
か
に
、
た
ひ
の
殿
、
た

ゝ
い
ま

の
、
女
は
う
の
た
ち
の
中
に
、
お
も
し
ろ
き
か
た
の
、
ま
し
ま
さ
は
、
た
ま

つ
さ
を
あ
そ
は

せ
、
と
と
け
て
、
ま
い
ら
せ
ん
と
申

し
か
し
、
義
経
は
、
皆
鶴
に
近
付
き
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
、
女
房
達
の
読
み
解
け
な
い
よ

う
な
文
を
出
す
。

れ
ん
せ
い
、
ち
か
ら
を
よ
は
す
、
わ
か
す
む
と
こ
ろ
へ
う

つ
り
、
心
を
す
ま
し
て
あ
り
け
れ

ば
、
お
も
ふ
に
か
ひ
の
、
あ
ら
は
こ
そ
、
心
あ
こ
が
れ
て
、
を
よ
は
ぬ
こ
ひ
に
、
ま
よ
は
れ

け
り

「
れ
い
せ
ん
」
は
仕
方
な
く
、
義
経
の
文
を
、
皆
鶴
に
渡
し
、
「れ
い
せ
ん
」
は
義
経

へ
の
想
い

を
諦
め
る
。
『皆
鶴
』
は
、
上

・
下
か
ら
成

っ
て
い
る
が
、
上
巻
で
は
、
義
経
の
恋
文
に
対
す
る

謎
解
き
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
と
り
わ
け
、
皆
鶴
同
様
に
登
場
し
て
い
る
の
が
、
乳
母

の

「
れ
い
せ
ん
」
で
あ
る
。
「
れ
い
せ
ん
」
に
つ
い
て
は
、
「
め
の
と
の
れ
ん
せ
い
は
、
ひ
は
の
上

す
に
て
、
あ
り
け
れ
は
、
は
ち
を
と
、
け
た
か
く
、
ひ
き
た
ま
ふ
、」
と
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
皆
鶴
に
つ
い
て
は
、
「
み
な
つ
る
御
せ
ん
と
て
、
天
下
に
、
な
ら
ひ
な
き
、
ひ
し
ん
あ
り
、

こ
れ
は
、
し
ん
け
い
に
は
、
を
と
ひ
め
な
り
、
た
い
り
へ
、
め
さ
る
へ
し
と
て
、
…
…
」
と
描
か

れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
皆
鶴
と

「
れ
い
せ
ん
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
、
書

か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
し
ん
け
い

（法
眼
）
に
つ
い
て
は
、
描
か
れ
て
お
ら
ず
、

し
ん
け
い
も
、
き
た
の
へ
さ
ん
け
い
に
て
、
御
す
る
な
り
、

ｍ

と
、
し
ん
け
い

（法
眼
）
が
留
守
の
間
に
、
話
が
進
め
ら
れ
る
設
定
で
あ
る
。
し
ん
け

い

（法

眼
）
の
存
在
は
、
物
語
の
筋
に
殆
ど
影
響
し
て
い
な
い
と
い
う
事
に
な
る
。
つ
ま
り
、
義
経
と
皆

鶴
と
の
恋
愛
諄
が
中
心
で
成
り
立

っ
て
い
る
物
語
と
一一言
え
る
。

〈
⑥
姫
と
契
り
兵
法
習
得
〉
に
つ
い
て
。
玄
宗
と
楊
貴
妃
、
志
賀
寺
の
上
人
の
恋
の
話
や
、
光

源
氏
と
紫
の
上
な
ど
、
異
朝
、
本
朝
の
お
よ
ば
ぬ
恋
の
物
語
を
語
り
、
皆
鶴
と
契
る
事
に
成
功
し

た
。
こ
こ
で
も
、
義
経
が
、
文
学
に
通
じ
て
い
た
と
い
う
設
定
に
な

っ
て
い
る
。

よ
し
つ
ね
も
、
み
な
つ
る
も
、
い
つ
し
か
、
う
ち
と
け
、
か
た
ら
ひ
あ
か
し
た
ま
ふ
に
、
よ

し
つ
ね
、
お
ほ
せ
け
る
は
　
な
ふ
い
か
に
、
み
な
つ
る
こ
せ
ん
、
ま
こ
と
や
ら
ん
、
う
け
た

ま
は
り
候

へ
は
、
大
た
う
よ
り
も
、
わ
た
り
た
る
、
ひ
ゃ
う
ほ
う
の
ま
き
物
、
此
た
ち
に
あ

る
よ
し
、
き
い
て
あ
り
、　
一
め
み
ん
と
そ
、
お
ほ
せ
け
る

義
経
に
兵
法
書
を
見
せ
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
も
、
皆
鶴
は
、
さ
ほ
ど
、
困
惑
す
る
事
も
無
く
、

義
経
の
願
い
を
受
け
入
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
『義
経
記
』
や

『御
曹
子
島
渡
』
に
見
ら
れ
た
、
姫

亀
御
曹
子
島
渡
』
で
は
、
あ
さ
ひ
天
女
）
の
苦
悩
や
悲
壮
感
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

み
な
つ
る
、
き
こ
し
め
し
、
さ
は
か
り
、
ほ
う
け
ん
の
、　
一
の
て
ん
か
の
、
て
う
ほ
う
と

て
、
ほ
う
さ
う
に
、
こ
め
て
を
き
、
た
ま
ひ
し
ほ
と
に
　
女
の
身
の
事
に
て
は
、
そ
ら
お
そ

ろ
し
く
、
は
ん
へ
れ
と
も
、
君
の
お
ほ
せ
に
て
、
さ
ふ
ら

へ
は
、
と
り
い
た
し
て
、
ま
い
ら

せ
ん
、
や
す
き
ほ
と
の
御
事
と
て
、
い
ち
ノ
ヽ
、
と
り
い
た
し
て
、
よ
し
つ
ね
に
、
わ
た
し

た
ま
ふ
　

」ゝ
れ
を
わ
た
し
て
、
あ
る
な
ら
は
、
き
み
と
ち
き
り
は
、
い
つ
ま
て
も
二
世
の
た
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の
み
、
ち
と
せ
を
ふ
る
へ
き
、
こ

ゝ
ち
し
て
、
す
ゑ
の
世
と
、
か
た
ら
ひ
て
、
ふ
か
く
、
お

ほ
じ
め
し
け
る
こ
そ
、
は
か
な
け
れ

こ
う
し
て
、
義
経
は
、
兵
法
書
を
手
に
入
れ
、
し
ん
け
い

（法
眼
）
に
見

つ
か
る
こ
と
も
な

く
、
素
性
を
明
か
す
。

〈
③
素
性
を
明
か
す
〉
に
つ
い
て
。
兵
法
を
習
得
し
た
後
、
義
経
は
、
姫
君
に
素
性
を
明
か
し

て
い
る
。

な
ふ
い
か
に
、
み
な
つ
る
御
せ
ん
、
わ
れ
を
は
、
た
れ
と
か
お
ほ
し
め
す
、
よ
し
と
も
に
は

八
な
ん
、
と
き
は
は
ら
に
は
三
な
ん
、
う
し
わ
か
と
申
、
く
わ
し
や
て
あ
り
　
七
さ
い
の
と

し
よ
り
、
く
ら
ま
の
て
ら
に
の
ほ
り
、
か
く
も
ん
よ
き
に
、
き
は
め
し
か
、
あ
ん
け
ん
く
は

ん
ね
ん
、
十
五
に
て
、
か
う
し
う
、
か

ヽ
み
の
し
ゆ
く
に
て
、
け
ん
ふ
く
し
、
そ
の
な
を

は
、
け
ん
九
良
よ
し
つ
ね
と
、
な
の
り
候
な
り

兵
法
習
得
後
に
、
素
性
を
明
か
す
事
に
な

っ
て
い
る
た
め
、
源
氏
の
嫡
流
の
子
息
で
あ
る
事
を

利
用
し
て
、
皆
鶴
と
契

っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
時
点
で
、
素
性
を
明
か
す
事
は
、
兵
法

習
得
、
皆
鶴
と
の
恋
愛
と
い
う
両
方
の
話
の
筋
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
し
ん
け
い

（法
眼
）
が
、
義
経
が
皆
鶴
と
契

っ
て
兵
法
を
習
得
し
た
事
に
気
付
い
て
い
な
い

為
、
怒

っ
て
、
殺
そ
う
と
い
う
話
の
筋
も
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
こ
の
物
語
の
最
後
に
、

か
く
て
、
よ
し
つ
ね
は
、
お
く
を
さ
し
て
、
く
た
り
た
ま
ひ
て
、
ひ
て
ひ
ら
か
、
ま
う
せ
い

を
、
そ
つ
し
た
ま
ひ
て
、
お
こ
る
へ
い
け
を
せ
め
し
と
こ
ろ
は
、
い
つ
く
そ
や
　
は
り
ま
、

つ
の
く
に
の
、
さ
か
ひ
な
る
、　
一
の
た
に
を
、
せ
め
お
と
し
、
あ
き
に
は
、
ぬ
た
の
お

（ぬ

た
の
し
や
う
）
、
す
わ
う
に
、
こ
く
ろ
、
ひ
せ
ん
の
む
ろ
山
、
な
か
と
、
八
し
ま
、
た
ん
の

う
ら
、
お
こ
る
へ
い
け
を
、
三
と
せ
三
つ
き
に
、
せ
め
な
ひ
け
、
い
ま
た
う
た
い
に
、
い
た

る
ま
て
、
け
ん
し
の
み
よ
は
さ
か

へ

（
マ
ゝ
）
な
に
事
も
、
か
り
そ
め
と
は
、
お
も

へ
と

も
、　
一
つ
に
は
、
ひ
や
う
ほ
う
の
と
く
と
、
お
ほ
え
た
り
、
め
て
た
く
さ
か

へ
、
す
ゑ
は
ん

じ
や
う
、
な
ら
ひ
な
し
、
お
な
し
世
に
、
あ
る
な
ら
は
、
か
や
う
の
事
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し

け
れ

と
、
義
経
が
、
後
に
、
軍
で
勝
利
を
治
め
て
、
源
氏
の
御
世
に
な
る
の
も
、
こ
の
兵
法
に
依
る
も

の
と
結
ん
で
終
わ

っ
て
い
る
。

最
後
に
、
兵
法
習
得
に
よ

っ
て
、
義
経
の
そ
の
後
の
活
躍
が
あ
る
と
完
結
し
て
い
る
事
か
ら
、

兵
法
習
得
が
、
話
の
大
前
提
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
皆
鶴
と
の
恋
愛
、
乳
母

「れ
い

せ
ん
」
の
副
主
人
公
と
し
て
の
扱
い
、
恋
文
の
謎
解
き
、
笛
や
管
絃
、
と
い
う
趣
向
に
重
点
を
お

い
て
描

い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
兵
法
習
得
が
、
大
前
提
の
話
で
は
あ
る
が
、
そ
の
わ
り
に

は
、
兵
法
の
由
来
や
、
そ
の
威
厳
性
を
語
る
場
面
が
な
い
た
め
、
最
終
部
に
記
さ
れ
た
義
経
の
活

躍
も
、
兵
法
に
依
る
も
の
と
締
め
く
く

っ
て
い
る
点
に
は
、
違
和
感
が
あ
る
。

五
　

鬼

一
法
眼
調

の
異

同

に

つ
い
て
の
ま
と

め
―

図

１
を
参

考

に
―

ま
と
め
と
し
て
、
異
同
が
話
の
筋
に
、
顕
著
に
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
場
面
に
つ

い
て
、
述
べ
た
い
。
第

一
点
と
し
て
、
素
性
を
明
か
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

（図
１
の
④
を
参

照
）
。
義
経
が
物
語
中
に
お

い
て
、
自
ら
の
素
性
を
語
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
『義
経

記
』
、
『判
官
都
ば
な
し
』
、
『皆
鶴
』
の
三
作
品
で
あ
る
。
中
で
も
、
『義
経
記
』
は
、
女
房

「か

う
じ
の
ま
つ
」
に
素
性
を
告
白
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る

（他
の
二
作
品
は
、
い
ず
れ
も
、
姫
に

対
し
て
、
告
白
す
る
）
。
姫
と
契
り
を
結
ぶ
以
前
に
、
素
性
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
で
、
姫

と
の
結
婚
に
有
効
に
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。　
一
方
、
『判
官
都
ば
な
し
』
、
『皆
鶴
』
で
は
、
姫

と
の
契
り
、
兵
法
習
得
、
湛
海
と
の
対
戦
の
後
に
、
姫
に
素
性
を
明
か
し
て
い
る
た
め
、
話
の
展

開
に
は
、
影
響
が
な

い
と
思
わ
れ
る
。
『義
経
記
』
の
み
が
、
物
語
の
早
い
段
階
で
素
性
を
明
か

す
こ
と
で
、
そ
の
後
の
兵
法
習
得
等
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
点
と
し
て
、
鬼

一
法
眼
の
不
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『義
経
記
』
、
『判
官
都
ば
な
し
』
、
『御

曹
子
島
渡
』
、
『皆
鶴
』
に
は
、
鬼

一
法
眼

（『御
曹
子
島
渡
』
で
は

「か
ね
ひ
ら
大
王
し

が
登
場

す
る
。
し
か
し
、
『判
官
都
ば
な
し
』
、
『皆
鶴
』
で
は
、
義
経
が
姫
君
に
求
婚
す
る
場
面
に
お
い

て
、
鬼

一
法
眼
は
不
在
で
あ
る
。
『判
官
都
ば
な
し
』
で
は
、
義
経
が
姫
に
近
付

い
て
い
る
と
知

り
つ
つ
も
、
鬼

一
法
眼
は
、
そ
の
現
実
か
ら
、
目
を
背
け
る
様
に
し
て
、
熊
野
詣

へ
と
出
掛
け
て

し
ま
う
。
『皆
鶴
』
で
も
、
や
は
り
、
鬼

一
法
眼
は
北
野
へ
参
詣
す
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
義

経
が
皆
鶴
姫
の
許

へ
忍
ん
で
、
契
り
を
結
ぶ
際
に
は
留
守
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
鬼

一
法
眼
が
登
場

し
な
く
て
も
、
話
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
鬼

一
法
眼
は
、
兵
法
の
所
有
者
と
し

て
、
鬼

一
法
眼
諄
に
お
い
て
、
主
要
人
物
の

一
人
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
鬼

一
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法
眼
が
不
在
で
物
語
が
進
行
し
て
い
る
点
で
、
『判
官
都
ば
な
し
』
と

『皆
鶴
』
は
、
兵
法
習
得

を
軸
に
し
な
が
ら
も
、
義
経
と
姫
と
の
恋
愛

・
結
婚
に
焦
点
を
当
て
て
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
、

鬼

一
法
眼
の
義
経
に
対
す
る
怒
り
の
原
因
に
つ
い
て
、
少
し
述
べ
た
い

（図
１
の
⑬
を
参
照
）
。

『判
官
都
ば
な
し
』
で
は
、
兵
法
習
得
以
前
の
娘
と
契

っ
た
後
に
、
鬼

一
法
眼
は
怒

っ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、

賤
き
東
の
冠
者
婿
に
取
り
け
る
か
な
ど
、
噴
せ
給
は
ん
事
面
目
な
き

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
殿
上
人
か
ら
の
結
婚
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
北
の
政
所
か
后
に
な

っ
た

と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
ほ
ど
の
自
慢
の
娘
が
、
弟
子
に
も
認
め
た
く
な
い
田
舎
者
の
冠
者
が
婿

と
な

っ
て
し
ま

っ
た
事
に
対
す
る
怒
り
で
あ
る
。

一
方
、
『義
経
記
』
と

『御
曹
子
島
渡
』
で

は
、
姫

（『御
曹
子
島
渡
』
で
は

「あ
さ
ひ
天
女
し

と
契
り
、
兵
法
を
習
得
し
た
後
で
あ
る
こ
と

か
ら
も
、
鬼

一
法
眼
の
怒
り
の
理
由
は
、
先
ず
、
大
切
に
育
て
上
げ
た
娘
と
契

っ
て
し
ま

っ
た
こ

と
に
対
し
て
で
あ
る
。
し
か
も
、
平
家
全
盛
の
時
代
に
源
氏
の
出
身
で
あ
る
義
経
が
婿
と
な

っ
て

し
ま
う

（こ
れ
に
関
し
て
は
、
『義
経
記
』
の
み
当
て
は
ま
る
）
。　
平
家

へ
の
顔
向
け
や
、
殿
上

人
ら
に
対
す
る
面
子
を
気
に
す
る
法
眼
に
と

っ
て
は
、
許
し
難
い
事
実
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
秘
蔵
で
あ
る
兵
法
ま
で
盗
み
取
ら
れ
て
し
ま

つ
た
と
い
う
二
点
が

『義
経
記
』
で
の
怒

り
の
理
由
で
あ
る
。
以
上
の
事
か
ら
、
『判
官
都
ば
な
し
』
と

『義
経
記
』
、
『御
曹
子
島
渡
』
で

は
、
鬼

一
法
眼
の
怒
り
の
理
由
が
異
な

っ
て
い
た
。
『判
官
都
ば
な
し
』
で
は
、
義
経
と
の
結
婚

に
対
し
て
怒

っ
て
お
り
、
湛
海
戦
に
持
ち
込
む
動
機
と
し
て
は
、
弱
い
と
思
わ
れ
る
。
『義
経
記
』

で
の
鬼

一
法
眼
の
怒
り
は
、
湛
海
戦

へ
持
ち
込
む
た
め
の
動
機
付
け
と
考
え
る
。

お
　
わ
　
り

　
に

鬼

一
法
眼
諄
を
扱

っ
て
い
る

一
連
の
作
品
は
、
「鬼

一
法
眼
や
兵
法
書
に
纏
わ
る
話
」
と

「姫

君
や
侍
女
が
活
躍
す
る
話
」
と

い
う
二
重
構
造
に
な

っ
て
い
る
事
が
分

っ
た
。
『義
経
記
』
は

〈
②
兵
法
の
由
来
を
語
る
〉
〈
③
湛
海
と
の
対
戦
〉
に
重
点
を
置
い
て
書
か
れ
て
い
る
事
か
ら
も
、

「鬼

一
法
眼
や
兵
法
書
に
纏
わ
る
話
」
寄
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
義
経
は
姫
に
よ

っ
て
念
願
の
兵
法
書
を
手
に
入
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
法
眼
が
湛
海
を
派
遣
し
て
、
討
と
う
と
計

画
す
る
も
の
の
、
姫
の
助
言
に
よ
っ
て
、
そ
の
企
み
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
三
度
も
、
姫
に
助
け

『皆
鶴
』

『湛
海
』園

契
り
を
結
ぶ 笛

・
和
歌
の
や
り
と
り

丘
（

法
　
習
　
得

一　

　

　

　

一

四
‐を‐

‐
弔
‐

‐
う
‐

‐―

――

――

□
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て
も
ら
う
筋
書
き
で
あ
る
。
ま
た
、
義
経
と
姫
と
の
出
会
い
を
手
引
き
す
る
の
が
、
「か
う
じ
の

ま

つ
」
と
い
う
女
房
で
あ
る
。
姫
は
、
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
女
房
の

「か
う
じ
の

ま

つ
」
は
名
前
も
出
て
お
り
、
義
経
と
姫
と
の
出
会
い
や
、
姫
が
、
父
法
眼
に
内
緒
で

『六
輸
』

を
持
ち
出
す
際
に
も
、
手
助
け
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
要
所
に
お
い
て
、
姫
と
女
房
が
、

義
経
の
兵
法
習
得
に

一
役
か

っ
て
い
る
。

ま
た
、
『判
官
都
ば
な
し
』
に
つ
い
て
は
、
内
容
は
、
『義
経
記
』
と
ほ
ぼ
同
じ
と
言
え
る
。

『判
官
都
ば
な
し
』
の
他
作
品
と
特
異
な
点
は
、
兵
法
書
の
由
来
を
詳
し
く
語

っ
て
い
る
点
、
義

経
の
後
日
謂
が
、
湛
海
戦
の
前
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
『義
経
記
』
同
様
に
、

姫
と
の
出
会
い
に
お
い
て
、
女
房
が
介
入
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
、
姫
の
名
前
が
出
て
い

な
い
の
に
対
し
、
「更
科
」
を
は
じ
め
、
何
人
か
の
女
房
ら
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

『御
曹
子
島
渡
』
で
は
、
弁
財
天
が

「あ
さ
ひ
天
女
」
と
い
う
仮
の
姿
で
現
れ
た
話
で
あ
る
。

従

っ
て
、
天
女
の
兵
法
習
得
の
援
助
者
と
し
て
の
役
割
が
さ
ら
に
明
確
に
な

っ
た
作
品
で
あ
る
。

『皆
鶴
』
に
お
い
て
は
、
鬼

一
法
眼
が
留
守
の
間
に
、
話
が
進
行
す
る
点
、
湛
海
と
の
対
戦
謂

が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
「鬼

一
法
眼
や
兵
法
書
に
纏
わ
る
話
」
を
極
力
排
除
し
て
、
義
経

と
姫
と
の
恋
愛
調
を
際
立
た
せ
た
物
語
で
あ
る
こ
と
が
分

っ
た
。

『義
経
記
』
、
『判
官
都
ば
な
し
』
は
、
「鬼

一
法
眼
や
兵
法
書
に
纏
わ
る
話
」
に
厚
み
を
持
た
せ

て
書
か
れ
て
お
り
、
『御
曹
子
島
渡
』
、
『皆
鶴
』
は
、
「姫
君
や
侍
女
が
活
躍
す
る
話
」
に
焦
点
を

当
て
て
描
か
れ
て
い
る
。
以
上
の
鬼

一
法
眼
諄
に
つ
い
て
は
、
二
重
構
造

（「鬼

一
法
眼
や
兵
法

書
に
纏
わ
る
話
」
と

「姫
君
や
女
房
が
活
躍
す
る
話
し

を
意
識
の
う
ち
に
置
い
て
、
考
察
す
べ

き
だ
と
思
わ
れ
る
。
重
点
の
置
か
れ
方
は
異
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
鬼

一
法

眼
調
を
扱

っ
た
謡
曲

『湛
海
』
に
つ
い
て
は
、
義
経
と
湛
海
と
の
対
戦
の
み
で
成
立
し
て
い
る
作

品
で
あ
る
た
め
、
二
重
構
造
に
当
て
は
ま
る
作
品
と
は
い
え
な
い
。

使
用
テ
キ
ス
ト

『義
経
記
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『義
経
記
』
梶
原
正
昭
　
小
学
館
　
平
成
１２
年

『判
官
都
ば
な
し
』
『近
古
小
説
新
纂
』
島
津
久
基
　
有
精
堂
　
昭
和
５８
年

『御
曹
子
島
渡
』
日
本
古
典
文
学
全
集

『御
伽
草
子
集
』
大
島
建
彦
　
小
学
館
　
昭
和
４９
年

『皆
鶴
』
『室
町
時
代
物
語
大
成
　
第
十
三
』
横
山
　
重

。
松
本
隆
信
編
　
角
川
書
店
　
昭
和
６０
年

注０
　
以
下
、
〈
　
〉
内
の
数
字
は
、
表
１
の
数
字
と
照
合
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

②
　
版
本
で
は
、
「幸
寿
の
前
」
と
あ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
本
文
で
は
、
「か
う
く

の
ま

つ
」

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「か
う
じ
の
ま

つ
」
に
統

一
す
る
。

０

「昔
異
国
に
、
漢

の
高
祖
と
申
賢
王
ま
し
ノ
ヽ
け
り
。
～
そ
れ
よ
り
張
良

・
焚
噌
と
ぞ
呼
ば
れ
け

る
。」
お
よ
そ
六
ペ
ー
ジ
に
渡

っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

０
　
日取
初
か
ら
義
経
か
ら
の
文
と
し
て
渡
す
の
で
は
な
く
、
主
の
分
ら
ぬ
落
し
文
が
姫
君
宛
て
で
あ

っ
た

た
め
、
他
の
女
一房
に
見
ら
れ
ぬ
よ
う
に
拾

っ
た
と
し
た
。
そ
し
て
、
返
事
を
書
く
よ
う
に
促
し
、
書
か

せ
て
姫
君
が
安
心
し
た
と
こ
ろ
で
、
義
経
の
存
在
を
語

っ
て
い
る
。
「更
科
」
の
賢
さ
が
表
れ
て
い
る
場

面
で
あ
る
。

同
　
野
中
直
恵
氏
が

「
『義
経
記
』
の
文
芸
世
界
―
―
構
想
と
構
造
の
相
関
か
ら
―
―
」
（軍
記
文
学
研
究

叢
書
Ｈ

『曾
我

・
義
経
記
の
世
界
』
所
収
　
汲
古
書
院
　
平
９
）
の
中
で
、
『義
経
記
』
に
お
け
る
義
経

と
姫
君
と
の
文
の
や
り
と
り
に
つ
い
て

「
こ
れ
は
結
婚
の
形
式
的
な
手
続
き
で
、
周
辺
伝
承
の
よ
う
に

和
歌
の
才
党
に
よ

っ
て
結
婚
が
実
現
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

０
　
『義
経
記
』
で
は
、
兵
法
習
得
後
に
怒
り
の
場
面
が
あ
る
。
「法
限
大
き
に
怒
り
て
、
「世
に
な
し
源
氏

を
入
れ
据
え
て
六
波
羅

へ
聞
こ
え
な
ん
後
、
何
か
よ
か
る
べ
き
ｃ
今
生
は
子
な
れ
ど
も
先
世
の
敵
に
て

あ
り
け
る
や
、
斬
り
捨
て
ば
や
ｃ
」
と
思

へ
ど
も
、
「子
を
害
せ
ん
事
、
五
逆
の
罪
遁
れ
が
た
し
ｃ
異
姓

他
人
な
り
。
こ
れ
を
斬
り
て
平
家
の
見
参
に
入
れ
て
、
勲
に
も
あ
づ
か
ら
ば
や
」
と
思
ひ
…
…
」
と
書

か
れ
て
お
り
、
娘
を
奪
わ
れ
た
怒
り
と
、
平
家
に
取
り
人
ろ
う
と
す
る
鬼

一
法
眼
の
姿
が
浮
き
彫
り
に

な

っ
て
い
る
。

０
　
「義
経
伝
承
の
系
譜
と
展
開
―
―
鬼

一
法
眼
伝
承
を
め
ぐ

っ
て
―
―
」
葛
軍
記
文
学
の
系
譜
と
展
開
』

梶
原
正
昭
編
所
収
　
汲
古
書
院
　
平
成
１０
）

０
　
野
中
氏
は
前
掲
の
論
文
の
中
で
、
「
娘
の
忠
告
場
面
の
機
能
不
全
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、　
一

方
に
お
い
て
、
「義
経
の
、
鬼

一
の
策
略
を
知

っ
て
も
ひ
る
ま
な
い
勇
敢
さ
や
、
娘
の
頼
み
を
受
け
入
れ

な
い
つ
れ
な
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
―
―
娘
の
忠
告
を
聞
か
な
い
義
経
像
を
表
現
す
る

と
こ
ろ
に
こ
の
場
面
の
存
在
意
義
が
あ
る
―
―
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

０
　
『義
経
記
』
巻
第
六

「判
官
南
都

へ
忍
び
御
出
で
あ
る
事
」
で
、
勧
修
坊
の
得
業
と
の
別
れ
の
場
面

で
、
「師
弟
子
は
三
世
と
中
し
候

へ
ば
ど

と
記
さ
れ
て
お
り
、
「七
世
の
契
り
」
と
い
う
表
記
は
、
他
に

は
見
当
た
ら
な
い
ら
し
い
。
（全
集
本
の
頭
注
に
よ
る
。
）

とヽ
」
で
は
、
師
弟
の
関
係
の
深
さ
を
強
調
す

る
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

⑩
　
『義
経
記
』
巻
第
二

「義
経
鬼

一
法
眼
が
所

へ
御
出
で
の
事
」
の
中
に
記
さ
れ
て
い
な

い
と

い
う
こ

と
。
『義
経
記
』
で
の
笛
の
記
述
は
、
巻
第
二

「弁
慶
洛
中
に
て
人
の
太
刀
を
奪
ひ
取
る
事
」
「弁
慶
義

経
に
君
臣
の
契
約
中
す
事
」
で
義
経
が
笛
を
吹
く
描
写
が
あ
る
。

ｍ
　
『御
曹
子
島
渡
』
に
お
い
て
、
笛
の
威
徳
が
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
し
て
、
島
内
景
二
氏
は
、

コ
御
曹
子
島
渡
』―
―
女
性
の
援
助
」
「
御
伽
草
子
の
精
神
史
』
昭
和
６３
）
の
中
で
、
コ
御
曹
子
島
渡
』
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の
作
者
に
は
、
大
き
な
創
作
上
の
制
約
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
笛
の
霊
力
を
あ
ま
り
強
調
し
す
ぎ

て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
笛
が
如
意
宝
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
を
強
調

し
て
し
ま
う
と
、
わ
ざ
わ
ざ
千
島
ま
で

〈
大
日
の
法
〉
を
獲
得
す
べ
く
出
か
け
て
ゆ
く
必
然
性
と
必
要

性
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
か
ら
で
あ
る
。
笛
と
大
日
の
法
を
記
し
た
巻
物
、
と
い
う
よ

う
に
、
こ
の
作
品
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
物
質
化
さ
れ
た
如
意
宝
が
存
在
す
る
。
そ
の
混
在
を
で
き
る

だ
け
目
立
た
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
作
者
は
笛
の
来
歴
や
由
来
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
は
触
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
べ
き
意
見
で
あ
る
。

０
　
黒
田
日
出
男
氏
は

「政
治
秩
序
と
血
―
―
『御
曹
子
島
渡
』
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
「
歴
史
と
し
て
の
御

伽
草
子
』
ぺ
り
か
ん
社
　
平
成
８
）
に
お
い
て
、
コ
御
曹
子
島
渡
』
の
物
語
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、　
一

世
の
親
子
の
縁
よ
り
も
、
二
世
の
夫
婦
の
契
り
を
優
先

・
優
越
さ
せ
、
し
か
も
妻
の
犠
牲
に
よ

っ
て
源

氏
の
御
代
つ
ま
り
政
治
秩
序

（君
臣
関
係
）
が
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。」
ま
た
、
中
世
に

お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
、
夫
婦
の
縁
を
、
親
子
の
縁
よ
り
優
先
さ
せ
る
と
い
う
考
え
が

「社
会
が
女
に

突
き
つ
け
た
選
択
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

『御
曹
子
島
渡
』
に
表
現
さ
れ
て
い
る
主
題
が
、
御

伽
草
子
の
特
質
と
も
な

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

⑬
　
テ
キ
ス
ト
に
は
、
「
れ
い
せ
ん
」
と
も
、
「れ
ん
せ
い
」
と
も
出
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
「
れ
い
せ
ん
」

に
統

一
し
て
お
き
た
い
。

０
　
野
中
直
恵
氏
は
、
前
掲
の
論
文

（注
０
）
に
お
い
て
、
「現
存
の

『
み
な
づ
る
』
は
、
二
人
の
結
婚
に

至
る
ま
で
の
経
緯
に
は
多
く
の
筆
を
費
や
し
て
い
る
が
、
当
の
兵
法
保
持
者
で
あ
る
鬼

一

（『
み
な
づ

る
』
で
は

「
し
ん
け

い
し

に
つ
い
て
は
、
人
物
造
型
は
お
ろ
か
、
物
語

へ
の
登
場
す
ら
な
い
。」
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
、
鬼

一
法
眼
の
不
在
で
あ
る

「〈
結
婚
系

工

は
鬼

一
法
眼
伝

承
の
原
型
で
は
な
い
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。
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