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序

佐
藤
陸
氏
は
「『
義
経
記
』
巻
七
の
改
竄
」１
に
於
い
て
、「
義
経
記
」
巻
七
は
、
第
一
系
列
本
の
ほ
う
が
第
二
系
列
本
よ
り
も
優
秀
で
、
後
者
は
、
前
者
の

本
文
を
改
竄
・
削
除
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
以
下
、
本
拙
稿
に
於
い
て
、
佐
藤
陸
氏
の
説
を
引
用
す
る
場
合
、
特
に
断
ら

な
い
場
合
、
こ
の
論
文
に
拠
る
）。
こ
れ
を
受
け
て
、
私
も
、
第
一
系
列
本
の
優
秀
性
を
示
す
根
拠
を
私
な
り
に
付
け
加
え
て
み
た
い
。

両
系
列
の
本
文
を
対
照
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
佐
藤
氏
に
倣
っ
て
、
橘
本
で
第
一
系
列
を
代
表
さ
せ
、
田
中
本
で
第
二
系
列
を
代
表
さ
せ
る
。
田
中
本
は
、

周
知
の
通
り
、
小
学
館
発
行
日
本
古
典
文
学
全
集
（
以
下
、
全
集
と
略
称
す
る
こ
と
も
あ
る
）『
義
経
記
』２
及
び
同
社
発
行
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
以
下
、

新
全
集
と
略
称
す
る
こ
と
も
あ
る
）『
義
経
記
』３
の
底
本
で
あ
る
。
一
方
、岩
波
書
店
発
行
日
本
古
典
文
学
大
系
（
以
下
、大
系
と
略
称
す
る
こ
と
が
あ
る
）『
義

経
記
』４
の
底
本
は
国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
蔵
十
二
行
木
活
字
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
一
系
列
本
で
あ
る
。
従
っ
て
、
橘
本
の
本
文
を
釈
文
に
直
す
際
、

解
釈
す
る
際
に
も
、大
い
に
参
照
さ
せ
て
頂
く
。
橘
本
の
引
用
は
『
判
官
物
語
』（
影
印
本
）５
、田
中
本
の
引
用
は
高
橋
貞
一
氏
編
著
『
田
中
本
義
経
記
と
研
究
』

上
下６
に
拠
る
。

本
拙
稿
の
主
要
テ
ー
マ
と
す
る
段
落
以
外
の
段
落
を
引
用
す
る
際
に
は
、
巻
七
の
場
合
、
第
一
系
列
本
、
巻
一
か
ら
巻
六
、
巻
八
に
つ
い
て
は
、
第
二
系
列

本
を
優
先
す
る
方
針
を
立
て
た 

７
。（
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
方
針
を
立
て
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
際
に
八
つ
の
巻
の
全
て
か
ら
引
用
し
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
が
）
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二

一　

越
中
か
ら
越
後
へ

山
伏
集
団
に
扮
し
た
義
経
一
行
が
、
越
中
の
黒
部
を
出
た
後
の
道
の
り
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

【
橘
本
】

く
ろ
へ
四
十
八
か
せ
と
申
か
ハ
を
こ
え
ミ
や
さ
き
に
つ
き
給
ふ
い
ち
ふ
り
し
や
う
と
の
う
た
の
わ
き
か
ん
ハ
ら
な
か
は
し
り
な
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
と
を
り

て
い
は
と
の
さ
き
と
い
ふ
所
に
つ
ゐ
て
あ
ま
の
と
ま
や
に
や
と
を
か
り
て
夜
と
ゝ
も
に
御
も
の
か
た
り
あ
り
け
る
に
う
ら
の
も
の
と
も
わ
か
め
か
ち
め
と

い
ふ
も
の
を
か
つ
き
け
る
を
見
給
ひ
て
き
た
の
か
た
か
く
そ
お
も
ひ
つ
ゝ
け
給
ひ
け
る

よ
も
の
う
ミ
な
み
の
よ
る
〳
〵
き
つ
れ
と
も
い
ま
そ
は
し
め
て
う
き
め
を
ハ
見
る

む
さ
し
は
う
是
を
聞
て
い
ま
〳
〵
し
く
お
も
ひ
け
れ
ハ

う
ら
の
み
ち
な
ミ
の
よ
る
〳
〵
き
つ
れ
と
も
今
そ
は
し
め
て
よ
き
め
ハ
見
る

か
く
て
い
は
と
の
さ
き
を
も
い
て
給
ひ
て
ゑ
ち
こ
の
こ
う
な
を
い
の
津
は
な
そ
の
ゝ
く
わ
ん
お
ん
た
う
と
い
ふ
所
に
つ
き
給
ふ
こ
の
ほ
ん
そ
ん
と
申
ハ
八

ま
ん
と
の
ゝ
あ
へ
の
さ
た
た
う
を
せ
め
給
ひ
し
時
ほ
ん
こ
く
の
御
き
た
う
の
為
に
な
を
い
の
二
郎
と
い
ひ
け
る
う
と
く
の
も
の
に
お
ほ
せ
つ
け
て
三
十

り
や
う
の
よ
ろ
ひ
を
た
ひ
て
こ
ん
り
う
し
た
ま
ひ
し
け
ん
し
ち
う
た
ひ
の
御
ほ
ん
そ
ん
な
り
け
れ
は
そ
の
夜
ハ
そ
れ
に
て
夜
も
す
か
ら
御
き
ね
む
あ
り

（
六
六
七
～
六
六
九
頁
）

【
国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
蔵
十
二
行
木
活
字
本
を
底
本
と
し
た
大
系
『
義
経
記
』
の
釈
文
】

黑く
ろ

部べ

四
十
八
箇か

せ瀬
の
渡
り
を
越こ

え
、
市い
ち
ふ
り振
、
浄
じ
や
う

土ど

、
歌う
た

の
脇わ
き

、
寒か
ん
ば
ら原
、
な
か
は
し
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
通と
を

り
て
、
岩い
は

戸と

の
埼さ
き

と
い
ふ
と
こ
ろ
に
著つ

き
て
、
海あ

人ま

の
苫と
ま

屋
に
宿や
ど

を
借か

り
て
、
夜
と
共と
も

に
御
物も
の

語が
た
りあ
り
け
る
に
、
浦う
ら

の
者も
の

ど
も
、
搗か
ち

布め

と
い
ふ
も
の
を
潜か
づ

き
け
る
を
見
給
ひ
て
、
北き
た

の
方か
た

か
く
ぞ
續つ
ヾ

け
給
ひ

け
る
。四よ

も方
の
海う
み

浪な
み

の
寄よ

る
〳
〵
來き

つ
れ
ど
も
い
ま
ぞ
初は
じ

め
て
う
き
め
を
ば
見み

る

弁
慶
こ
れ
を
聞き

き
て
、
忌い
ま

々〳
〵

し
く
ぞ
思お
も

ひ
け
れ
ば
、
か
く
ぞ
續つ
ヾ

け
申
（
し
）
け
る
。
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―

三

浦う
ら

の
道み
ち

浪な
み

の
寄よ

る
〳
〵
來き

つ
れ
ど
も
い
ま
ぞ
初は
じ

め
て
よ
き
め
を
ば
見み

る

　

か
く
て
岩い
は

戸と

の
崎さ
き

を
も
出い

で
給
ひ
て
、
越ゑ
ち

後ご
の

國
の
府ふ

、
直な
を

江え
の

津つ

花は
な
ぞ
の園
の
觀
く
わ
ん
を
ん音
堂だ
う

と
い
ふ
と
こ
ろ
に
著つ

き
給
ふ
。
こ
の
本ほ
ん
ぞ
ん尊
と
申
（
す
）
は
、
八
幡ま
ん

殿ど
の

安あ

倍べ

の
貞さ
だ
た
う任
を
攻せ

め
給
ひ
し
時と
き

、
本
國
の
御
祈き

禱た
う

の
爲た
め

に
直な
を

江え
の

次
郎
と
申
（
し
）
け
る
有う

徳と
く

の
者
に
仰お
ほ

せ
つ
け
て
、
三
十
領り
や
うの
鎧よ
ろ
ひを
賜た

び
て
、
建こ
ん

立り
う

し
給
ひ

し
源げ
ん

氏じ

重ぢ
う

代だ
い

の
御
本ほ
ん
ぞ
ん尊
な
り
け
れ
ば
、
そ
の
夜
は
そ
れ
に
て
夜
も
す
が
ら
御
祈き

念ね
ん

あ
り
け
り
。（
三
四
二
～
三
四
三
頁
）

両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
橘
本
、
弁
慶
の
詠
歌
の
第
五
句
「
よ
き
め
ハ
見
る
」
は
字
足
ら
ず
に
も
な
る
し
、
明
ら
か
に
誤
写
で
あ
る
が
、
親
知
ら
ず
地
域
の

地
名
の
列
挙
「
し
や
う
と
の
う
た
の
わ
き
か
ん
ハ
ら
な
か
は
し
り
な
と
い
ふ
と
こ
ろ
を
と
を
り
て
」
は
、
大
系
「
浄
じ
や
う

土ど

、
歌う
た

の
脇わ
き

、
寒か
ん
ば
ら原
、
な
か
は
し
と
い
ふ

と
こ
ろ
を
通と
を

り
て
」
と
比
較
す
る
と
、「
し
や
う
と
」
の
下
に
不
注
意
で
「
の
」
が
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、「
な
か
は
し
り
」
は
「
な
か
は

し
」
よ
り
も
原
初
的
な
形
態
だ
と
思
わ
れ
る
。
大
系
注
で
は
、

不
明
。
親
不
知
の
北
か
、
長
浜
と
い
う
地
が
直
江
津
の
西
に
あ
る
、
そ
こ
か
。

と
あ
る
。
一
方
、「
な
か
は
し
り
」
と
い
う
地
名
を
確
認
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
親
知
ら
ず
地
域
に
は
道
が
な
く
と
も
、
幾
つ
か
の
穴
の
よ
う
な
小
さ
な

陸
地
が
あ
る
、
旅
人
は
そ
の
穴
に
留
ま
っ
て
い
て
、
十
枚
の
波
の
う
ち
二
、三
枚
は
小
さ
い
、
そ
の
小
さ
な
波
の
時
に
急
い
で
、
次
の
穴
ま
で
移
動
す
る
と
い

う
旅
の
仕
方
を
し
て
い
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
日
本
各
地
の
伝
承
を
集
め
て
小
説
に
も
盛
り
込
む
こ
と
を
常
と
し
た
泉
鏡
花
の
「
海
戦
の
餘
波
」（
明
治

二
七
年
）
が
参
考
に
な
る
。

去い

に
し
月つ
き

父ち
ゝ

な
る
松ま
つ

枝え
だ

海か
い
ぐ
ん軍
中ち
う

尉ゐ

が
戦せ
ん
か
ん艦
に
乗の
り

組く

み
て
、
行ゆ
く

方へ

見み

果は
て

ぬ
海う
み

の
外そ
と

に
遠と
ほ

き
船ふ
な

出で

を
な
せ
し
後の
ち

、
一い
つ

子し

千ち

よ代
太た

は
慈じ

愛あ
い

深ふ
か

き
母は
ゝ

親お
や

に
伴と
も
なは
れ

て
、
そ
の
故ふ
る
さ
と郷
の
越ゑ
ち

後ご

に
歸
れ
り
。

　
　
　
　
　
（
略
）

「
千ち

よ代
太た

や
、
今け

日ふ

だ
け
は
お
や
め
な
さ
い
。
誰だ
れ

も
濱は
ま

へ
は
出で

な
い
か
ら
。」

と
母は
ゝ

は
其そ

の

日ひ

も
風ふ

う

雨う

を
冒を

か

し
て
出い

で

行ゆ

か
む
と
す
る
千ち

よ代
太た

を
留と

ゞ

め
ぬ
。

母は
ゝ

の
命め
い
れ
い令
は
何
事
も
背そ
む

け
る
こ
と
無な

き
童わ
ら
べな
り
し
が
、
如い
か

何に

な
し
け
む
此こ
の

時と
き

ば
か
り
は
、

「
否い
え

、
浪な
み

の
來く

る
處と
こ
ろま
で
は
参ま
ゐ

り
ま
せ
ん
。」
と
涼す
ず

し
き
眼ま
な
こに
母は
ゝ

を
見み

て
、
心こ
ゝ
ろの
不ふ

服ふ
く

を
訴う
つ
たへ
顔が
ほ

な
り
。

－ 306 －



富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

四

母は
ゝ

は
な
ほ
危あ
や
ぶみ
て
、

「
で
も
ね
、
何い

つ時
何ど
の
や
う様
な
高た
か
な
み浪
が
天あ
た

窓ま

へ
冠か
ぶ

つ
て
、
足あ
し

を
攫さ
ら

は
う
も
知し

れ
ま
せ
ん
。
此こ
の

邊あ
た
りは
遠と
ほ

浅あ
さ

で
不ふ

斷だ
ん

浪な
み

が
荒あ
ら

い
の
で
す
も
の
。
豫か
ね

て
聞き

い
て
は
居ゐ

よ

う
け
れ
ど
此こ
の

濱は
ま

續つ
ゞ

き
で
親お
や

不し
ら
ず知
と
い
ふ
難な
ん

所じ
よ

が
あ
る
が
ね
、
其そ
の

渚な
ぎ
さを
傳つ
た

ふ
旅た
び
び
と人
は
、
一ひ
と

つ
來き

て
次つ
ぎ

の
浪な
み

が
來こ

な
い
内う
ち

に
、
断が

け崖
の
洞ほ
ら
あ
な穴
の
中な
か

に
隱か
く

れ
な
い

と
、
直す
ぐ

に
海う
み

の
中な
か

へ
引ひ

か
れ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
其そ

こ處
は
神か
み

様さ
ま

の
御ご

方は
う

便べ
ん

で
、
ち
や
ん
と
人ひ
と

を
助た
す

け
る
爲た
め

に
、
左さ

様う

い
ふ
岩い
は

洞あ
な

を
拵こ
し
らへ
て
置
い
て
下く
だ

さ
る
け

れ
ど
、
此こ
の

邊へ
ん

は
平へ
い
ぜ
い生
其そ
ん
な様
で
な
い
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
浪な
み

に
取と

ら
れ
る
時と
き

、
捉つ
か

ま
る
楯た
て

も
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
」（
三
二
八
～
三
三
〇
頁
）８

そ
の
、
一
つ
の
洞
穴
か
ら
も
う
一
つ
の
洞
穴
ま
で
走
っ
て
移
動
す
る
距
離
が
長
い
た
め
に
「
長
走
り
」
と
い
う
地
名
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
橘
本

の
本
文
が
古
態
を
保
ち
、
国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
蔵
十
二
行
木
活
字
本
は
「
り
」
を
脱
字
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
第
一
系
列
諸
本
が
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
箇
所
、
第
二
系
列
本
は
、

【
田
中
本
】

六
だ
う
じ
の
夜
、
い
か
せ
の
わ
た
り
、
み
や
さ
き
、
い
わ
と
の
さ
き
と
い
ふ
う
ら
に
つ
き
て
、
あ
ま
の
と
ま
や
に
宿
を
か
り
、
わ
か
め
な
ど
と
り
て
か
へ

る
を
御
覧
じ
て
、
北
の
御
方
、

四
方
の
う
み
な
み
の
よ
る
〳
〵
き
つ
れ
ど
も
い
ま
ぞ
は
じ
め
て
う
き
め
を
ば
み
る

と
あ
そ
ば
し
け
れ
ば
、
弁
慶
、
い
ま
は
し
く
お
も
ひ
て
、

わ
だ
つ
み
の
な
み
の
よ
る
〳
〵
き
つ
れ
ど
も
今
ぞ
は
じ
め
て
よ
き
め
を
ば
見
る

と
な
を
し
、
い
は
と
の
さ
き
を
も
た
ち
給
ひ
て
、
越
後
の
国
へ
出
、
花
ぞ
の
ゝ
く
は
ん
を
ん
だ
う
を
お
が
み
給
ふ
。
こ
の
く
は
ん
を
ん
だ
う
は
、
あ
べ
の

さ
だ
た
う
せ
め
給
ひ
し
と
き
、
御
き
た
う
の
た
め
に
三
十
り
や
う
の
よ
ろ
ひ
を
た
び
て
こ
ん
り
う
し
給
ふ
御
堂
な
り
。

で
あ
る
が
、
こ
の
田
中
本
を
底
本
と
し
た
新
全
集
の
釈
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

六ろ
く

道だ
う

寺じ

の
夜
、
い
か
せ
の
渡
り
、
宮み

や
ざ
き崎

の
岩い

は

戸と

の
埼さ

き

と
い
ふ
浦
に
着
き
て
、
海あ

ま人
の
苫と

ま

屋や

に
宿
を
借
り
、
若わ

か

布め

な
ど
を
採
り
て
帰
る
を
御
覧
じ
て
、
北

の
御
方か
た

、
四よ

方も

の
海
浪な
み

の
よ
る
よ
る
来き

つ
れ
ど
も
今
ぞ
初
め
て
憂
き
目
を
ば
見
る
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五

と
遊
ば
し
け
れ
ば
、
弁
慶
、
忌
ま
は
し
く
思
ひ
て
、

わ
だ
つ
う
み
の
浪
の
よ
る
よ
る
来
つ
れ
ど
も
今
ぞ
初
め
て
よ
き
目
を
ば
見
る

と
直
し
、
岩
戸
の
崎
を
も
発た

ち
給
ひ
て
、
越ゑ
ち

後ご

の
国
へ
出
で
、
花は
な
ぞ
の園
の
観
音
堂
を
伏
し
拝
み
給
ふ
。
こ
の
観
音
堂
は
、
安あ
べ
の倍
貞さ
だ
た
う任
攻
め
給
ひ
し
時
、
御
祈き

禱た
う

の
為た
め

に
三
十
領り
や
うの
鎧よ
ろ
ひを
賜た

び
て
建
立
し
給
ふ
御
堂
な
り
。

即
ち
、
新
全
集
は
底
本
の
「
み
や
さ
き
、
い
わ
と
の
さ
き
と
い
ふ
う
ら
に
つ
き
て
、」
の
「
み
や
さ
き
」
の
下
に
「
の
」
を
補
い
、「
宮
崎
（
と
い
う
地
域
の
中
）

の
岩
戸
の
埼
と
い
ふ
浦
」
の
意
に
し
て
い
る
。
こ
の
後
、「
越
後
の
国
へ
」
出
た
、（
今
で
言
う
、新
潟
県
に
入
っ
た
、）
と
い
う
記
述
が
あ
る
以
上
、岩
戸
の
埼
は
、

越
中
（
今
で
言
う
、
富
山
県
）
の
中
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
だ
と
す
れ
ば
、
越
中
最
東
の
村
で
あ
る
宮
崎
（
今
で
言
う
、
朝
日
町
宮
崎
）
の
中
に
あ
る
、
と
考

え
る
の
は
、
一
応
、
妥
当
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
新
全
集
の
下
段
訳
は
、

…
…
宮
崎
を
経
て
、
岩
戸
の
埼
と
い
う
浦
に
着
き
、
…
…

で
あ
る
。
中
段
の
釈
文「
Ａ
の
Ｂ
に
着
き
て
」を
、下
段
で「
Ａ
を
経
て
、Ｂ
に
着
き
」と
訳
す
の
は
明
ら
か
な
誤
訳
で
は
な
い
か
。
新
全
集
の
校
注
者
は「
宮
崎
」

が
「
越
中
国
下
新
川
郡
三
位
郷
宮
崎
、」（
頭
注
四
の
前
半
）
で
あ
り
、「
岩
戸
の
埼
と
い
ふ
浦
」
が
「
新
潟
県
上
越
市
居こ

多た

付
近
の
海
浜
。」（
頭
注
五
）
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
訳
を
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
、「
宮み
や
ざ
き崎
の
岩い
は

戸と

の
埼さ
き

と
い
ふ
浦
に
着
き
て
」
と
い
う

釈
文
を
立
て
た
以
上
、
訳
は
「
宮み
や
ざ
き崎
と
い
う
地
域
の
中
の
岩い
は

戸と

の
埼さ
き

と
い
う
浦
に
着
き
、」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
た
し
か
に
、
私
が
Ｊ
Ｒ
越
中
宮
崎
駅
に
降
り
立
っ
て
調
べ
た
（
今
で
言
う
、
あ
い
の
風
と
や
ま
鉄
道
越
中
宮
崎
駅
。
但
し
、
私
が
降

り
立
っ
た
時
点
で
は
、
Ｊ
Ｒ
）
と
こ
ろ
、「
岩
戸
の
埼
」
や
そ
れ
に
類
す
る
地
名
は
無
か
っ
た
。
そ
の
一
方
、
Ｊ
Ｒ
直
江
津
駅
に
降
り
立
っ
て
調
べ
た
（
今
で

言
う
、
え
ち
ご
ト
キ
め
き
鉄
道
直
江
津
駅
。
但
し
、
私
が
降
り
立
っ
た
時
点
で
は
Ｊ
Ｒ
）
と
こ
ろ
、
直
江
津
中
心
部
の
や
や
西
に
「
虫む
し
ゅ生
岩い
わ
と戸
」
と
い
う
道
路

標
識
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
虫
生
岩
戸
」か
ら
Ｊ
Ｒ
直
江
津
駅
を
含
む
直
江
津
中
心
部
ま
で
は
穏
や
か
な
浜
辺
が
続
い
て
い
た
。「
岩
戸
の
埼
」と
は
、こ
の「
虫

生
岩
戸
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
系
の
三
四
三
頁
頭
注
一
二
の
前
半
に
「
越
後
国
中
頸
城
郡
居
田
（
小
田
）
浜
の
岩
戸
埼
、
直
江
津
の
東
」
と
あ
る
の
は
間
違

い
で
あ
る
。

更
に
、
両
系
列
の
優
劣
が
は
っ
き
り
す
る
の
は
、「
花
園
の
観
音
堂
」
の
説
明
の
部
分
で
あ
る
。

－ 304 －



富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

六

第
一
系
列
の
橘
本
は
、

こ
の
ほ
ん
そ
ん
と
申
ハ
八
ま
ん
と
の
ゝ
あ
へ
の
さ
た
た
う
を
せ
め
給
ひ
し
時
ほ
ん
こ
く
の
御
き
た
う
の
為
に
な
を
い
の
二
郎
と
い
ひ
け
る
う
と
く
の
も
の

に
お
ほ
せ
つ
け
て
三
十
り
や
う
の
よ
ろ
ひ
を
た
ひ
て
こ
ん
り
う
し
た
ま
ひ
し
け
ん
し
ち
う
た
ひ
の
御
ほ
ん
そ
ん
な
り
け
れ
は

で
あ
り
、
第
二
系
列
の
田
中
本
は

こ
の
く
は
ん
を
ん
だ
う
は
、
あ
べ
の
さ
だ
た
う
せ
め
給
ひ
し
と
き
、
御
き
た
う
の
た
め
に
三
十
り
や
う
の
よ
ろ
ひ
を
た
び
て
こ
ん
り
う
し
給
ふ
御
堂
な
り
。

で
あ
る
。
敵
で
あ
る
安
倍
貞
任
は
同
様
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
主
語
で
あ
る
八
幡
殿
（
＝
源
義
家
）
が
第
二
系
列
に
は
抜
け
落
ち
て
い
る
。
し
か
し
、
尊
敬
す

べ
き
源
氏
の
先
祖
で
あ
る
源
義
家
が
建
立
し
た
観
音
堂
だ
か
ら
こ
そ
、
源
義
経
や
そ
の
家
来
た
ち
が
祈
祷
し
た
の
で
あ
る
。

二　

亀
割
山
周
辺
の
地
理
に
つ
い
て

第
一
系
列
の
橘
本
は
、
最
上
川
か
ら
亀
割
山
ま
で
の
義
経
主
従
の
旅
の
様
子
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
就
き
、
佐
藤
氏
の
解
説
を
引
用
し
た
い
。

　

第
一
系
列
の
傍
線
部
分
（
清
川
周
辺
か
ら
「
さ
き
の
ふ
の
に
い
た
」
ま
で
の
記
述
―
―
田
村
注
）
は
、「
清
川
」
に
着
い
た
判
官
一
行
が
、「
五
所
王
子
」

で
通
夜
し
て
、翌
朝
舟
で
最
上
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、途
中
「
白
糸
の
滝
」「
鎧
の
明
神
」「
兜
の
明
神
」「
高
屋
の
瀬
」「
み
る
た
か
ら
」「
た
け
く
ら
べ
の
す
ぎ
」

「
矢
向
の
大
明
神
」
を
眺
め
て
「
合
川
の
津
」
に
着
き
、
こ
こ
で
、
南
下
し
て
「
宮
城
野
の
原
」「
つ
つ
じ
が
岡
」「
千
賀
の
塩
釜
」
を
た
ず
ね
る
べ
き
か
、

「
亀
割
山
」
を
越
え
て
、「
室
の
里
」「
姉
羽
の
松
」
へ
出
る
べ
き
か
と
迷
う
が
、
日
程
を
三
日
短
縮
で
き
る
か
ら
と
い
う
の
で
、「
亀
割
山
」
経
由
を
え
ら

ぶ
こ
と
に
し
て
、
そ
の
夜
は
「
さ
き
の
ふ
の
に
い
た
」
に
宿
泊
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
千
字
に
も
及
ぶ
長
文
で
あ
る
。
そ
の
中
に
出
て
く
る
地
名
の
多

く
は
現
存
し
て
い
て
、
道
順
も
い
た
っ
て
順
当
で
あ
る
。
こ
と
に
、
最
上
川
沿
岸
の
地
理
の
叙
述
は
詳
細
・
正
確
で
、
こ
の
地
を
実
際
に
旅
し
た
体
験
が

踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
憶
測
さ
え
抱
か
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。「
さ
き
の
ふ
の
に
い
た
」
は
、
流
布
本
に
省
か
れ
て
い
る
地

名
だ
が
、『
塩
釜
大
明
神
の
御
本
地
』
に
、
女
主
人
公
の
さ
わ
ら
び
姫
が
、
流
離
の
果
て
鮭
延
郡
亀
割
山
に
至
っ
た
由
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
亀
割
山
北

麓
に
発
し
て
本
合
海
（
昔
の
「
合
川
の
津
」）
に
注
ぐ
新
田
川
な
る
川
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
さ
き
の
ふ
の
に
い
た
」
と
は
、
す
な
わ
ち
「
鮭

延
の
新
田
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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―

七

こ
の
よ
う
に
、
第
一
系
列
本
は
描
写
が
詳
細
で
現
存
す
る
地
名
も
多
く
出
て
来
て
、
か
つ
、
道
順
も
い
た
っ
て
順
当
で
あ
る
が
、
第
二
系
列
本
は
簡
略
で
あ

る
。
以
下
、
第
二
系
列
本
の
本
文
の
引
用
も
、
佐
藤
氏
が
引
用
し
た
も
の
を
再
引
用
す
る
。
圏
点
も
佐
藤
氏
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
、
そ
れ
に
対
す
る

佐
藤
氏
の
解
説
も
引
用
す
る
。

は
ぐ
ろ
山
を
よ
そ
よ
り
お
が
み
給
ふ
に
も
、
御
参
籠
の
御
こ
ゝ
ろ
ざ
し
は
あ
り
け
れ
ど
も
、
北
の
御
方
御
さ
ん
の
こ
と
す
で
に
こ
の
月
な
れ
ば
、
よ
ろ
づ

を
そ
れ
を
な
し
て
、
弁
慶
ば
か
り
御
代
に
ぞ
ま
い
り
け
る
。
さ○

て○

せ○

な○

み○

山○

、
ち○

か○

の○

塩○

が○

ま○

、
松○

嶋○

、
あ○

ね○

は○

の○

松○

御○

ら○

ん○

じ○

て○

、
か
め
は
り
山
に
か
ゝ

り
た
ま
へ
ば
、
に
は
か
に
御
さ
ん
の
御
心
ち
あ
り
。
十
郎
権
の
か
み
心
ぐ
る
し
く
て
（
田
中
本
下
一
一
一
頁
）

第
二
系
列
本
で
は
、
こ
の
長
い
傍
線
部
分
（
第
一
系
列
本
の
、
清
川
周
辺
か
ら
「
さ
き
の
ふ
の
に
い
た
」
ま
で
の
記
述
―
―
田
村
注
）
が
、
ひ
と
つ
の
ま

と
ま
り
を
成
し
た
ま
ま
で
、
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
代
り
に
、
圏
点
を
付
し
た
二
十
字
余
り
の
短
文
「
さ
て
せ
な
み
山
、
ち
か
の
塩
が
ま
、

松
嶋
、あ
ね
は
の
松
御
ら
ん
じ
て
」が
存
し
て
い
る
。
し
か
し
、こ
の
短
文
は
お
よ
そ
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
あ
る
。「
せ
な
み
山
」は
架
空
の
地
名
で
あ
ろ
う
。

「
羽
黒
山
」
の
麓
か
ら
に
わ
か
に
「
千
賀
の
塩
釜
」
に
や
っ
て
く
る
の
か
ら
し
て
腑
に
落
ち
な
い
が
、さ
ら
に
奇
怪
な
の
は
、「
千
賀
の
塩
釜
」「
松
島
」「
姉

歯
の
松
」
な
ど
陸
奥
の
国
の
名
所
を
御
覧
じ
た
上
で
、
出
羽
の
国
の
「
亀
割
山
」
に
か
か
っ
た
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
通
り
な
ら
ば
、

平
泉
に
近
い
姉
歯
の
松
か
ら
、
山
ま
た
山
の
悪
路
を
わ
ざ
わ
ざ
二
十
里
も
ま
わ
り
道
し
て
亀
割
山
頂
に
い
た
り
、
そ
こ
で
不
自
由
き
わ
ま
る
出
産
を
す
ま

せ
、
ふ
た
た
び
平
泉
め
ざ
し
て
取
っ
て
か
え
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

や
は
り
、
傍
線
部
分
を
削
除
し
た
痕
跡
を
か
く
す
た
め
に
、
思
い
つ
き
の
地
名
を
並
べ
た
ま
で
の
こ
と
と
見
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。
耳
慣
れ
ぬ
地
名
を
数

多
く
含
む
長
文
を
わ
ず
ら
わ
し
く
感
じ
て
、
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
省
略
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
削
除
し
た
ま
ま
放
置
し
た
ら
、
あ
る
い
は
単
な
る
誤
記
・
落

丁
と
い
う
こ
と
で
見
過
ご
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
地
理
不
案
内
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ま
じ
短
文
補
填
と
い
う
よ
う
な
小
細
工
を
弄
し
た
た
め
に
、

か
え
っ
て
矛
盾
を
生
じ
、
語
る
に
落
ち
る
結
果
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

第
二
系
列
は
、
第
一
系
列
の
穏
当
で
無
理
の
な
い
本
文
に
手
を
加
え
、
こ
の
よ
う
に
改
竄
し
て
い
る
。

第
一
系
列
、
第
二
系
列
の
優
劣
を
決
定
す
る
に
足
る
解
説
で
あ
る
。
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し
か
し
、
私
は
、
第
二
系
列
本
書
写
者
の
頭
の
中
に
、
も
う
少
し
違
う
日
本
地
図
が
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
し
た
い
。
亀
割
山
が
姉
羽
の
松
と
栗
原

の
あ
い
だ
に
あ
る
と
い
う
地
図
で
あ
る
（
栗
原
は
、
平
泉
の
手
前
で
、
義
経
た
ち
が
滞
在
し
た
地
。
こ
こ
で
藤
原
秀
衡
と
連
絡
を
取
り
合
い
、
や
が
て
、
平
泉

に
向
か
っ
た
。
そ
の
点
に
就
い
て
は
、
第
一
系
列
本
で
も
第
二
系
列
本
で
も
同
じ
）。
第
二
系
列
本
の
書
写
者
が
、
亀
割
山
が
出
羽
の
最
東
北
に
あ
る
と
い
う

事
実
を
認
識
し
て
い
た
ら
、
出
羽
の
最
上
川
→
陸
奥
の
姉
歯
の
松
→
出
羽
の
亀
割
山
→
陸
奥
の
栗
原
、
と
い
う
順
路
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
で
あ

ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
一
系
列
本
（
の
先
祖
）
が
地
理
的
に
正
確
な
も
の
で
あ
り
、
第
二
系
列
本
は
改
竄
し
た
結
果
、
矛
盾
が
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点

は
動
か
な
い
。

三　

会
話
文
の
範
囲

京
の
都
か
ら
北
陸
経
由
陸
奥
の
国
の
平
泉
ま
で
の
逃
避
行
の
第
一
の
地
点
と
い
う
べ
き
は
大
津
で
あ
る
。
大
津
二
郎
は
山
伏
集
団
を
名
乗
る
義
経
主
従
十
数

人
を
宿
泊
さ
せ
る
気
に
な
っ
て
い
た
が
、
二
郎
の
妻
の
通
報
も
あ
っ
て
、
大
津
の
街
の
第
一
権
力
者
で
あ
る
山
科
左
衛
門
の
耳
に
は
、
山
伏
集
団
は
実
は
義
経

主
従
で
あ
る
と
の
情
報
が
入
る
。
山
科
左
衛
門
が
義
経
捕
縛
に
動
く
こ
と
は
誰
し
も
予
想
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
大
津
二
郎
は
、
そ
も
そ
も
本
当
に
義
経
主
従

な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
や
は
り
本
人
た
ち
が
言
う
通
り
山
伏
集
団
な
の
か
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
、
い
ず
れ
に
せ
よ
義
経
主
従
と
疑
わ
れ
て
い
る
以
上
、
宿
泊
を
中
止

し
夕
方
の
う
ち
に
琵
琶
湖
を
北
上
し
た
ほ
う
が
良
い
、
と
十
数
人
に
勧
め
る
。
そ
の
件
り
が
、
第
一
系
列
本
で
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
橘
本
】

…
…
き
や
く
そ
う
た
ち
の
御
中
に
御
ふ
ね
に
心
え
さ
せ
給
ひ
て
候
ゝ
い
そ
き
御
出
候
へ
と
申
け
る
へ
ん
け
い
申
け
る
は
身
に
あ
や
ま
り
た
る
事
ハ
候
ね

と
も
さ
や
う
に
所
に
わ
つ
ら
ひ
候
ん
す
る
に
は
と
り
を
か
れ
ま
い
ら
せ
候
て
ハ
日
か
す
も
の
ひ
候
ん
す
さ
候
ゝ
い
と
ま
申
て
と
て
い
て
給
ひ
け
れ
は

（
六
〇
七
頁
）

同
じ
第
一
系
列
本
を
底
本
と
し
た
大
系
の
釈
文
は
、

【
国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
蔵
十
二
行
木
活
字
本
を
底
本
と
し
た
大
系
『
義
経
記
』
の
釈
文
】
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九

「
…
…
客
き
や
く

僧そ
う

逹た
ち

の
御
中
に
船ふ
ね

に
心
こ
ゝ
ろ

得え

さ
せ
給
ひ
て
候
は
ば
、
急い
そ

ぎ
御
出
候
へ
」
と
申
（
し
）
け
る
。
弁べ
ん
け
い慶
申
（
し
）
け
る
は
、「
身
に
誤あ
や
まり
た
る
事
は
候
は

ね
ど
も
、
左さ

様や
う

に
所と
こ
ろに
煩わ
づ
らひ
候
は
ん
ず
る
に
は
、
取と
り

置を

か
れ
候
ひ
て
は
、
日
數か
ず

も
延の

び
候
は
ん
ず
。
さ
候
は
ば
暇
い
と
ま

申
（
し
）
て
」
と
て
出い

で
給
ひ
け
れ
ば
、

で
あ
る
。
橘
本
も
、
大
系
の
釈
文
の
作
り
方
に
倣
っ
て
、
釈
文
に
直
せ
ば
、

「
…
…
客
僧
た
ち
の
御
中
に
御
船
に
心
得
さ
せ
給
ひ
て
候
は
ば
、
急
ぎ
御
出
で
候
へ
」
と
申
し
け
る
。
弁
慶
、
申
し
け
る
は
、「
身
に
誤
り
た
る
こ
と
は
候

は
ね
ど
も
、
さ
や
う
に
所
に
わ
づ
ら
ひ
候
は
む
ず
る
に
は
、
取
り
置
か
れ
参
ら
せ
候
は
ば
、
日
数
も
延
び
候
は
む
ず
。
さ
候
は
ば
、
暇
申
し
て
」
と
て
、

出
で
給
ひ
け
れ
ば
、

で
あ
る
。

こ
の
後
、
大
津
二
郎
は
、
琵
琶
湖
西
岸
最
北
の
港
で
あ
る
海
津
在
住
の
弟
が
災
難
に
遭
っ
た
と
い
う
嘘
を
用
い
て
山
科
左
衛
門
を
言
い
く
る
め
、
自
分
が
船

を
漕
い
で
海
津
ま
で
連
れ
て
行
っ
た
の
だ
が
、こ
の
時
点
で
は
、ま
だ
う
ま
く
山
科
左
衛
門
を
言
い
く
る
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
見
通
し
が
立
た
ず
、「
十

数
人
の
う
ち
、
誰
か
一
人
ぐ
ら
い
は
船
を
操
る
技
術
を
持
っ
て
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
、
そ
の
方
が
自
分
の
船
を
漕
い
で
海
津
ま
で
行
き
な
さ
い
、

（
自
分
の
船
は
海
津
に
乗
り
捨
て
で
も
構
い
ま
せ
ん
）」と
助
言
す
る
。船
一
艘
失
う
こ
と
に
な
る
が
、あ
な
た
方
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、少
し
財
産
を
失
っ

て
も
構
わ
な
い
、
と
い
う
心
意
気
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
が
、「
客
僧
た
ち
の
御
中
に
御
船
に
心
得
さ
せ
給
ひ
て
候
は
ば
、
急
ぎ
御
出
で
候
へ
」
で
あ
る
。
弁
慶

の
詞
の
う
ち
、「
身
に
誤
り
た
る
こ
と
は
候
は
ね
ど
も
、」
は
、
自
分
た
ち
は
山
伏
集
団
で
あ
っ
て
、
義
経
と
い
う
方
と
そ
の
家
来
た
ち
で
は
な
い
の
で
す
が
、

の
意
。「
さ
や
う
に
所
に
わ
づ
ら
ひ
候
は
む
ず
る
に
は
、」
は
、
た
と
え
、
濡
れ
衣
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
自
分
た
ち
を
捕
縛
す
る
た
め
の
乱
闘
が
起
こ
る
な
ど
し

て
、
こ
の
土
地
の
方
々
（
特
に
大
津
二
郎
一
家
に
）
迷
惑
が
掛
か
っ
て
は
、
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
節
が
直
後
の
「
取
り
置
か
れ
参
ら
せ
候
は
ば
」

と
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
、不
明
で
あ
る
。
或
い
は
、こ
の
一
節
が
直
後
の
「
取
り
置
か
れ
参
ら
せ
候
は
ば
、日
数
も
延
び
候
は
む
ず
。」
と
ど
う
つ
な
が
っ

て
行
く
の
か
、
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
つ
な
が
り
を
良
く
す
る
た
め
に
「
恐
縮
で
あ
る
」
の
よ
う
な
意
の
詞
に
改
竄
し
て
し
ま
っ
た
の
が
、
第
二
系
列
本
だ

と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

【
田
中
本
】

…
…
客
僧
さ
ま
の
御
中
に
舟
に
こ
ゝ
ろ
え
さ
せ
給
て
候
は
ん
御
か
た
に
こ
が
せ
ら
れ
、
い
そ
ぎ
御
落
候
へ
と
申
け
れ
ば
、
べ
ん
け
い
申
け
る
は
、
身
に
あ
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や
ま
り
は
候
は
ね
ど
も
、
左
様
に
所
の
わ
づ
ら
ひ
に
も
な
り
候
は
ん
に
は
、
も
つ
た
い
な
く
候
あ
ひ
だ
、
さ
も
候
は
ゞ
い
と
ま
申
て
さ
ら
ば
と
て
、
出
た

ま
ひ
け
る
。（
八
一
頁
）

    【
新
全
集
】

「
…
…
客
僧
さ
ま
の
御
中
に
船
に
心
こ
こ
ろ

得え

さ
せ
給
ひ
て
候
は
ん
御
方か
た

に
漕こ

が
せ
ら
れ
、
急
ぎ
御
落
ち
候
へ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
弁べ
ん
け
い慶
申
し
け
る
は
、「
身
に
誤

り
は
候
は
ね
ど
も
、
さ
様や
う

に
所
の
煩
ひ
に
も
な
り
候
は
ん
に
は
、
勿も
つ

体た
い

な
く
候
ふ
間
、
さ
も
候
は
ば
暇
申
し
て
さ
ら
ば
」
と
て
出
で
給
ひ
け
る
。

ち
な
み
に
、
新
全
集
で
は
「
さ
様や
う

に
所
の
煩
ひ
に
も
な
り
候
は
ん
に
は
、」
に
注
一
七
が
施
さ
れ
「
こ
の
土
地
の
迷
惑
に
な
る
の
で
は
。」、「
勿も
つ

体た
い

な
く
候
ふ
間
」

に
は
注
一
八
が
施
さ
れ
「
恐
縮
な
の
で
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
振
り
返
っ
て
、
第
一
系
列
本
の
本
文
を
も
う
一
度
検
討
し
て
み
た
い
。
弁
慶
の
詞
は
「
さ
や
う
に
所
に
わ
づ
ら
ひ
候
は
む
ず
る
に
は
、」

ま
で
で
終
わ
り
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
一
節
を
受
け
る
の
は
「
恐
縮
で
あ
る
」
と
い
う
内
容
、及
び
、「
恐
縮
だ
か
ら
、夕
方
の
う
ち
に
大
津
家
を
出
て
行
く
」

と
い
う
内
容
で
あ
る
が
両
者
は
省
略
さ
れ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
取と
り

置を

か
れ
候
ひ
て
は
、
日
數か
ず

も
延の

び
候
は
ん
ず
。」
か
ら
は
、
義
経
の
詞
な

の
で
は
な
い
か
。
我
々
が
捕
縛
さ
れ
て
も
、
義
経
と
い
う
方
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
い
ず
れ
釈
放
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
、
そ
の
間
何
日
か
、
大
津
に
足

止
め
さ
れ
て
は
目
的
地
に
着
く
の
が
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
困
る
、
と
弁
慶
と
は
異
な
る
理
由
で
、
夕
方
の
う
ち
に
大
津
家
を
発
つ
意
向
を
示
し
た
の
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
、
話
し
手
が
途
中
で
変
わ
ら
ず
ず
っ
と
弁
慶
の
言
葉
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
詞
が
「
と
て
、
出
で
給
ひ
け
れ
ば
」
で
結
ば
れ
る
の
が
気
に
か
か
る
。

や
は
り
、
話
し
手
が
途
中
か
ら
、
為
手
尊
敬
の
敬
語
を
用
い
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
に
変
わ
っ
た
、
と
い
う
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

以
上
の
私
見
を
釈
文
の
形
で
示
せ
ば
、

【
橘
本
】

「
…
…
客
僧
た
ち
の
御
中
に
御
船
に
心
得
さ
せ
給
ひ
て
候
は
ば
、
急
ぎ
御
出
で
候
へ
」
と
申
し
け
る
。
弁
慶
、
申
し
け
る
は
、「
身
に
誤
り
た
る
こ
と
は
候

は
ね
ど
も
、
さ
や
う
に
所
に
わ
づ
ら
ひ
候
は
む
ず
る
に
は
」。「
取
り
置
か
れ
参
ら
せ
候
は
ば
、
日
数
も
延
び
候
は
む
ず
。
さ
候
は
ば
、
暇
申
し
て
」
と
て
、

出
で
給
ひ
け
れ
ば
、

で
あ
る
。
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一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※

こ
の
よ
う
に
、
原
型
の
会
話
文
の
範
囲
を
書
写
者
が
見
誤
っ
た
た
め
、
そ
れ
で
も
つ
な
が
り
を
良
く
し
よ
う
と
し
て
改
竄
と
い
う
手
段
に
至
っ
た
と
い
う
の

は
、
軍
記
物
語
や
そ
の
影
響
を
受
け
た
中
世
文
学
諸
作
品
に
、
意
外
に
多
く
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
義
経
記
』
の
中
の
他
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、巻
四
冒
頭
で
あ
る
。
源
頼
朝
の
旗
揚
げ
を
聞
き
付
け
、陸
奥
国
の
平
泉
に
滞
在
し
て
い
た
義
経
が
息
せ
き
切
っ
て
、

浮
島
が
原
ま
で
駆
け
つ
け
て
来
る
、
し
か
し
、
そ
の
駆
け
つ
け
て
来
た
青
年
が
弟
の
義
経
で
あ
る
と
は
頼
朝
は
ま
だ
知
ら
な
い
で
い
る
。

【
田
中
本
】

う
き
嶋
が
原
に
な
り
に
け
り
。
九
郎
御
ざ
う
し
は
、
兵
衛
の
佐
殿
の
ぢ
ん
の
ま
へ
に
三
ち
や
う
ば
か
り
ひ
き
の
き
て
ぢ
ん
を
と
り
、
し
ば
ら
く
い
き
を
や

す
め
ら
れ
け
る
。
す
け
ど
の
こ
れ
を
見
給
ひ
て
、
こ
ゝ
に
し
ら
は
た
白
じ
る
し
に
て
き
よ
げ
な
る
む
し
や
の
五
六
十
騎
ば
か
り
に
て
、
み
え
た
る
は
、
誰

な
る
ら
ん
。
お
ぼ
つ
か
な
く
候
。
し
な
の
ゝ
人
々
は
、
き
そ
に
し
た
が
ひ
て
と
ゞ
ま
り
ぬ
。
か
ひ
と
の
ば
ら
は
二
ぢ
ん
な
り
。
い
か
な
る
人
ぞ
。
ほ
ん
み

や
う
じ
つ
み
や
う
を
た
づ
ね
て
ま
い
れ
と
て
、
ほ
り
の
弥
太
郎
を
つ
か
ひ
に
て
、
お
な
じ
く
家
の
こ
ら
う
ど
う
を
ぐ
そ
く
し
て
ま
い
る
。（
一
一
一
頁
）

【
田
中
本
を
底
本
と
し
た
新
全
集
の
釈
文
】

　

浮う
き
し
ま島
が
原は
ら

に
な
り
に
け
り
。
九く

郎ら
う

御お
ん

曹ざ
う

司し

は
、
兵
ひ
や
う

衛ゑ
の

佐す
け

殿
の
陣
の
前
に
三
町
ば
か
り
引
き
退の

き
て
陣
を
取
り
、
暫し
ば
らく
息
を
休
め
ら
れ
け
る
。
佐す
け

殿
こ
れ

を
見
給
ひ
て
、「
此こ

こ処
に
白し
ら

旗は
た

、
白し
ろ

印じ
る
しに
て
清
げ
な
る
武
者
の
五
六
十
騎
ば
か
り
に
て
、
見
え
た
る
は
、
誰
な
る
ら
ん
。
覚お
ぼ
つ
か束
な
く
候
。
信し
な

濃の

の
人
々
は
、

木き

曾そ

に
従
ひ
て
留と
ど

ま
り
ぬ
。
甲か

斐ひ

の
殿
ば
ら
は
二
陣
な
り
。
い
か
な
る
人
ぞ
。
本
名
、
実じ
つ

名み
や
うを
尋
ね
て
参
れ
」
と
て
、
堀
ほ
り
の

弥や

太た

郎ら
う

を
使
ひ
に
て
、
同
じ
く

家
の
子
郎ら
う

等ど
う

を
具
足
し
て
参
る
。

田
中
本
の
「
か
ひ
と
の
ば
ら
」
を
新
全
集
は
「
甲
斐
の
殿
ば
ら
」
と
校
訂
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
次
に
挙
げ
る
岩
瀬
文
庫
本
も
、「
か
い
」
の
下
に
「
の
」
が

な
い
点
が
田
中
本
と
同
じ
い
）
が
、「
の
」
の
有
無
は
動
き
易
い
こ
と
で
も
あ
る
し
、
妥
当
な
処
置
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、第
二
系
列
は
、岩
瀬
文
庫
が
現
存
す
る
巻
四
途
中
ま
で
は
、同
本
も
有
力
な
資
料
に
成
る
。
佐
藤
陸
氏
も
田
中
本
の
本
文
の
ま
ま
で
は
不
自
然
で
あ
っ

た
り
、
文
意
不
通
の
箇
所
が
岩
瀬
文
庫
本
で
は
極
め
て
自
然
で
文
意
も
明
快
に
通
じ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
、
多
く
の
例
を
挙
げ
て
い

る 

９

。
今
問
題
に
し
て
い
る
巻
四
冒
頭
も
、
岩
瀬
文
庫
本
現
存
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
引
用
し
た
い
。
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【
岩
瀬
文
庫
本
】

う
き
し
ま
か
は
ら
に
つ
き
に
け
り
御
さ
う
し
ハ
兵
衛
の
す
け
殿
の
ち
ん
の
ま
へ
三
ち
や
う
は
か
り
ひ
き
の
き
て
ち
ん
を
し
ハ
ら
く
い
き
を
そ
や
す
め
ら
れ

け
る
す
け
殿
こ
れ
を
見
給
ひ
て
こ
ゝ
に
し
ら
は
た
し
ろ
し
る
し
に
て
き
よ
け
な
る
む
し
や
の
五
六
十
き
ハ
か
り
に
て
見
え
た
る
ハ
た
れ
な
る
ら
ん
お
ほ
つ

か
な
く
候
し
な
の
ゝ
人
々
ハ
き
そ
に
し
た
か
ひ
て
と
ゝ
ま
り
ぬ
か
い
と
の
は
ら
ハ
こ
ち
ん
な
り
い
か
な
る
人
そ
け
ミ
や
う
し
ち
ミ
や
う
を
た
つ
ね
て
ま
い

れ
と
て
ほ
り
の
や
太
郎
を
つ
か
ひ
に
て
お
な
し
く
い
ゑ
の
こ
ら
う
と
う
を
く
そ
く
し
て
ま
い
る

10

こ
の
よ
う
に
、こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、岩
瀬
文
庫
本
と
田
中
本
の
あ
い
だ
に
さ
し
た
る
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
が
、解
釈
し
に
く
い
の
が
「
覚お
ぼ

束つ
か

な
く
候
。」

で
あ
る
。
新
全
集
の
頭
注
で
は
「
は
っ
き
り
い
た
し
ま
せ
ん
。」
で
あ
る
。「
候
」
と
い
う
丁
寧
語
（
こ
こ
で
は
、
終
止
形
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮

す
れ
ば
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。
し
か
し
、
下
段
訳
で
は
「
ど
う
も
は
っ
き
り
せ
ぬ
。」
で
あ
る
。
源
頼
朝
が
近
く
に
居
る
家
来
た
ち
に
話
し
た
詞
の
一
部

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
丁
寧
語
を
含
ん
だ
訳
で
は
不
自
然
で
あ
り
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。

し
か
し
、
私
見
は
違
う
。
私
見
を
釈
文
の
形
で
示
せ
ば
、

【
田
中
本
】

　

浮う
き
し
ま島
が
原は
ら

に
な
り
に
け
り
。
九く

郎ら
う

御お
ん

曹ざ
う

司し

は
、
兵
ひ
や
う

衛ゑ
の

佐す
け

殿
の
陣
の
前
に
三
町
ば
か
り
引
き
退の

き
て
陣
を
取
り
、
暫し
ば
らく
息
を
休
め
ら
れ
け
る
。
佐す
け

殿
こ
れ

を
見
給
ひ
て
、「
此こ

こ処
に
白し
ら

旗は
た

、
白し
ろ

印じ
る
しに
て
清
げ
な
る
武
者
の
五
六
十
騎
ば
か
り
に
て
、
見
え
た
る
は
、
誰
な
る
ら
ん
」。「
覚お
ぼ
つ
か束
な
く
候
」。「
信し
な

濃の

の
人
々

は
、
木き

曾そ

に
従
ひ
て
留と
ど

ま
り
ぬ
。
甲か

斐ひ

の
殿
ば
ら
は
二
陣
な
り
。
い
か
な
る
人
ぞ
。
本
名
、
実じ
つ

名み
や
うを
尋
ね
て
参
れ
」
と
て
、
堀
ほ
り
の

弥や

太た

郎ら
う

を
使
ひ
に
て
、
同

じ
く
家
の
子
郎ら
う

等ど
う

を
具
足
し
て
参
る
。

の
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
従
来
頼
朝
が
自
問
自
答
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
き
た
箇
所
を
、
頼
朝
が
そ
ば
に
居
る
従
者
の
誰
に
と
も
な
く
発
し
た
問
い
に
、
従
者

の
一
人
が
「
覚お
ぼ
つ
か束
な
く
候
」
と
答
え
た
、
と
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
信し
な
の濃
の
人
々
」
か
ら
、
再
び
頼
朝
が
口
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
第
一
系
列
で
は
、
橘
本
は
、

【
橘
本
】

う
き
し
ま
か
ハ
ら
に
つ
き
に
け
り
九
郎
御
さ
う
し
は
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
殿
の
ち
ん
に
ま
へ
三
ち
や
う
ハ
か
り
ひ
き
の
き
て
ち
ん
を
と
り
し
ハ
ら
く
い
き
を
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一
三

そ
や
す
め
ら
れ
け
る
す
け
殿
こ
れ
を
ミ
給
ひ
て
こ
ゝ
に
し
ら
は
た
し
ろ
し
る
し
に
て
き
よ
け
な
る
む
し
や
の
五
六
十
き
ハ
か
り
に
て
み
え
た
る
た
れ
な
る

ら
ん
お
ほ
つ
か
な
く
候
し
な
の
ゝ
人
々
ハ
き
そ
に
し
た
か
ひ
て
と
ゝ
ま
り
ぬ
か
い
と
の
ハ
ら
ハ
二
ち
ん
な
り
い
か
な
る
人
そ
ほ
ん
ミ
や
う
し
ち
ミ
や
う
を

た
つ
ね
て
ま
い
れ
と
て
ほ
り
の
い
や
太
郎
つ
か
ひ
に
て
お
な
し
く
い
へ
の
こ
ら
う
た
う
を
く
そ
く
し
て
ま
い
る

で
あ
る
が
、
国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
蔵
十
二
行
木
活
字
本
で
は
、

【
国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
蔵
十
二
行
木
活
字
本
を
底
本
と
し
た
大
系
の
釈
文
】

　

九
郎
御
曹ざ
う

司し

浮う
き
し
ま島
が
原は
ら

に
著つ

き
給
ひ
、
兵
衛　
の

佐
殿
の
陣
の
前ま
へ

三
町
ば
か
り
引ひ
き

退し
り
ぞい
て
、
陣ぢ
ん

を
と
り
、
暫し
ば
らく
息い
き

を
ぞ
休や
す

め
ら
れ
け
る
。
佐
殿
こ
れ
を
御
覧

じ
て
「
爰
に
白し
ら
は
た旗
白
印じ
る
しに
て
清き
よ

げ
な
る
武
者
五
六
十
騎
ば
か
り
見み

え
た
る
は
、誰
な
る
ら
ん
、覚お
ぼ

束つ
か

な
し
。
信し
な

濃の

の
人
々
は
木
曾
に
隨
（
ひ
）
て
止と
ゞ

ま
り
ぬ
。

甲
斐
の
殿
原ば
ら

は
二
陣ぢ
ん

な
り
。
如い

か何
な
る
人
ぞ
。
本
名
實じ
つ

名
を
尋た
づ

ね
て
参ま
い

れ
」
と
て
堀
ほ
り
の

彌や

太
郎
使つ
か

ひ
に
つ
か
は
さ
れ
、
家
の
子
郎
等
數あ
ま
た多
引
具
し
て
参
る
。

で
あ
る
。
第
一
系
列
の
国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
蔵
十
二
行
木
活
字
本
の
書
写
者
は
、
全
体
が
頼
朝
の
詞
と
判
断
し
、
そ
れ
を
前
提
に
丁
寧
語
の
「
候
」
が

あ
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
理
由
で
削
除
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四　

如
意
の
渡
り
の
場
面
と
そ
の
後

本
節
と
次
節
で
は
、
第
一
系
列
本
の
ほ
う
が
第
二
系
列
本
よ
り
も
い
か
に
文
学
的
に
優
れ
て
い
る
か
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
節
で
は
、
義
経
主
従
が
越
中
国
、
庄
川
の
西
岸
、
高
岡
市
伏
木
の
如
意
の
渡
り
の
場
面
に
注
目
し
た
い
。
渡
守
で
あ
る
平
権
守
は
、
自
称
羽
黒
山
伏
の
讃

岐
坊
が
、
山
伏
集
団
の
新
参
者
（
加
賀
の
白
山
か
ら
山
伏
集
団
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
を
扇
で
容
赦
な
く
叩
く
の
を
見
て
、
義
経
に
忠
実
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
弁
慶
な
ら
こ
ん
な
事
を
す
る
は
ず
が
な
い
と
思
っ
た
、
つ
ま
り
芝
居
に
だ
ま
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
叩
か
れ
て
い
る
の
が
義
経
で

あ
る
と
言
い
続
け
る
と
い
つ
ま
で
も
弁
慶
が
叩
き
続
け
る
、
そ
れ
は
か
わ
い
そ
う
で
見
て
い
ら
れ
な
い
か
ら
だ
ま
さ
れ
た
ふ
り
を
し
よ
う
と
思
っ
た
の
か

11
、

船
に
乗
せ
庄
川
の
東
岸
、
新
湊
市
側
（
今
で
言
う
、
射
水
市
側
）
に
渡
す
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
新
湊
市
側
に
渡
す
に
当
た
っ
て
、
船
賃
を
請
求
す
る
。
そ

の
後
の
箇
所
を
含
め
て
、
第
一
系
列
本
を
示
し
た
い
。

【
橘
本
を
釈
文
に
直
し
た
も
の
】
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四

か
ん
ど
り
は
、
前
に
乗
せ
奉
り
て
申
し
け
る
は
、「
さ
ら
ば
、
は
や
、
船
賃
な
し
て
こ
え
給
へ
」
と
言
へ
ば
、「
い
つ
の
な
ら
ひ
に
羽
黒
山
伏
の
船
賃
成
し

け
る
ぞ
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、「
日
頃
取
り
た
る
事
は
な
け
れ
ど
も
、
御
辺
の
あ
ま
り
放
逸
に
お
は
す
れ
ば
、
取
て
渡
さ
む
ず
れ
」
と
て
船
を
押
さ
へ
て
出

だ
さ
ず
。
弁
慶
、「
和
殿
、
か
や
う
に
我
ら
に
当
た
ら
ば
、
出
羽
の
国
へ
一
年
二
年
の
う
ち
に
来
た
ら
ぬ
事
は
よ
も
あ
ら
じ
、
酒
田
の
湊
と
言
ふ
は
、
こ

の
幼
き
人
の
父
、
酒
田
二
郎
殿
の
領
な
り
、
只
今
当
た
り
返
さ
む
ず
る
も
の
を
」
と
ぞ
威
し
け
る
。
さ
れ
ど
も
、
権
守
、「
何
と
も
宣
へ
、
船
賃
取
ら
で

は
え
こ
そ
渡
す
ま
じ
け
れ
」
と
て
支
へ
け
れ
ば
、
弁
慶
、「
い
に
し
へ
、
取
ら
れ
た
る
例
は
な
け
れ
ど
も
、
こ
の
僧
、
僻
事
し
た
る
に
拠
つ
て
取
ら
る
る

ご
ざ
ん
な
れ
。
さ
ら
ば
、
そ
れ
、
賜
び
候
へ
」
と
て
北
の
方
の
着
給
へ
る
、
帷
の
尋
常
な
る
を
脱
が
せ
奉
り
て
、
渡
守
に
ぞ
取
ら
せ
け
る
。
権
守
、
是
を

取
つ
て
申
し
け
る
は
、「
法
に
任
せ
て
取
り
て
は
候
へ
ど
も
、
あ
の
御
坊
の
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
参
ら
せ
む
」
と
て
判
官
に
ぞ
奉
り
け
る
。
武
蔵
坊
、
是

を
見
て
、
片
岡
が
袖
を
引
き
て
、「
を
こ
が
ま
し
や
。
た
だ
我
も
そ
れ
も
同
じ
こ
と
ぞ
」
と
さ
さ
や
き
け
る
。

　

か
く
て
六
動
寺
を
越
え
て
、
奈
呉
の
林
を
さ
し
て
、
歩
み
給
ひ
け
り
。
武
蔵
坊
、
忘
れ
む
と
す
れ
ど
、
忘
ら
れ
ず
。
走
り
寄
り
て
、
判
官
の
御
袂
に
取

り
付
き
奉
り
て
、
声
を
立
て
て
、
泣
く
泣
く
申
し
け
る
は
、「
い
つ
ま
で
君
を
庇
ひ
参
ら
せ
む
と
て
、
現
在
の
主
を
打
ち
奉
る
ぞ
。
冥
顕
の
恐
れ
も
恐
ろ

し
や
。
八
幡
大
菩
薩
も
許
し
、
納
受
し
給
へ
」
と
て
、
さ
し
も
た
け
き
弁
慶
が
泣
き
け
れ
ば
、
侍
ど
も
、
皆
、
袂
を
ぞ
濡
ら
し
け
る
。
判
官
、
泣
く
泣
く
、

「
こ
れ
、
人
の
た
め
な
ら
ず
」
と
て
、
い
と
ど
涙
に
ぞ
咽
び
給
ひ
け
る
。
さ
て
も
か
く
て
日
も
暮
れ
け
れ
ば
、
北
の
方
、「
三
途
川
を
渡
る
に
こ
そ
、
着
た

る
物
を
ば
剝
が
る
る
な
れ
。
少
し
も
違
は
ぬ
風
情
か
な
」
と
て
、
岩
瀬
の
森
に
ぞ
つ
き
給
ふ
。（
六
六
四
～
六
六
七
頁
）

こ
れ
に
対
し
、
第
二
系
列
本
で
は
、

【
田
中
本
を
釈
文
に
直
し
た
新
全
集
】

「
さ
ら
ば
船ふ
な
ち
ん賃
出
だ
し
て
渡
り
候
へ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
弁
慶
、「
何い

つ時
の
習
ひ
に
山
伏
の
関せ
き
ふ
な
ち
ん

船
賃
な
す
事
や
あ
る
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、「
日ひ

頃ご
ろ

取
り
た
る

こ
と
は
な
け
れ
ど
も
、
余
り
に
御
坊
の
腹
悪あ

し
く
渡
り
候
へ
ば
」
と
申
す
。
弁
慶
、「
か
様や
う

に
我
ら
に
当
た
ら
ば
、
出で

羽は

の
国
へ
今こ

年と
し

明
年
に
こ
の
国
の

者
越
え
ぬ
事
は
よ
も
あ
ら
じ
。
坂さ
か

田た

の
渡
り
は
、
こ
の
幼
き
人
の
父
、
坂さ

か

田た
の

次じ

郎ら
う

殿
の
知
行
な
り
。
只た

だ

今い
ま

こ
の
返
礼
す
べ
き
も
の
を
」
と
ぞ
脅
し
け
る
。

余
り
に
言
ひ
立
て
ら
れ
て
渡
し
け
り
。

　

か
く
て
六ろ
く

道だ
う

寺じ

の
渡
り
を
し
て
、
弁
慶
判
官
殿
の
御
袖そ
で

を
控
へ
、「
何い

つ時
ま
で
君
を
庇か
ば

ひ
申
さ
ん
と
て
、
現
在
の
御
主
を
打
ち
奉
り
つ
る
ぞ
。
天
の
恐
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一
五

れ
も
恐
ろ
し
や
。
八は
ち
ま
ん幡
大だ
い

菩ぼ

薩さ
つ

も
許
し
御
納
受
し
給
へ
」
と
て
、
さ
し
も
猛た
け

き
弁べ
ん
け
い慶
、
さ
め
ざ
め
と
泣
き
け
り
。
余よ

の
人
々
も
涙
を
流
し
け
り
。

で
あ
る
。
両
系
列
の
本
文
を
見
比
べ
る
と
、

【
想
定
そ
の
一
】
第
一
系
列
本
が
原
型
。
第
二
系
列
本
は
、
如
意
の
渡
り
の
場
面
で
簡
略
化
、
弁
慶
号
泣
後
の
直
前
の
北
の
方
の
発
言
を
完
全
に
削
除
。

か
、【

想
定
そ
の
二
】
第
二
系
列
本
が
原
型
。
第
一
系
列
本
は
、
如
意
の
渡
り
の
場
面
で
文
言
を
増
幅
、
弁
慶
号
泣
後
に
は
、
北
の
方
の
発
言
を
付
け
加
え
る
。

か
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
辺
り
だ
け
に
注
目
す
る
か
ら
こ
そ
両
方
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
巻
七
の
他
の
箇
所
た
ち
か
ら
、

第
一
系
列
本
の
ほ
う
が
原
型
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
ひ
と
ま
ず
、
想
定
そ
の
一
に
拠
っ
て
、
論
を
進
め
た
い
。

そ
う
す
る
と
、
明
ら
か
に
第
二
系
列
本
の
平
権
守
が
魅
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
平
権
守
は
、
そ
れ
が
山
伏
集
団
で
あ
れ
、
義
経
主
従
で
あ
れ
、
経
済
的
に

弱
者
で
あ
る
こ
と
は
見
抜
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
経
済
的
な
弱
者
か
ら
、
船
賃
を
取
り
立
て
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
山
伏
集
団
の
先
達
で

あ
れ
、
弁
慶
で
あ
れ
、
夜
暗
い
所
で
は
身
長
三
メ
ー
ト
ル
に
も
見
え
て
し
ま
う
男
で
し
か
も
い
か
め
し
い
形
相
を
し
た
も
の
に
威
さ
れ
、
そ
の
後
も
「
あ
ま
り

に
言
ひ
立
て
ら
れ
て
」、
船
賃
を
取
ら
ぬ
ま
ま
新
湊
市
側
に
渡
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
強
き
を
助
け
、
弱
気
を
挫
く
」
の
典
型
で
あ
る
。

第
一
系
列
本
の
平
権
守
は
、
身
長
三
メ
ー
ト
ル
の
い
か
め
し
い
男
の
威
し
に
屈
服
せ
ず
、
船
賃
と
し
て
北
の
方
の
き
れ
い
な
着
物
を
奪
い
取
っ
た
後
、
優
し

い
態
度
で
、扇
で
叩
か
れ
う
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
、村
千
鳥
の
服
の
男
に
返
し
て
あ
げ
る
。
ま
さ
し
く
、「
強
き
を
挫
き
弱
気
を
助
く
」
と
い
う
越
中
人
気
質
（
今

で
言
う
、
富
山
県
民
の
県
民
性
）
の
象
徴
で
あ
る
。

更
に
、
岩
瀬
の
森
の
直
前
、
北
の
方
の
詞
は
、
弁
慶
の
号
泣
に
拠
っ
て
湿
っ
ぽ
く
な
っ
た
、
場
の
空
気
を
換
え
る
た
め
に
放
っ
た
、
優
れ
た
冗
談
で
あ
る
と

思
う
。
北
の
方
も
、
川
を
渡
る
直
前
に
着
物
を
剝
ぎ
取
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
す
ぐ
に
返
し
て
も
ら
っ
た
か
ら
、
三
途
の
川
を
渡
る
者
と
違
う
と
い
う
よ
う
な
事

情
は
、
ど
う
せ
冗
談
だ
か
ら
、
考
慮
し
な
く
て
も
い
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
越
中
を
舞
台
に
す
る
部
分
は
、
第
一
系
列
本
で
な
く
て
は
、
文
学
的
魅
力
が
失
せ
て
し
ま
い
、
又
、
越
中
人
気
質
が
不
当
に
貶
め
ら
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
。
佐
藤
氏
も
、「
人
柄
の
「
こ
ん
の
か
み
」
が
登
場
し
て
、
好
ま
し
い
挿
話
」

12
、「
…
…
、
助
詞
「
て
」
を
く
り
か
え
し
て
、
弁
慶
の
急
激

な
荒
々
し
い
動
作
を
、
躍
動
的
に
え
が
い
て
い
る
」

13
と
、
第
一
系
列
本
の
文
学
的
な
面
白
さ
を
強
調
な
さ
っ
て
お
り
、
私
も
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
と
思
う
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の
で
あ
る
が
、
本
節
で
は
、
や
や
別
の
角
度
か
ら
考
察
し
た
。

五　

愛
発
山
の
場
面

本
節
で
取
り
上
げ
る
、
近
江
か
ら
越
前
へ
向
か
う
場
面
は
、『
義
経
記
』
の
中
で
最
も
文
学
的
に
優
れ
た
箇
所
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
は
、
第
一
系
列
本
を
引
用
し
た
い
。

【
橘
本
を
釈
文
に
直
し
た
も
の
】

　

北
の
方
、「
あ
ら
、
恐
ろ
し
の
山
や
、
こ
れ
を
ば
何
山
と
言
ふ
ら
む
」
と
問
ひ
給
ひ
け
れ
ば
、
判
官
、「
こ
れ
は
、
昔
は
あ
ら
し
い
の
山
と
申
し
け
る
が

当
時
は
あ
ら
ち
の
山
と
申
し
候
ふ
」
と
仰
せ
け
れ
ば
、「
面
白
や
。
昔
は
あ
ら
し
い
の
山
と
言
ひ
け
る
を
、
何
と
て
、
又
、
あ
ら
ち
の
山
と
は
名
付
け
け
む
」

と
宣
へ
ば
、「
こ
の
山
は
余
り
に
岩
石
に
て
候
ふ
程
に
、
東
よ
り
都
に
上
り
、
都
よ
り
東
へ
下
る
者
の
足
を
踏
み
損
じ
て
血
を
流
す
あ
ひ
だ
、
あ
ら
血
山

と
は
申
し
け
る
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
武
蔵
坊
、
こ
れ
を
聞
き
て
、「
あ
は
れ
、
こ
れ
程
跡
が
無
き
こ
と
を
仰
せ
候
ふ
御
こ
と
は
候
は
ず
。
人
の

足
よ
り
血
を
踏
み
た
ら
せ
ば
と
て
あ
ら
血
の
山
と
申
し
候
は
む
に
、
日
本
国
の
岩
石
な
ら
む
山
の
あ
ら
血
の
山
な
ら
ざ
ら
む
所
は
、
よ
も
、
候
は
じ
。
こ

の
山
の
案
内
は
弁
慶
こ
そ
よ
く
知
り
て
候
へ
」
と
申
せ
ば
、
判
官
、「
そ
れ
程
知
り
た
ら
ば
、
知
ら
ぬ
義
経
に
言
は
せ
む
よ
り
も
、
な
ど
疾
く
よ
り
は
申

さ
ざ
り
け
る
ぞ
」。「
弁
慶
、
申
し
候
は
む
と
す
る
と
こ
ろ
を
君
の
さ
い
ぎ
り
て
仰
せ
候
へ
ば
、
い
か
で
弁
慶
申
し
候
ふ
べ
き
。
こ
の
山
を
あ
ら
血
の
山
と

申
す
事
は
、
加
賀
の
国
に
下
白
山
に
女
体
后
の
竜
宮
の
宮
と
て
お
は
し
ま
し
候
ひ
け
る
が
志
賀
の
都
に
し
て
唐
崎
の
明
神
に
見
え
初
め
ら
れ
参
ら
せ
給
ひ

て
、
年
月
を
送
り
給
ひ
け
る
に
、
懐
妊
、
既
に
そ
の
月
近
く
成
り
給
ひ
し
か
ば
、
同
じ
く
は
、
王
子
に
て
も
お
は
し
ま
せ
、
我
が
国
に
て
誕
生
あ
る
べ
し
」

と
て
、加
賀
の
国
へ
下
り
給
ひ
け
る
程
に
、こ
の
山
の
禅
定
に
て
、に
は
か
に
御
腹
の
気
付
き
給
ひ
け
る
を
、明
神
、『
御
産
、近
付
き
た
る
に
こ
そ
』
と
て
、

御
腰
を
抱
き
参
ら
せ
給
ひ
た
り
け
れ
ば
、
御
産
成
り
て
け
り
。
そ
の
時
、
産
の
あ
ら
血
を
こ
ぼ
さ
せ
給
ひ
け
る
に
よ
つ
て
こ
そ
あ
ら
血
の
山
と
は
申
し
候

へ
。
さ
て
こ
そ
、
あ
ら
し
い
の
山
、
あ
ら
血
の
山
の
謂
れ
知
ら
れ
候
へ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
判
官
、「
義
経
は
か
く
こ
そ
知
り
た
れ
」
と
て
笑
ひ
給
ひ
、（
六

一
四
～
六
一
六
頁
）

国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
蔵
十
二
行
木
活
字
本
を
底
本
と
し
た
大
系
の
釈
文
も
、
右
と
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
。
即
ち
、
第
一
系
列
の
内
部
で
の
異
同
は
ほ
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『
義
経
記
』
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の
改
竄
続
貂
―
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経
記
』
巻
七
を
中
心
に
―

一
七

と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、大
系
が
「
判は
う

官ぐ
わ
ん、「
義よ
し
つ
ね経
も
か
く
こ
そ
知し

り
た
れ
」
と
て
笑わ
ら

ひ
給た
ま

ひ
け
り
」
を
「
義
経
も
こ
の
話
を
聞
い
た
の
で
、あ
ら
血
山
の
由
来
を
こ
う
だ
と
知
っ

た
。」
と
注
し
て
い
る
（
頭
注
十
）
の
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

「「
知
る
」　

プ
ラ
ス　

助
動
詞
「
た
り
」」
は
、「
た
り
」
の
職
能
が
存
在
・
継
続
で
あ
る
場
合
は
、「
そ
ん
な
こ
と
、
言
わ
れ
な
く
て
も
、
知
っ
て
い
た
よ
」

と
い
う
意
味
に
な
り
、
文
脈
に
拠
っ
て
は
、
話
題
提
供
者
に
対
し
て
「
俺
が
勝
利
し
た
」
と
い
う
口
吻
を
含
む
こ
と
も
あ
る
。「
た
り
」
の
職
能
が
完
了
で
あ

る
場
合
は
、「
初
耳
だ
。
い
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
気
持
ち
を
伝
え
る
詞
で
あ
り
、
話
題
提
供
者
の
博
学
を
讃
え
、
そ
の
勝
利
を
認

め
る
こ
と
に
成
る
。

そ
し
て
私
は
、
同
じ
場
面
の
義
経
の
詞
「
そ
れ
程
知
り
た
ら
ば
、
知
ら
ぬ
義
経
に
言
は
せ
む
よ
り
も
、
な
ど
疾
く
よ
り
は
申
さ
ざ
り
け
る
ぞ
」（
橘
本
）、「
そ

れ
程ほ
ど

知
り
た
ら
ば
、
知し

ら
ぬ
義よ
し
つ
ね経
に
言い

は
せ
む
よ
り
も
、
な
ど
疾と

く
よ
り
は
申
さ
ぬ
ぞ
」（
国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
蔵
十
二
行
木
活
字
本
を
底
本
と
し
た

大
系
）
の
中
に
、「
知
る　

プ
ラ
ス　

助
動
詞
「
た
り
」」
の
用
例
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
同
様
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。「
そ
れ
程
知
り
た
ら
ば
」

の
「
た
り
」
は
明
ら
か
に
存
在
・
継
続
で
あ
る
。

勿
論
、義
経
は
、弁
慶
に
教
え
ら
れ
る
迄
は
愛
発
山
の
地
名
の
由
来
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、あ
く
ま
で
、冗
談
で
、「
そ
ん
な
こ
と
、言
わ
れ
な
く
て
も
、

知
っ
て
い
た
よ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。「
笑
ふ
」
と
い
う
動
詞
は
、『
義
経
記
』
で
あ
れ
、
他
の
作
品
で
あ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
が
、
こ
の

「
笑
ひ
給
ひ
」
の
「
笑
（
ふ
）」
は
、
自
分
の
発
言
が
冗
談
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
単
語
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

巻
五
で
弁
慶
が
苦
「
笑
ひ
」
を
す
る
場
面
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
時
も
弁
慶
は
、
苦
笑
い
を
し
な
が
ら
冗
談
を
言
っ
て
い
る
。

【
田
中
本
を
底
本
と
し
た
新
全
集
の
釈
文
】

　

武む

蔵さ
し

坊ば
う

一
人
残
り
て
、
判は
う

官ぐ
わ
んの
越
え
給
へ
る
所
を
ば
越
え
ず
、
川
上
へ
一
段た
ん

ば
か
り
上の
ぼ

り
あ
が
り
て
、
岩い
は

角か
ど

に
降ふ

り
積
み
た
る
雪
を
、
長な
ぎ
な
た刀
の
柄え

に
て

打
ち
払
ひ
申
し
け
る
は
、「
こ
れ
程
の
山
川
を
越
え
か
ね
て
、
あ
の
竹
に
取
り
付
き
て
、
か
さ
り
び
し
り
と
し
給
ふ
こ
そ
見
苦
し
け
れ
。
其そ

こ処
退の

き
給
へ
。

こ
の
川
相
違
な
く
跳
ね
越
え
て
見げ

参ざ
ん

に
入
ら
ん
」
と
申
し
け
れ
ば
、判
官
こ
れ
を
聞
き
給
ひ
て
、「
義よ
し
つ
ね経
を
偏へ
ん

執じ
ゆ

す
る
ぞ
。
目
な
や
り
そ
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、

貫つ
ら
ぬ
きの
緒を

の
解
け
た
る
を
、
結
ば
ん
と
て
、
兜か
ぶ
との
錣し
こ
ろを
傾か
た
ぶけ
て
お
は
し
け
る
時
、「
え
い
や
え
い
や
」
と
言
ふ
声
ぞ
聞
こ
え
け
る
。
相
違
な
く
向
か
ひ
の
岸
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に
飛
び
付
き
た
り
け
る
が
、
取
り
付
き
た
る
岩
つ
つ
じ
を
引
き
切
り
て
ぞ
落
ち
入
り
け
る
。
水
は
速は
や

く
、
岩
波
に
叩た
た

き
か
け
た
り
。
た
だ
流
れ
行ゆ

く
。
判

官
こ
れ
を
御
覧
じ
て
、「
あ
は
や
仕
損
ず
る
は
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、熊く
ま

手で

を
取
り
直
し
、川か
は

端ば
た

に
走
り
寄
り
、た
ぎ
り
て
通
る
総あ
げ

角ま
き

に
、ぐ
さ
と
引
つ
掛
け
、「
こ

れ
見
よ
や
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
伊い

勢せ
の

三さ
ぶ

郎ら
う

つ
と
寄
り
て
、
熊
手
の
柄
を
む
ず
と
取
る
。
判
官
差
し
覗の
ぞ

き
て
見
給
へ
ば
、
鎧
よ
ろ
ひ

着
て
人
に
す
ぐ
れ
た
る
大だ
い

の
法
師
を
熊
手
に
か
け
て
、
宙ち
う

に
引
つ
提
げ
た
り
け
れ
ば
、
水
た
ら
た
ら
と
し
て
ぞ
引
き
上
げ
け
る
。
稀け

う有
の
命
生
き
て
御
前ま
へ

に
苦
笑
ひ
し
て
ぞ
出
で
来

け
る
。

　

判
官
こ
れ
を
御
覧
じ
て
、
余
り
の
憎
さ
に
、「
い
か
に
よ
、
口
の
利
き
た
る
に
は
似
ざ
り
け
り
」
と
仰お
ほ

せ
け
れ
ば
、「
過
ち
は
常
の
事
、
孔く

子じ

の
た
は
れ

と
申
す
事
候
は
ず
や
」
と
狂
言
し
て
ぞ
申
し
け
る
。（
二
八
四
～
二
八
五
頁
）

こ
こ
で
弁
慶
の
詞
を
額
面
通
り
に
取
る
と
、
彼
は
自
分
を
孔
子
と
同
じ
だ
と
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
吉
野
周
辺
の
川
を
渡
り
損
ね
て
、
溺
れ
か
か
り
、

危
う
く
伊
勢
三
郎
に
命
を
救
わ
れ
た
く
せ
に
威
張
る
よ
う
な
発
言
は
、
誠
に
鼻
持
ち
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
苦
し
紛
れ
の
冗
談
と
し
て
受
け
止
め
れ
ば
、
そ
う

し
た
気
の
置
け
な
い
義
経
と
義
経
家
臣
団
と
の
関
係
を
伝
え
て
い
て
、
読
者
も
微
笑
ま
し
く
感
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
同
じ
年
の
梅

雨
明
け
の
頃
、
出
羽
国
の
亀
割
山
で
北
の
方
が
出
産
を
す
る
、
そ
の
際
、
妊
婦
の
腰
を
抱
く
と
い
う
産
婆
の
仕
事
を
男
性
が
し
お
お
せ
た
点
で
も
山
の
頂
上
近

く
で
の
出
産
と
い
う
点
で
も
関
連
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
既
に
北
の
方
は
妊
娠
に
気
づ
い
て
お
り
、
夫
の
愛
の
力
で
無
事
出
産
を
終
え
た
逸
話
を
披
露

し
て
く
れ
た
こ
と
は
義
経
も
心
か
ら
嬉
し
く
思
い
、縁
起
良
く
感
じ
た
で
あ
ろ
う
が
、素
直
に
「
い
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
言
っ
て
し
ま
っ

て
は
、
か
え
っ
て
、
他
人
行
儀
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

愛
発
山
の
義
経
も
、
も
し
彼
が
学
者
だ
と
し
た
ら
、
他
の
人
の
論
文
や
学
会
発
表
で
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
恰
も
前
か
ら
知
っ
て
い
た
か
の
よ
う
な
顔
を
す
る
、

学
者
と
し
て
最
も
い
け
な
い
者
だ
と
い
う
こ
と
に
成
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
に
嘘
だ
と
わ
か
る
発
言
で
あ
る
の
で
、
私
は
そ
れ
な
り

に
優
れ
た
冗
談
と
し
て
評
価
し
た
い
。
負
け
惜
し
み
を
言
う
者
は
、
普
通
、
負
け
惜
し
み
だ
と
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
勝
っ
た
者
に
あ
れ
こ
れ
別
の
点
で
難
癖
を

付
け
る
も
の
で
あ
る
。
義
経
は
、
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
に
負
け
惜
し
み
と
分
か
る
形
で
負
け
惜
し
み
を
言
っ
て
い
る
。

こ
の
場
面
、
第
二
系
列
本
で
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

【
田
中
本
を
底
本
と
し
た
新
全
集
】

－ 290 － － 291 －



『
義
経
記
』
巻
七
の
改
竄
続
貂
―
『
義
経
記
』
巻
七
を
中
心
に
―

一
九

　

北
の
御
方
、「
あ
ら
恐
ろ
し
の
山
中
や
、
何い
づ
く処
と
言
ふ
ぞ
」
と
宣の
た
まへ
ば
、「
此こ

こ処
を
ば
愛
発
の
山
中
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
面お
も

白し
ろ

や
、
古
い
に
し
へは
あ
ら
し

の
山
中
と
言
ひ
け
る
ぞ
。
今
は
何
と
て
愛
発
の
山
中
と
は
名
づ
く
ら
ん
」
と
宣
へ
ば
、「
こ
の
山
は
余
り
に
難
所
に
て
、
東あ
づ
まよ
り
都
へ
上の
ぼ

り
、
京
よ
り
東

へ
下
る
者
の
、
足
を
踏
み
じ
て
血
を
流
す
故
に
、
あ
ら
血ち

の
中
山
と
呼
び
替
へ
た
り
」
と
、、
判
官
宣
へ
ば
、
武む

蔵さ
し

坊ば
う

、「
あ
は
れ
君
は
跡
な
き
御
事
を
仰

せ
ら
れ
候
ふ
も
の
か
な
。
人
の
足
よ
り
血
を
垂
ら
し
候
へ
ば
と
て
、
あ
ら
血
の
中
山
と
申
し
候
は
ば
、
日
本
国
の
難
所
ど
も
み
な
あ
ら
血ち

の
中
山
に
て
候

は
ん
や
。
弁べ
ん
け
い慶
こ
そ
よ
く
存
じ
候
へ
」
と
申
し
け
れ
ば
、「
そ
れ
程
知
り
た
ら
ば
、
義よ
し
つ
ね経
に
言
は
せ
ず
し
て
、
な
ど
言
は
ざ
る
ぞ
」
と
宣の
た
まへ
ば
、「
さ
ら
ば

申
し
候
は
ん
」
と
て
、「
こ
の
山
を
あ
ら
血
の
中
山
と
申
す
事
は
、
加か

が賀
の
国
白は
く
さ
ん山
に
女に
よ

体た
い

の
竜り
う

宮ぐ
う

と
て
お
は
し
ま
し
け
る
が
、
志し

が賀
の
都
に
て
、
唐か
ら
さ
き崎

の
明
神
に
見
え
初
め
さ
せ
給
ひ
て
、
十と

月つ
き

を
送
り
給
ふ
程
に
、
懐
妊
あ
り
て
、
す
で
に
そ
の
月
近
く
な
り
し
か
ば
、
お
な
じ
く
は
王
子
に
て
も
姫
宮
に
て

も
お
は
し
ま
せ
、
わ
が
国
に
て
誕
生
あ
る
べ
し
と
て
彼
の
国
へ
下く
だ

り
給
ひ
け
る
を
、
明
神
『
御
産
の
近
づ
き
た
る
に
』
と
て
、
御お
ん

腰こ
し

を
抱い
だ

き
参
ら
せ
た
り

け
れ
ば
、
こ
の
山
に
て
た
や
す
く
御
産
あ
り
け
り
。
そ
の
時
御
産
の
あ
ら
血
を
こ
ぼ
さ
せ
給
ひ
た
る
に
よ
り
て
、
あ
ら
血
の
中
山
と
申
す
な
り
。
さ
て
こ

そ
あ
ら
し
の
山
中
、
あ
ら
血
の
中
山
の
謂い
は

れ
知
ら
れ
候
へ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
判は
う

官ぐ
は
ん「
義
経
も
か
く
と
ぞ
知
り
た
り
」
と
て
笑
ひ
給
ひ
て
、
越ゑ
ち
ぜ
ん前
の
国
へ

入
り
給
ふ
。

両
系
列
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。
こ
の
愛
発
山
の
場
面
に
限
定
し
て
言
え
ば
、新
全
集
の
欠
陥
は
、第
二
系
列
本
を
底
本
に
し
た
こ
と
で
は
な
く
、や
は
り
、「
義

経
も
か
く
と
ぞ
知
り
た
り
」
の
「
か
く
と
ぞ
知
り
た
り
」
を
「
そ
う
い
う
わ
け
な
の
だ
と
初
め
て
知
っ
た
、の
意
。」
と
注
し
て
し
ま
っ
た
（
頭
注
八
）
点
に
あ
る
。

第
二
系
列
の
本
文
で
も
、
第
一
系
列
の
本
文
と
同
様
、
義
経
弁
慶
主
従
の
漫
才
の
よ
う
な
応
酬
が
、
こ
の
場
面
の
面
白
さ
で
あ
る
。
で
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら

か
と
言
え
ば
、
第
一
系
列
本
の
ほ
う
が
激
し
い
応
酬
な
の
で
、
そ
の
分
、
面
白
味
が
勝
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

注　
先
行
論
文
に
つ
い
て
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
「
国
文
学
論
文
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
、「
義
経
記
」「
巻
七
」「
本
文
」
を
検
索
ワ
ー
ド
に
し
て
検
索
、
ヒ
ッ

ト
し
た
も
の
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。
検
索
日
は
、
平
成
二
九
年
二
月
十
九
日
。
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富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

二
〇

１　
『
義
経
記
と
後
期
軍
記
』（
双
文
社
出
版
、
平
成
一
一
年
）
所
収
。

２　

昭
和
四
六
年
。

３　

平
成
一
二
年
。

４　

昭
和
三
四
年
。

５　

古
典
研
究
会
発
行
、
昭
和
四
一
年
。

６　

未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
、
昭
和
三
四
年
。

７　

例
え
ば
、
佐
藤
氏
『
義
経
記
と
後
期
軍
記
』
所
収
「『
義
経
記
』
の
岩
瀬
文
庫
本
」
な
ど
で
、
巻
七
以
外
の
七
つ
の
巻
で
は
第
二
系
列
的
本
文
を
省
略
・
誤
脱
せ
し
め
て
、
第

一
系
列
本
が
成
立
し
た
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
私
自
身
が
八
つ
の
巻
を
読
む
に
つ
け
て
も
、
巻
一
～
巻
六
、
巻
八
で
は
第
二
系
列
本
が
、
巻
七
で
は
第

一
系
列
本
が
古
態
性
が
強
い
と
い
う
の
は
常
々
実
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
心
か
ら
佐
藤
氏
の
結
論
を
支
持
し
た
い
。

８　
『
鏡
花
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
一
七
年
。

９　

佐
藤
氏
『
義
経
記
と
後
期
軍
記
』
所
収
「『
義
経
記
』
の
岩
瀬
文
庫
本
」。

10　

岩
瀬
文
庫
本
の
引
用
は
、
愛
知
県
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
か
ら
取
り
寄
せ
た
「
は
う
官
物
語
」
二
冊
目
の
複
製
（
通
行
本
で
言
う
と
、『
義
経
記
』
巻
三
か
ら
巻
四
ま
で
に
当
た
る
。

但
し
、
岩
瀬
文
庫
本
の
場
合
、
巻
四
の
後
ろ
の
三
分
の
一
程
が
欠
落
）
に
拠
る
。

11　

越
中
の
権
守
に
限
ら
ず
、巻
七
で
義
経
主
従
が
通
っ
た
道
筋
の
人
々
は
、義
経
主
従
だ
と
う
す
う
す
気
付
い
て
、自
分
た
ち
の
地
に
長
期
滞
在
さ
せ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
が
、

か
と
言
っ
て
、
迂
闊
に
捕
縛
し
よ
う
と
し
た
り
殺
害
し
た
り
す
る
と
そ
れ
も
面
倒
だ
と
い
う
心
理
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
平
権
守
も
最
終
的
に
は
通
過
さ
せ
る

心
づ
も
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
最
終
的
に
、
義
経
が
東
に
進
む
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
前
に
あ
ま
り
に
痛
い
目
に
遭
う
の
は
、
か
わ
い
そ
う
だ
と

い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。

12　
『
義
経
記
と
後
期
軍
記
』
七
五
頁
。

13　
『
義
経
記
と
後
期
軍
記
』
八
〇
～
八
一
頁
。

［
付
記
］　

複
製
の
労
を
煩
わ
せ
た
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
御
当
局
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

[

平
成
二
九
年
三
月
二
九
日
提
出]
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