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石
川
五
右
衛
門
を
主
題
と
す
る
演
劇
脚
本
を
収
録
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、

昭
和
初
年
代
に
春
陽
堂
が
刊
行
を
始
め
た
日
本
戯
曲
全
集
の
う
ち
の
一
冊
に

『
石
川
五
右
衛
門
狂
言
集
』（
注
1
）
が
あ
る
。
す
べ
て
四
編
収
め
ら
れ
た
作

品
の
一
つ
は「
木
下
蔭
狭
間
合
戦（
五
幕
）　

―
―
義
太
夫
の
五
右
衛
門
―
―
」

で
あ
る
。
編
纂
者
で
解
説
を
執
筆
し
て
い
る
渥
美
清
太
郎
に
よ
れ
ば
、
し
か

し
収
載
テ
キ
ス
ト
は
「
文
政
七
年
六
月
、
河
原
崎
座
に
上
演
し
た
と
き
の
台

本
」
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
歌
舞
伎
と
し
て
の
上
演
台
本
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
「
木
下
蔭
狭
間
合
戦
」
は
は
や
く
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
二
月
十
一
日
、

道
頓
堀
大
西
芝
居
（
豊
竹
此
吉
座
）
で
初
演
さ
れ
た
全
十
冊
の
浄
瑠
璃
作
品

で
、
作
者
は
若
竹
笛
躬
・
近
松
余
七
・
並
木
千
柳
で
あ
る
。
歌
舞
伎
に
と
り

こ
ま
れ
て
以
来
、
上
演
の
実
際
の
必
要
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
の
も
と
に
書

替
上
演
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
文
政
七
（
一
八
二
四
）
年
ま
で
三
十
五
年
が

経
過
し
て
い
る
。

こ
の
文
政
七
年
六
月
の
歌
舞
伎
台
本
の
構
成
は
、
全
五
幕
で
以
下
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

序
幕　
　

芥
川
の
場

二
幕
目　

矢
矧
の
橋
の
場

三
幕
目　

犀
ヶ
崖
来
作
住
家
の
場

四
幕
目　

壬
生
村
の
場

　
　
　
　

千
本
松
原
の
場

　
　
　

追
跡
、
石
川
五
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
六
回　

若
竹
笛
躬
ほ
か
『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』（
五
幕
）（
文
政
七
本
）
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成
長
、
帰
還
、
そ
し
て
出
自
の
自
覚
と
悪
行
、
此
下
藤
吉
と
の
対
決
と
い
う

ふ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
作
品
の
現
在
に
至
る
ま
で

の
五
右
衛
門
を
時
間
の
順
に
た
ど
っ
て
お
り
、
そ
の
時
点
ま
で
の
五
右
衛
門

の
一
代
記
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
五
右
衛
門
の
物
語
と
し
て

は
捕
縛
と
釜
煎
り
の
部
分
が
描
か
れ
な
い
一
代
記
で
あ
る
。

さ
て
、
序
幕
は
ま
ず
出
生
に
つ
い
て
因
縁
話
を
構
成
し
て
、
の
ち
の
伏
線

と
し
て
い
る
。

雨
の
吹
き
し
ぶ
く
芥
川
の
ほ
と
り
で
、
金
策
に
困
り
果
て
た
壬
生
村
次
左

衛
門
は
、
折
か
ら
の
雷
鳴
に
気
を
失
っ
た
奥
女
中
し
が
ら
み
を
介
抱
す
る
。

し
が
ら
み
は
、「
西
国
方
の
お
館
に
、
宮
仕
へ
の
者
」
で
、「
お
主
の
胤
を
身

に
宿
し
」
た
が
ゆ
え
の
「
奥
様
の
、
恐
ろ
し
い
妬
み
事
」
か
ら
逃
れ
て
、
知

り
合
い
に
身
を
寄
せ
る
道
中
だ
と
事
情
を
語
る
。
親
切
心
か
ら
介
抱
し
た
次

左
衛
門
で
は
あ
っ
た
が
、
懐
中
の
「
金
財
布
」
に
手
が
触
れ
て
、
悪
心
が
兆

す
。
次
左
衛
門
は
、し
が
ら
み
所
持
の
懐
剣
で
彼
女
を
切
り
殺
し
、「
金
財
布
」

と
「
袱
紗
に
包
み
し
系
図
の
巻
き
物
」
を
奪
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
た

か
も
臨
月
を
迎
え
て
い
た
し
が
ら
み
の
「
無
残
や
死
骸
の
疵
口
よ
り
、
生
れ

出
で
た
る
産
声
」
に
驚
い
て
立
ち
も
ど
っ
た
次
左
衛
門
は
、「
し
が
ら
み
の

死
骸
の
疵
口
よ
り
、
赤
児
を
引
き
出
す
」
と
、
せ
め
て
も
の
罪
滅
ぼ
し
と
ば

か
り
、
こ
の
赤
子
の
養
育
を
し
が
ら
み
の
死
骸
に
誓
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
赤
子
こ
そ
長
じ
て
の
ち
に
石
川
五
右
衛
門
と
な
る
の
だ

が
、本
人
は
自
分
の
こ
う
い
う
出
生
の
経
緯
を
知
る
は
ず
も
な
く
、も
と
「
河

内
の
石
川
村
」
の
出
で
、
今
は
「
壬
生
村
」
に
住
ん
で
い
る
次
左
衛
門
を
親

と
し
て
、
放
埓
な
成
長
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
。「
河
内
の
石
川
村
」
に
五

大
詰　
　

志
賀
別
業
の
場

こ
れ
を
も
と
の
浄
瑠
璃
「
木
下
蔭
狭
間
合
戦
」
全
十
段
の
場
割
構
成
と
対

照
し
て
み
る
と
、

一
冊
目　

芥
川

四
冊
目　

矢
矧
橋

五
冊
目　

来
作
内
（
犀
ヶ
谷
の
段
）

九
冊
目　

治
左
衛
門
内

十
冊
目　

足
利
館
門
前

　
　
　
　

足
利
御
殿

を
そ
れ
ぞ
れ
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
な

に
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
こ
の
名
題
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
木
下
藤

吉
郎
と
、
信
長
の
桶
狭
間
の
戦
い
と
い
う
二
点
の
う
ち
、
桶
狭
間
の
戦
い
に

関
連
す
る
話
題
を
切
り
捨
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
な

か
っ
た
章
段
は
、
斎
藤
道
三
・
義
龍
の
父
子
の
闘
争
お
よ
び
軍
師
竹
中
半
兵

衛
（
作
品
で
は
官
兵
衛
）
の
知
略
に
関
わ
る
内
容
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
ら
を
除
く
こ
と
は
全
体
を
石
川
五
右
衛
門
物
と
し
て
整
斉
し
よ
う
と
す

る
意
志
の
表
明
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
『
石
川
五
右
衛
門
狂
言
集
』
に
収
載

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
か
り
に
文
政
七
本
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
、
そ

こ
で
は
ど
ん
な
五
右
衛
門
像
が
描
か
れ
た
の
か
、
以
下
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
（
一
）

文
政
七
本
は
各
場
を
内
容
と
し
て
た
ど
っ
て
み
る
と
、
五
右
衛
門
の
出
生
、
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出
す
」
と
い
う
豪
儀
な
風
を
見
せ
る
。
驚
き
つ
つ
も
訝
る
次
左
衛
門
に
、
五

右
衛
門
は
平
然
と
「
イ
ヤ
モ
、
日
本
国
中
の
金
は
、
み
ん
な
お
れ
が
物
で
ご

ざ
ん
す
わ
い
の
」
と
言
い
放
つ
。

こ
の
不
敵
な
セ
リ
フ
が
意
味
す
る
五
右
衛
門
の
現
在
は
、
手
配
の
人
相
書

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
人
相
書
に
は
お
尋
ね
者
の
風
貌
が
次
の
よ
う

に
描
か
れ
て
い
る
、「
年
の
頃
二
十
二
・
三
、
背
の
高
さ
は
五
尺
六
七
寸
」
で

「
色
白
に
し
て
鼻
筋
通
り
」、「
苦
み
あ
る
面
体
。
右
の
耳
際
に
槍
疵
あ
り
」
と
。

そ
し
て
、
こ
の
風
貌
の
男
こ
そ
「
盗
賊
の
張
本
、
石
川
五
右
衛
門
」
と
次
左

衛
門
に
念
を
押
さ
れ
て
、「
オ
ゝ
、
お
れ
が
事
だ
」
と
五
右
衛
門
は
悪
び
れ

る
こ
と
な
く
応
え
る
。
さ
す
が
に
次
左
衛
門
と
小
冬
は
び
っ
く
り
し
て
、
こ

の
と
き
小
冬
が
手
に
も
っ
た
「
絵
姿
を
取
り
落
」
し
、「
こ
の
絵
姿
、
前
の

釜
の
中
へ
入
り
、
煮
え
る
仕
組
み
」
に
な
っ
て
い
る
。
浄
瑠
璃
が
「
魂
消
る

釜
の
、湯
に
取
落
し
た
る
絵
姿
の
、爛
れ
煎
り
つ
く
大
焦
熱
」
と
語
り
上
げ
て
、

五
右
衛
門
の
末
路
と
し
て
の
釜
煎
り
を
絵
姿
に
代
行
さ
せ
て
先
取
り
す
る
こ

と
に
な
る
。

今
は
石
川
五
右
衛
門
を
名
乗
る
次
左
衛
門
の
息
子
は
、
幼
名
を
友
市
と
い

う
。
次
左
衛
門
が
小
冬
を
島
原
に
身
売
り
さ
せ
る
の
は
、「
十
一
年
後
、
倅

め
が
取
っ
て
走
っ
た
五
十
両
」、
穴
埋
め
に
融
通
を
う
け
た
そ
の
返
済
に
困
っ

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
十
一
年
前
の
出
奔
後
ど
う
し
て
い
た
か
は
、
二
幕
目

矢
矧
の
橋
の
場
に
描
か
れ
る
。

矢
矧
橋
の
た
も
と
に
二
人
の
少
年
が
眠
り
こ
け
て
い
る
。
目
を
覚
ま
し
た
、

見
ず
知
ら
ず
の
二
人
は
、
と
も
に
「
面
白
い
夢
を
見
た
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

見
た
夢
を
語
る
。
ひ
と
り
が
「
な
ん
で
も
日
本
国
の
金
が
、
す
っ
ぽ
ら
ぽ
ん

右
衛
門
を
関
連
づ
け
る
の
は
、
は
や
く
松
本
治
太
夫
正
本
以
来
で
あ
る
。
そ

れ
を
こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
壬
生
村
」
と
結
び
つ
け
た
の
は
、
浄
瑠
璃
「
木
下

蔭
狭
間
合
戦
」
の
初
演
に
あ
た
っ
て
の
「
壬
生
寺
出
開
帳
と
、
壬
生
狂
言
興

行
を
当
て
込
ん
だ
も
の
」
で
、
さ
ら
に
壬
生
狂
言
に
お
け
る
猿
お
よ
び
盗
人

へ
の
連
絡
、
加
え
て
壬
生
狂
言
の
「
餓
鬼
責
」
が
五
右
衛
門
の
釜
茹
で
に

重
な
り
合
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
2
）。
文
政
七
本
に
あ
っ
て
は
、

初
演
時
の
そ
の
凝
っ
た
趣
向
は
五
右
衛
門
の
釜
茹
で
を
連
想
さ
せ
る
部
分
が
、

や
は
り
活
か
さ
れ
て
い
る
。
手
配
の
五
右
衛
門
の
人
相
書
き
が
煮
え
た
ぎ
る

釜
の
中
に
落
ち
て
、
ぐ
ら
ぐ
ら
煮
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
左
衛
門
が
石
川
村
か
ら
壬
生
村
へ
越
し
て
き
た
の
は
何
ゆ
え
か
、
そ
れ

は
不
明
で
あ
る
。「
河
内
の
石
川
村
」
で
は
「
兎
も
角
も
暮
ら
し
た
身
代
」

で
あ
っ
た
の
が
、「
七
八
年
」
前
に
「
こ
の
壬
生
村
へ
ご
ざ
つ
て
か
ら
、
引

続
い
て
の
不
仕
合
せ
」、
す
な
わ
ち
次
左
衛
門
は
盲
目
と
な
り
、
女
房
は
去

年
亡
く
な
っ
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
家
へ
の
五
右
衛
門

の
帰
還
は
、
葛
藤
の
内
実
を
家
族
関
係
に
由
来
す
る
も
の
に
す
る
。「
十
一

年
後
、
倅
め
が
取
っ
て
走
っ
た
五
十
両
」、
融
通
を
う
け
た
そ
の
返
済
の
た

め
に
次
左
衛
門
が
娘
小
冬
を
島
原
へ
身
売
り
さ
せ
る
と
い
う
ち
ょ
う
ど
そ
の

日
に
、
五
右
衛
門
は
「
鼠
衣
に
鼠
の
頭
巾
を
冠
り
て
、
頭
陀
袋
を
首
に
懸
け

て
、鉦
を
敲
き
な
が
ら
」
と
い
う
僧
形
の
扮
装
で
門
口
に
立
つ
。
し
か
も
「
今

日
二
日
」
は
去
年
亡
く
な
っ
た
母
の
祥
月
命
日
と
い
う
念
の
入
り
よ
う
で
、

そ
う
し
た
事
情
を
知
ら
さ
れ
た
上
の
、
妹
小
冬
の
島
原
へ
の
身
売
り
で
あ
る
。

迎
え
に
来
た
廓
の
男
に
む
か
っ
て
、
こ
の
話
し
は
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
と
、

五
右
衛
門
は
「
五
十
両
の
と
こ
ろ
へ
二
百
両
」
の
金
を
「
ぐ
わ
ら
り
と
投
げ

（　 ）3

130



追跡、石川五右衛門　第六回 若竹笛躬ほか『木下蔭狭間合戦』（五幕）（文政七本）

－　　－

似
た
り
、
名
を
日
吉
丸
と
号
け
れ
ど
猿
に
よ
く
似
た
り
と
て
人
み
な
猿
之
助

と
よ
び
習
は
せ
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
さ
き
の
「
猿
之
助
」
と
い
う
名
乗
り

は
こ
れ
に
因
ん
で
い
る
。

『
絵
本
太
閤
記
』
で
は
、
そ
の
猿
之
助
が
「
岡
崎
橋
」（
注
3
）
で
「
尾
州

海
道
郡
の
住
人
蜂
須
賀
小
六
正
勝
」
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
蜂
須
賀
小
六

が
「
或
夜
属
手
数
多
引
具
し
て
岡
崎
橋
を
渡
り
け
る
に
彼
日
吉
丸
此
橋
の
上

に
よ
く
寝
て
前
後
も
し
ら
で
あ
り
け
る
を
小
六
通
り
さ
ま
に
日
吉
丸
が
頭
を

蹴
て
行
き
過
る
」
の
を
、
日
吉
丸
は
黙
っ
て
行
か
せ
は
し
な
か
っ
た
。

日
吉
丸
目
を
覚
ま
し
大
き
に
怒
り
、
汝
な
に
奴
な
れ
ば
無
礼
を
な
す
や
、

我
幼
稚
と
い
へ
ど
も
汝
が
為
に
恥
し
め
を
か
う
む
る
い
は
れ
な
し
、
我

前
へ
来
た
り
礼
を
な
し
て
通
る
べ
し
と
い
ふ
、

蜂
須
賀
小
六
は
そ
の
「
十
二
三
歳
の
小
児
」
に
も
か
か
わ
ら
ぬ
「
幼
き
身

と
し
て
不
敵
の
一
言
」
に
「
感
ず
る
」
あ
ま
り
日
吉
丸
を
取
り
立
て
よ
う
と

し
、日
吉
丸
も
「
行
く
べ
き
方
も
な
く
仕
ゆ
べ
き
主
人
も
な
し
」
と
い
う
の
で
、

両
者
は
い
っ
た
ん
の
主
従
の
関
係
を
も
つ
の
で
あ
る
。

太
閤
伝
説
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
こ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、『
木
下
蔭

狭
間
合
戦
』
は
猿
之
助
と
ペ
ア
に
な
る
人
物
と
し
て
友
市
を
並
べ
る
と
い
う

脚
色
を
ほ
ど
こ
し
た
。
そ
れ
は
物
語
創
作
上
の
加
上
と
で
も
い
う
べ
き
操
作

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
安
永
七
（
一
七
七
八
）
年
四
月
の
『
金
門
五
山
桐
』

で
秀
吉
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
の
五
右
衛
門
が
す
で
に
描
か
れ
た
の
を
う
け
て
、

そ
の
ラ
イ
バ
ル
関
係
を
ず
っ
と
溯
ら
せ
、
社
会
に
出
て
ゆ
く
以
前
の
少
年
時

と
、
お
れ
が
懐
へ
、
入
つ
た
夢
」
を
語
る
と
、
も
う
一
人
は
「
イ
ヤ
、
お
れ

が
夢
と
て
、そ
の
位
な
段
ぢ
や
な
い
。
唐
も
日
本
も
、た
つ
た
一
呑
み
に
し
た
」

と
思
っ
た
ら
目
が
覚
め
た
と
自
慢
す
る
。
そ
こ
へ
犀
ヶ
崖
来
作
が
手
勢
を
引

き
連
れ
通
り
が
か
り
、
誰
何
さ
れ
て
、
二
人
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
名
乗
る
。
一

人
は
「
年
は
十
二
、
名
は
猿
之
助
、
愛
知
郡
中
村
の
者
で
ご
ん
す
」、
も
う

一
人
は
「
河
内
の
石
川
村
、年
は
十
三
、友
市
と
云
ひ
ま
す
る
」
と
。
そ
の
後
、

ふ
た
り
は「
盗
人
の
大
将
」犀
ヶ
崖
来
作
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
矢
矧
の
橋
で
日
吉
丸
が
蜂
須
賀
小
六
と
出
会
う
と

い
う
、
太
閤
伝
説
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
一
件
に
、
い
ま
だ
友
市
と
名
乗
る

五
右
衛
門
を
割
り
込
ま
せ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、た
と
え
ば
『
絵

本
太
閤
記
』
第
一
之
巻
は
、
〈
発
端
〉
〈
日
吉
丸
誕
生
〉
に
つ
づ
い
て
〈
日

吉
丸
見
小
六
〉
と
展
開
す
る
が
、
そ
こ
で
は
日
吉
丸
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
こ
ん
な
ふ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
持
萩
中
納
言
保
簾
卿
」
の
息
女
は
故
あ
っ
て
、尾
張
の
国
の
「
弥
助
昌
吉
」

の
妻
と
な
り
、「
日
吉
権
現
」
に
男
子
出
産
を
祈
願
す
る
。
そ
の
験
が
あ
っ
て
、

や
が
て
「
或
夜
の
夢
に
日
輪
懐
に
入
る
と
見
て
忽
ち
懐
妊
し
、
孕
事
十
三
月
、

時
に
天
文
丙
申
正
月
元
日
寅
の
一
天
男
子
出
生
す
」
る
が
、「
其
と
き
屋
の

上
に
霊
星
現
は
れ
照
す
事
白
日
の
ご
と
し
、
生
長
の
後
難
戦
の
時
に
臨
め
ば

必
ず
こ
の
星
上
に
あ
ら
は
れ
凶
を
転
じ
て
吉
と
な
す
事
常
に
然
り
」
と
い
う

よ
う
に
、
そ
の
懐
妊
、
出
産
は
奇
瑞
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
孕
事

十
三
月
」
に
示
さ
れ
る
と
お
り
常
人
の
出
生
と
は
異
な
る
も
の
で
、
す
で
に

「
此
の
児
生
ま
れ
な
が
ら
に
歯
を
生
じ
」
と
い
う
、
生
ま
れ
つ
い
て
の
異
人

の
誕
生
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、「
其
面
猿
に
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面
の
大
黒
さ
ま
は
、
出
世
す
る
と
云
ふ
事
」
だ
か
ら
信
心
す
る
よ
う
に
猿
之

助
に
諭
す
が
、「
出
世
」と
聞
い
て
、友
市
が「
お
れ
に
く
り
ゃ
れ
、お
れ
が
貰
っ

た
」
と
割
り
込
ん
で
く
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
ま
が
「
そ
の
三
面
の
大
黒

さ
ま
は
、
三
千
人
の
頭
に
立
つ
と
の
御
誓
願
」
と
説
明
を
す
る
と
、
猿
之
助

は
「
た
つ
た
三
千
人
の
頭
に
な
る
の
か
え
」
と
不
満
を
表
わ
し
「
友
市
、
わ

れ
に
遣
る
ぞ
」
と
譲
っ
た
と
こ
ろ
、
い
っ
た
ん
欲
し
が
っ
た
友
市
も
「
例
へ

三
面
に
も
せ
よ
、
高
が
人
の
作
つ
た
物
。
お
れ
も
否
ぢ
や
」
と
押
し
返
す
場

面
が
あ
る
。
ふ
た
り
が
互
い
に
夢
に
見
た
望
み
に
対
し
て
、
三
面
の
大
黒
像

が
利
生
と
す
る
「
三
千
人
の
頭
」
は
ス
ケ
ー
ル
が
小
さ
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
押
し
付
け
合
う
ふ
た
り
に
か
わ
っ
て
、
そ
ま
が
引
き
取
っ
て
「
三
千

世
界
に
又
と
な
い
、
可
愛
い
男
」
と
い
う
婿
願
い
を
託
す
こ
と
に
な
る
。
そ

の
結
果
得
ら
れ
た
婿
が
蓮
葉
与
六
を
名
乗
る
、
じ
つ
は
「
足
利
譜
代
の
忠
臣
、

仁
木
刑
部
左
衛
門
国
安
が
倅
、
同
苗
太
郎
国
定
」
で
あ
る
が
ゆ
え
の
因
縁
物

語
は
後
述
す
る
。

こ
の
三
面
の
大
黒
天
像
も
、
出
世
前
の
出
来
事
と
し
て
太
閤
伝
説
を
彩
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。『
絵
本
太
閤
記
』
は
初
編
第
二
之
巻
に
「
藤
吉
郎
為

趣
尾
州
需
鎧
」
と
題
し
て
、
そ
れ
を
記
し
て
い
る
。
松
下
之
綱
は
「
松
下
」

の
姓
を
与
え
よ
う
と
し
、
ま
た
川
村
治
右
衛
門
の
娘
き
く
と
縁
組
み
さ
せ
る

な
ど
、
藤
吉
郎
の
取
り
込
み
、
家
中
へ
の
引
留
め
を
は
か
る
。「
容
儀
嬋
娟
」

の
き
く
は
、
藤
吉
郎
の
「
か
た
ち
醜
き
を
き
ら
へ
ど
も
」
主
命
に
は
逆
ら
え

ず
、
夫
婦
と
な
っ
た
。
松
下
が
鎧
調
達
の
た
め
に
藤
吉
郎
に
、
故
郷
の
こ
と

と
て
「
尾
州
」
へ
行
く
よ
う
に
命
じ
る
。
そ
の
時
、
き
く
が
「
よ
き
折
と
思

ひ
一
先
離
別
」
を
願
う
の
に
対
し
て
、
藤
吉
郎
も
「
離
縁
」
状
を
渡
し
た
う

に
同
じ
釜
の
飯
を
食
っ
た
猿
之
助
と
友
市
の
二
人
と
い
う
状
況
を
設
定
し
た

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、『
絵
本
太
閤
記
』
第
一
之
巻
は
、
小
六
が
召
し
抱
え
た

ば
か
り
の
猿
之
助
に
さ
っ
そ
く
「
今
宵
奉
公
の
手
初
め
に
然
る
べ
き
豪
富
の

家
へ
手
引
き
し
て
其
方
が
器
量
を
見
す
べ
し
」
と
命
じ
、
首
尾
よ
く
略
奪
に

成
功
し
た
も
の
の
、
目
覚
め
た
家
人
に
猿
之
助
が
追
い
つ
め
ら
れ
、
あ
わ
や

捕
え
ら
れ
る
か
と
い
う
危
機
に
臨
ん
で
「
手
頃
の
石
を
井
の
内
へ
投
込
み
」

窮
地
を
脱
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』

文
政
七
本
で
は
「
花
形
御
寮
と
て
大
美
人
、
春
永
に
恋
慕
れ
ゝ
つ
の
御
駆
け

落
ち
」
と
、
小
田
春
永
の
清
洲
城
を
め
ざ
す
斎
藤
息
女
花
形
姫
を
、
追
手
の

「
斎
藤
の
家
の
子
」
郎
党
か
ら
救
う
猿
之
助
の
機
転
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い

る
。
猿
之
助
は
、
花
形
姫
の
裲
襠
を
脱
が
せ
、「
傍
へ
の
石
を
上
衣
に
包
み
、

川
中
へ
其
ま
ゝ
に
」
投
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
花
形
姫
の
入
水
と
真
に

受
け
た
追
手
の
者
た
ち
が
川
へ
飛
び
込
ん
で
捜
索
す
る
あ
い
だ
に
、
友
市
と

と
も
に
彼
ら
が
脱
ぎ
置
い
た
着
物
を
奪
っ
て
、
猿
之
助
と
友
市
は
手
柄
を
下

げ
て
来
作
の
砦
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
文
政
七
本
に
あ
っ
て
、
猿
之
助
・
友
市
ふ
た
り
は

矢
矧
橋
で
偶
然
出
く
わ
し
、
折
り
重
な
る
よ
う
に
眠
り
こ
け
て
、
さ
き
に

紹
介
し
た
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
将
来
を
暗
示
す
る
夢
見
を
物
語
る
。
そ
し

て
、犀
ヶ
崖
来
作
の
も
と
で
「
常
か
ら
仲
の
悪
い
同
志
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
、

事
ご
と
に
張
り
合
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、猿
之
助
が
「
こ
ん
な
者
を
拾
う
て
来
ま
し
た
」
と
言
っ
て
「
三

面
の
大
黒
」
像
を
取
り
出
す
。
来
作
の
娘
そ
ま
は
、
そ
れ
を
見
て
「
こ
の
三
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る
一
方
、「
頗
る
考
証
に
資
す
べ
き
も
の
あ
り
」
と
も
評
さ
れ
て
、
栗
原
柳

庵
は
「
広
く
諸
書
と
参
訂
し
」
て
「
重
修
真
書
太
閤
記
」（
注4

）
の
一
書
を

な
し
た
。
そ
の
初
編
巻
之
六
に
「
藤
吉
郎
氏
を
木
下
と
改
む
る
事
、
竝
之
綱

藤
吉
郎
に
婦
を
嫁
す
る
事
」
と
あ
る
の
に
続
い
て
、
巻
之
七
は
「
藤
吉
郎
大

黒
天
の
像
を
砕
き
大
志
を
顕
は
す
事
」
を
述
べ
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
、「
藤

吉
郎
今
年
二
十
二
歳
」
の
「
八
月
下
旬
藤
吉
郎
松
下
の
代
参
と
し
て
秋
葉
山

へ
登
り
け
る
に
下
向
の
路
地
に
し
て
三
面
大
黒
天
の
像
を
得
た
り
」
と
あ

り
、「
大
黒
天
は
福
神
な
り
是
を
信
ず
る
も
の
は
千
人
の
司
と
な
る
と
云
へ

り
三
面
な
れ
ば
三
千
人
の
頭
と
な
る
べ
き
瑞
相
」
と
説
明
さ
れ
る
（
巻
之
六
）。

そ
し
て
、
そ
れ
は
「
永
禄
元
年
」（
一
五
五
八
年
）
の
前
年
の
こ
と
で
、
こ

の
「
三
面
大
黒
天
の
像
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
続
け
て
、
藤
吉
郎
の
「
菊
と
云

ふ
十
七
歳
松
下
家
人
川
村
次
郎
右
衛
門
と
云
ふ
も
の
ゝ
娘
」
と
の
縁
組
が
述

べ
ら
れ
る
。
夫
婦
仲
は
『
絵
本
太
閤
記
』
も
記
す
と
お
り
で
、
菊
は
鎧
調
達

の
た
め
の
藤
吉
郎
の
尾
張
出
張
を
奇
貨
と
し
て
暗
に
離
縁
を
求
め
る
。
藤
吉

郎
は
「
三
面
大
黒
天
」
を
菊
が
「
手
に
だ
に
取
ら
ず
」
い
る
の
に
対
し
て
「
あ

ざ
笑
ひ
」
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
る
。

我
こ
ゝ
ろ
ざ
す
處
今
汝
に
知
ら
し
め
ん
、
三
面
の
大
黒
天
を
祈
り
三
千

人
の
頭
と
な
る
を
楽
む
我
に
あ
ら
ず
、
大
丈
夫
の
一
心
い
か
で
大
黒
の

力
を
仮
る
べ
き
、
三
千
人
は
云
ふ
に
足
ら
ず
四
海
の
人
の
頭
と
な
る
べ

き
所
存
な
り
、
此
像
は
土
を
以
て
製
し
た
る
物
な
り
、
実
に
心
中
の
占

と
な
さ
ん
、
能
く
見
よ
と
云
ふ
ま
ゝ
に
彼
大
黒
天
を
石
の
上
に
居
ゑ
て

大
な
る
鉄
槌
を
も
つ
て
打
ち
け
れ
ば
微
塵
に
砕
け
て
散
乱
せ
り
、
藤
吉

え
に
「
別
れ
の
験
」
と
し
て
取
り
出
し
た
の
が
、「
三
面
の
大
黒
天
」
像
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
先
年
秋
葉
権
現
の
神
前
」
で
拾
っ
た
も
の
だ
が
、「
抑
々

此
尊
像
は
弘
法
大
師
の
御
作
に
て
是
を
信
仰
せ
る
者
は
必
ず
三
千
人
の
司
と

成
る
よ
し
」
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
妻
き
く
は
女
の
身
に
そ
れ
は
不
要
で
、

む
し
ろ
「
和
主
信
心
し
て
立
身
を
も
祈
給
ふ
べ
し
」
と
勧
め
る
。
と
こ
ろ

が
、
藤
吉
郎
は
「
我
望
み
は
か
か
る
小
さ
き
事
に
あ
ら
ず
、
是
を
所
持
し
て

更
に
用
な
し
」
と
、傍
ら
の
石
め
が
け
て
こ
の
尊
像
を
投
げ
つ
け
る
。
す
る
と
、

そ
れ
は
ま
る
で
「
一
塊
の
灰
を
投
げ
た
る
ご
と
く
微
塵
に
な
っ
て
飛
び
散
た

り
」、
そ
れ
を
も
っ
て
「
此
人
天
下
を
掌
握
す
べ
き
祥
瑞
な
り
と
後
に
ぞ
お

も
ひ
合
は
せ
た
り
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
『
絵
本
太
閤
記
』
と
い
う
書
物
の
性
格
の
あ
る
一
面
が
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
真
書
太
閤
記
』
の
叙
述
に
比
べ
る
と
、
あ
る
種
の

簡
略
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
き
の
叙
述
を
例
に
と
れ
ば
、「
三
面
の

大
黒
天
」像
を
ど
の
よ
う
に
手
に
入
れ
た
か
、ま
た「
微
塵
に
な
っ
て
飛
び
散
」

る
こ
と
が
ど
う
し
て「
此
人
天
下
を
掌
握
す
べ
き
祥
瑞
」と
言
え
る
の
か
、『
絵

本
太
閤
記
』
は
説
明
し
て
い
な
い
。
あ
た
か
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
す
で
に
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
、と
言
わ
ぬ
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、『
絵
本
太
閤
記
』

の
作
者
が
先
行
の
作
品
に
照
ら
し
て
叙
述
を
す
す
め
た
、
と
言
っ
て
も
い
い

か
も
し
れ
な
い
。『
絵
本
太
閤
記
』
は
七
編
八
十
四
巻
の
大
部
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
『
真
書
太
閤
記
』
の
十
二
編
三
百
六
十
巻
の
長
大
さ
に
比
べ
る
と
、

抄
録
の
感
は
否
め
な
い
。

『
真
書
太
閤
記
』は「
多
く
尾
濃
の
間
野
老
傖
夫
の
口
碑
に
拠
り
た
る
所
多
」

く
「
間
亦
荒
唐
不
稽
の
談
多
く
事
実
を
誤
ま
る
も
の
も
少
か
ら
ず
」
と
さ
れ
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と
と
し
て
、
与
六
の
口
か
ら
明
か
さ
れ
る
。

足
利
の
義
種
公
、
同
じ
く
義
晴
公
、
御
仲
不
和
と
な
ら
せ
給
ひ
、
義
種

公
は
淡
路
へ
蟄
居
の
砌
、
雌
龍
雄
龍
と
云
へ
る
二
振
の
剣
、
我
が
父
刑

部
密
か
に
預
か
り
奉
る
。
然
る
と
こ
ろ
、
三
好
長
慶
が
計
ら
ひ
に
て　

剣
を
渡
せ
と
数
度
の
催
促
。
承
引
な
き
を
憤
り
、
数
百
人
に
て
館
を
囲

み
、
切
つ
て
入
る
非
常
の
切
尖
。
屈
せ
ぬ
達
人
、
難
な
く
そ
の
場
は
切

り
抜
け
し
が
、
無
念
や
雌
龍
の
剣
を
奪
ひ
取
ら
れ
し
武
名
の
恥
辱
。
日

数
を
経
る
と
も
取
返
し
、
雌
雄
を
揃
へ
立
帰
ら
ん
と
、
一
通
を
書
き
残

し
、
身
退
く
某
。

さ
き
に
記
し
た
と
お
り
、
こ
の
与
六
こ
そ
じ
つ
は
「
足
利
譜
代
の
忠
臣
、

仁
木
刑
部
左
衛
門
国
安
が
倅
、同
苗
太
郎
国
定
」
で
あ
る
。
与
六
は
こ
の
「
雌

龍
の
剣
」
探
索
の
た
め
に
、「
忍
び
の
術
に
妙
あ
り
」
と
い
う
来
作
の
高
名

を
聞
き
、「
忍
術
」
伝
授
を
受
け
る
べ
く
「
入
り
婿
」
の
介
添
え
を
口
実
と

し
て
来
作
を
訪
ね
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
の
お
そ
ま
が
「
三
面
の

大
黒
天
」
の
利
生
と
ば
か
り
、
与
六
の
方
に
「
三
千
世
界
に
又
と
な
い
、
可

愛
い
男
」
を
見
て
、
縁
組
成
立
と
な
る
。
そ
こ
で
、
与
六
は
来
作
に
問
わ
れ

る
ま
ま
に
、
素
性
を
明
か
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
傍
で
こ
れ
を
聞
い
て
い
た
友
市
と
猿
之
助
は
口
々
に
、
長
慶

の
と
こ
ろ
か
ら
雌
龍
の
剣
を
「
盗
ん
で
来
る
事
」
を
ぜ
ひ
自
分
に
「
云
ひ
つ

け
て
」
ほ
し
い
と
訴
え
、
来
作
が
「
両
人
に
云
ひ
つ
け
て
や
る
」
と
、
ふ
た

り
は
先
を
争
っ
て
駆
け
出
し
て
行
く
。「
道
の
丸
木
橋
」
の
上
で
小
競
り
合

郎
莞
爾
と
笑
ひ
一
面
一
千
人
の
司
と
な
る
と
云
へ
り
、
今
斯
微
塵
に
砕

き
し
一
つ
を
以
て
一
千
人
づ
ゝ
の
頭
た
る
べ
し
、
汝
ひ
ろ
ひ
取
り
か
ぞ

へ
見
よ
、
凡
日
本
六
十
余
州
の
人
数
は
猶
不
足
な
ら
ん
、
是
こ
そ
我
望

む
と
こ
ろ
な
れ
（
原
文
に
読
点
を
補
っ
た
。
│
引
用
者
注
）

「
微
塵
に
砕
」
け
た
一
つ
一
つ
が
「
一
千
人
づ
ゝ
の
頭
」
を
意
味
す
る
と

し
た
ら
、
と
い
う
藤
吉
郎
の
言
葉
は
、
妻
に
向
け
ら
れ
る
形
で
読
者
に
対
す

る
説
明
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
藤
吉
郎
を
嫌
っ

て
離
縁
を
望
ん
だ
妻
が
、
後
年
、「
浜
名
の
土
民
の
妻
」
と
な
っ
て
生
活
し

た
と
い
う
後
日
譚
を
記
す
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
「
覆
水
盆
に
返
ら
ず
」
で

知
ら
れ
る
太
公
望
伝
説
を
な
ぞ
っ
た
太
閤
伝
説
と
な
っ
て
も
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
文
政
七
本
で
友
市
が
や
っ
ぱ
り
要
ら
な
い
と
言
う
と
き
の
「
高

が
人
の
作
っ
た
も
の
」
と
い
う
落
ち
着
き
の
悪
い
セ
リ
フ
が
、『
真
書
太
閤
記
』

の
「
此
像
は
土
を
以
て
製
し
た
る
物
な
り
」
と
の
藤
吉
郎
の
言
葉
を
利
用
し

た
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
そ
の
落
ち
着
き
の
悪
さ
も
理
解
さ
れ
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
二
）

こ
う
し
て
秀
吉
・
五
右
衛
門
の
十
二
・
三
歳
こ
ろ
か
ら
の
ラ
イ
バ
ル
関
係

を
構
想
し
た
『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
に
あ
っ
て
、
ふ
た
り
の
対
立
・
葛
藤
の

基
軸
は
、
将
軍
足
利
義
輝
と
、
管
領
職
を
と
っ
て
か
わ
っ
た
三
好
長
慶
と
の

間
の
緊
張
と
抗
争
関
係
に
由
来
す
る
。
そ
の
い
わ
れ
は
オ
フ
ス
テ
ー
ジ
の
こ
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で
討
た
れ
谷
底
に
突
き
落
と
さ
れ
た
と
わ
か
れ
ば
、「
雄
は
即
ち
こ
の
谷
底
」

に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
手
に
入
っ
た
も
同
然
、「
こ
れ
も
偏
へ
に
舅
ど

の
、
御
恩
を
戴
く
心
」
で
名
を
「
蓮
葉
与
六
と
改
め
て
尽
未
来
ま
で
変
ら
ぬ

夫
婦
」
を
誓
っ
て
、
来
作
に
報
い
る
。

こ
の
内
容
は
す
で
に
駆
け
出
し
て
い
っ
た
友
市
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
こ
と

だ
が
、
競
り
合
っ
て
丸
木
橋
を
滑
っ
て
谷
底
へ
落
ち
た
猿
之
助
に
は
僥
倖
で

あ
っ
た
。
こ
の
三
幕
目
幕
切
れ
、「
盗
賊
ど
も
」
の
「
来
作
と
云
ふ
張
本
」

を
捕
え
る
た
め
に
「
捕
り
手
大
勢
」
が
こ
の
山
砦
に
押
し
寄
せ
て
く
る
。
与

六
が
力
戦
し
て
「
捕
り
手
の
人
数
を
門
口
の
外
の
丸
木
橋
の
上
に
追
ひ
出
」

し
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど
猿
之
助
が
谷
底
か
ら
「
上
が
り
な
が
ら
、
丸
木
橋
を

切
り
落
と
す
」
結
果
、
彼
ら
は
難
を
逃
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
谷
底
か

ら
上
が
っ
て
き
た
猿
之
助
は
「
雄
龍
の
剣
の
袋
入
り
を
腰
に
差
し
」
て
い
た

の
で
あ
る
。与
六
の
眼
が
そ
れ
を
見
逃
す
は
ず
は
な
い
。無
言
の
ま
ま
、「
皆
々

見
得
よ
く
、
山
颪
し
、
カ
ケ
リ
に
て
、
よ
ろ
し
く
」
幕
と
な
る
。

さ
き
に
示
し
た
与
六
が
語
っ
た
二
振
り
の
刀
剣
と
将
軍
職
の
襲
位
を
め
ぐ

る
物
語
は
、
実
際
の
政
治
情
勢
を
ふ
ま
え
て
脚
色
さ
れ
て
い
る
の
で
、
史
的

な
整
理
を
し
て
お
き
た
い
。
年
号
日
付
は『
足
利
家
官
位
記
』（
注
5
）に
よ
る
。

「
義
種
」
と
記
さ
れ
る
の
は
、
足
利
将
軍
家
第
十
代
の
義
稙
（
初
名
は
義

材
の
ち
義
尹
、
諡
号
恵
林
院
殿
）
の
こ
と
で
、
延
徳
二
（
一
四
九
〇
）
年

十
一
月
に
征
夷
大
将
軍
に
就
い
た
義
材
だ
が
、
将
軍
職
の
地
位
は
安
定
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
明
応
の
政
変
（
明
応
二
年
、
一
四
九
三
）

で
越
前
へ
逃
亡
、
再
起
を
期
し
て
比
叡
山
東
坂
本
ま
で
軍
を
進
め
る
も
敗
退
、

今
度
は
大
内
義
興
を
た
よ
っ
て
周
防
国
ま
で
落
ち
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
結

い
を
演
じ
て
、
猿
之
助
は
「
足
踏
み
は
ず
し
谷
底
」
へ
落
ち
る
。
友
市
は
、

そ
れ
を
見
て
「
よ
い
気
味
し
よ
」
と
「
足
を
早
め
て
」
行
く
の
だ
が
、
谷
底

へ
落
ち
た
猿
之
助
の
幸
運
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
。

ふ
た
り
が
飛
び
出
し
て
い
っ
た
後
、来
作
は
箱
を
取
り
出
し
、与
六
に
「
そ

の
中
で
、こ
な
た
の
差
し
料
、気
に
入
っ
た
を
聟
引
出
に
」
と
刀
を
選
ば
せ
る
。

与
六
は
、
中
に
「
目
貫
鮫
鞘
柄
頭
、
鍔
は
元
よ
り
覚
え
の
信
晴
、
父
の
刑
部

が
秘
蔵
の
一
腰
」
を
見
つ
け
て
、
さ
あ
ら
ぬ
態
に
そ
れ
を
選
ん
で
褒
め
る
と
、

来
作
が
入
手
の
経
緯
を
物
語
る
。「
三
年
以
前
霜
月
下
旬
」
雪
の
夜
陰
に
乗

じ
て
「
こ
の
刀
を
帯
せ
し
旅
人
を
」「
オ
ゝ
サ
、
身
が
手
に
掛
け
て
討
ち
放

し
た
」
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
親
の
敵
」
が
現
在
女
房
の
舅
と
判

明
、
逆
に
来
作
か
ら
言
え
ば
娘
に
と
っ
た
婿
の
「
親
の
敵
」
が
自
分
と
い
う

こ
と
で
、
そ
こ
に
親
と
し
て
の
「
思
ひ
入
れ
」
が
あ
る
。
来
作
は
「
勝
負
と

名
を
名
乗
れ
」
と
果
し
合
い
を
演
じ
な
が
ら
も
、「
打
ち
合
ふ
白
刃
の
音
に

驚
ろ
」
き
、ふ
た
り
が
中
へ
「
あ
は
て
ふ
た
め
き
分
け
入
」
る
お
そ
ま
が
、「
只

一
討
ち
と
来
作
が
、
振
り
上
ぐ
る
刀
の
柄
、
取
り
つ
い
」
た
そ
の
「
娘
の
手

を
持
ち
添
へ
左
の
脇
腹
、
我
が
手
に
突
ッ
込
」
ん
で
、
娘
に
婿
の
「
親
の
敵
」

を
討
た
せ
る
の
で
あ
る
。
来
作
は
自
分
が
も
と
「
甲
州
武
田
に
仕
へ
た
る
、

加
藤
清
澄
と
云
ひ
し
者
」
で
「
忍
術
に
妙
得
」
を
示
し
「
と
び
加
藤
と
も
蓮

葉
と
も
」
異
名
を
得
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
「
忍
術
の
一
巻
」
は
ど
う
や
ら

「
二
人
の
童
め
」
が
掠
め
て
い
っ
た
よ
う
だ
が
、「
三
好
が
館
へ
遣
は
せ
」
た

の
だ
か
ら
、「
雌
龍
の
剣
を
奪
ひ
返
し
、
盗
ん
だ
一
巻
取
返
し
て
、
聟
ど
の
の
、

家
の
秘
蔵
に
致
さ
れ
よ
」
と
遺
言
す
る
。
聞
い
て
与
六
は
「
舅
ど
の
の
義
心
」

に
感
謝
し
、「
忍
術
の
一
巻
」
に
加
え
、
雄
龍
の
剣
を
所
持
し
た
父
が
こ
こ
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を
差
し
出
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

文
政
七
本
は
、
こ
れ
を
伝
授
さ
れ
た
義
澄
に
ふ
れ
ず
に
、
義
晴
の
名
を
挙

げ
て
い
る
。
義
晴
と
は
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
三
月
生
ま
れ
で
、
半
年
も

せ
ぬ
う
ち
に
父
と
死
別
す
る
こ
と
に
な
る
、
義
澄
の
子
で
あ
る
。
そ
し
て
、

大
永
元
年
（
一
五
二
一
）
十
二
月
二
十
四
日
元
服
、
二
度
目
の
将
軍
職
に
就

い
て
い
た
義
稙
が
「
罷
征
夷
大
将
軍
」
の
あ
と
を
襲
っ
て
、
十
一
歳
で
征
夷

大
将
軍
に
就
く
。
こ
う
い
う
経
緯
を
文
政
七
本
は
「
御
中
不
和
」
と
表
現
し

た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
作
品
の
現
在
は
、
義
晴
が
天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）

十
二
月
二
十
日
に
征
夷
大
将
軍
を
息
子
の
義
藤
に
譲
っ
た
後
の
時
点
に
な
っ

て
い
る
。

す
な
わ
ち
義
藤
は
征
夷
大
将
軍
就
職
の
後
、
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）

二
月
十
二
日
に
義
藤
を
義
輝
に
改
め
て
い
る
。
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
作
品
は

義
輝
当
代
の
物
語
で
あ
る
。

足
利
家
重
代
の
家
宝
の
刀
剣
に
つ
い
て
、
羽
皐
隠
史
『
詳
註
刀
剣
名
物
帳
：

附
・
名
物
刀
剣
押
形
』（
注
7
）
に
は
「（
徳
川
―
引
用
者
注
）
八
代
将
軍
の

享
保
四
年
己
亥
霜
月
本
阿
弥
家
よ
り
光
徳
以
来
の
控
帳
に
よ
り
て
上
下
二
冊

に
綴
り
久
世
大
和
の
守
を
経
て
奉
り
し
も
の
」
と
い
う
「
刀
剣
名
物
帳
」
の

引
用
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
足
利
家
重
代
の
家
宝
と
す
る

刀
剣
は
す
べ
て
三
振
り
あ
っ
て
、そ
れ
ぞ
れ「
鬼
丸
国
綱
」「
二
つ
銘
則
宗
」「
大

傳
多
三
池
」
の
銘
を
も
つ
が
、
う
ち
「
二
つ
銘
則
宗
」
に
つ
い
て
の
記
述
を

見
て
み
よ
う
。

京
都
将
軍
家
御
重
代
尊
氏
公
よ
り
十
三
代
義
輝
公
へ
傳
り
鬼
丸
、
大
傳

果
、明
応
十
年
（
一
五
〇
一
）
征
夷
大
将
軍
を
辞
す
る
。
三
十
六
歳
で
あ
っ
た
。

そ
の
と
き
義
尹
と
改
名
。
雌
伏
の
数
年
を
過
ご
し
て
、
大
内
義
興
の
後
ろ
盾

を
う
け
て
、
永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
帰
洛
を
果
た
す
と
、
七
月
一
日
に
再

び
征
夷
大
将
軍
の
地
位
に
就
く
。
永
正
十
年
（
一
五
一
三
）
名
を
義
稙
と
改

め
る
も
、
し
か
し
、
同
十
八
年
（
一
五
二
一
）
三
月
に
淡
路
へ
下
り
、
八
月

大
永
改
元
の
同
年
十
二
月
二
十
五
日
に
は
ふ
た
た
び
「
罷
征
夷
大
将
軍
」
の

羽
目
に
陥
り
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
四
月
九
日
阿
波
の
撫
養
の
地
で
生

涯
を
終
え
る
。
五
十
八
歳
で
あ
っ
た
。

明
応
の
政
変
に
際
し
て
、
堀
越
公
方
政
知
の
子
の
義
遐
は
、
明
応
二
年
四

月
二
十
八
日
従
五
位
下
に
任
ぜ
ら
れ
十
五
歳
で
陣
宣
下
を
お
こ
な
い
、
同
六

月
六
日
に
は
名
を
義
高
と
改
め
、
義
稙
と
対
立
す
る
管
領
細
川
正
元
に
擁
立

さ
れ
て
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
十
一
月
二
十
七
日
征
夷
大
将
軍
と
な
る
。

文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
七
月
に
は
義
澄
を
名
乗
る
。
し
か
し
、
細
川
氏
の

内
紛
と
義
稙
の
上
洛
に
よ
り
、
永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
四
月
十
六
日
都
を

「
出
奔
」、
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
八
月
十
四
日
「
江
州
岳
山
」
に
三
十
二

歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
義
稙
と
義
澄
と
の
あ
い
だ
に
足
利
家
重
代
の
家
宝
の
伝
授

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
明
応
二
年
五
月
六
日
の
日
付
で
「
義
材
、
伝
家
の
鎧

刀
を
足
利
義
遐
に
授
く
」（
注
6
）
と
あ
り
、『
蔭
涼
軒
日
録
』
に
「
五
月
六

日
、
御
小
袖
并
二
銘
等
暮
夜
一
色
式
部
少
輔
殿
爲
御
使
者
、
持
以
見
謁
當
相

府
」
と
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
明
応
の
政
変
で
、
も
と
管
領
畠
山

政
長
と
正
覚
寺
に
こ
も
っ
た
義
材
が
、
一
色
式
部
少
輔
を
使
者
と
し
て
、
足

利
家
伝
来
の
甲
冑
「
小
袖
」
と
「
二
銘
」
す
な
わ
ち
「
二
つ
銘
則
宗
」
の
剣

（　 ）9
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将
軍
職
の
有
名
無
実
化
を
露
呈
し
た
。
室
町
期
に
こ
れ
ま
で
「
朝
廷
を
代
表

す
る
天
皇
と
幕
府
を
代
表
す
る
将
軍
の
合
意
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
」

（
注
9
）
改
元
の
行
事
が
、
こ
の
と
き
、
義
輝
で
は
な
く
三
好
長
慶
を
幕
府

を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。『
永
禄
記
』
は
、
冒
頭
、

「
光
源
院
殿
」
す
な
わ
ち
十
三
代
将
軍
義
輝
の
「
御
自
害
」
か
ら
始
め
ら
れ
る
。

抑
光
源
院
殿
御
自
害
。
同
御
舎
弟
鹿
苑
寺
。
及
其
外
諸
侯
討
死
の
事
。

其
濫
觴
は
細
川
右
京
大
夫
晴
元
被
官
三
好
筑
前
守
長
慶
。
是
管
領
の
権

威
を
請
て
。
五
畿
内
其
覚
あ
り
。
誇
て
累
代
主
従
の
義
を
忘
れ
。
既
右

京
兆
に
敵
を
な
し
て
晴
元
殿
股
肱
（
羽
）
翼
と
存
ず
る
臣
。
肩
を
な
ら

ぶ
る
朋
輩
た
り
と
い
へ
ど
も
。
摂
州
江
口
に
お
ゐ
て
天
文
年
中
に
悉
討

果
す
。
依
て
細
川
家
没
落
。
絶
言
語
者
也
。
弥
驕
を
窮
め
。
万
松
院
殿
。

朝
倉
を
御
相
伴
衆
に
被
召
加
。
其
例
証
を
尋
て
御
供
衆
を
望
。
其
以
後

三
好
長
慶
御
相
伴
衆
に
進
て
。
松
永
弾
正
少
弼
久
秀
御
供
衆
に
被
准
之
。

重
々
恣
之
義
也
。
忝
も
直
参
し
て
猶
も
つ
て
可
致
馳
走
の
処
に
。
還
て

公
儀
違
背
せ
し
む
る
の
み
な
り
。

管
領
細
川
晴
元
の
被
官
で
あ
っ
た
三
好
長
慶
が
「
御
供
衆
」
か
ら
「
御
相

伴
衆
」
へ
昇
進
し
て
、
将
軍
直
参
の
権
力
者
と
な
っ
て
い
く
下
剋
上
的
な
過

程
を
苦
々
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
義
輝
の
「
自
害
」
は
一
五
六
五
年
「
永
禄

八
年
五
月
十
九
日
」
の
こ
と
で
、
三
好
長
慶
は
そ
の
前
年
永
禄
七
年
七
月
四

日
に
居
城
と
し
て
い
た
河
内
飯
盛
山
城
で
死
去
し
て
い
る
の
で
、
義
輝
討
伐

に
は
関
わ
り
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
死
は
永
禄
九
年
六
月
ま
で
伏
せ
ら
れ

多
同
時
に
義
輝
公
よ
り
秀
吉
公
へ
進
せ
ら
る
早
速
愛
宕
山
へ
御
納
候
。

ほ
か
の
二
振
り
に
つ
い
て
の
記
述
を
参
照
し
て
、
羽
皐
隠
史
は
「
義
輝
公

は
義
昭
公
の
誤
り
な
り
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
最
後
の
将
軍
義
昭
の
前
に

そ
れ
ら
の
刀
剣
を
所
持
し
た
の
が
、
半
年
ば
か
り
の
十
四
代
将
軍
義
栄
で
は

な
く
、
義
輝
で
あ
っ
た
こ
と
も
同
様
に
推
認
で
き
る
。

家
督
相
続
に
お
け
る
伝
家
の
重
宝
と
し
て
の
刀
剣
、
そ
し
て
笛
や
系
図
の

巻
物
な
ど
は
、
そ
の
紛
失
と
探
索
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
よ
っ
て
江
戸

期
の
物
語
に
常
套
的
な
小
道
具
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
も
、
刀
剣
は
雌
龍
雄

龍
の
二
振
り
の
太
刀
と
し
て
、
そ
の
入
手
が
直
接
的
に
は
藤
吉
郎
と
五
右
衛

門
の
あ
い
だ
で
競
わ
れ
る
。
そ
れ
は
将
軍
家
と
、
さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
将

軍
職
の
地
位
を
在
京
す
ら
か
な
わ
ぬ
く
ら
い
に
不
安
定
な
も
の
に
さ
せ
る
ほ

ど
勢
力
の
伸
長
を
見
せ
た
管
領
細
川
晴
元
、
ま
た
そ
の
被
官
と
し
て
結
局
、

細
川
氏
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
畿
内
に
威
令
を
ふ
る
っ
た
三
好
長
慶
と
の
対
立

を
代
理
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
笛
と
系
図
は
、
五
右
衛
門
の
出
自
に

か
ら
む
品
物
と
し
て
重
要
な
役
割
が
ふ
り
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
後
述

す
る
と
し
て
、
ま
ず
将
軍
義
輝
と
三
好
長
慶
と
の
関
係
を
史
的
に
整
理
し
て

お
こ
う
。

『
永
禄
記
』（
注
8
）
は
、「
古
今
将
軍
家
并
管
領
其
外　

天
下
に
権
威
を

震
族
。
時
代
移
り
替
る
あ
り
さ
ま
」に
つ
い
て「
あ
る
草
案
に
蟄
居
せ
る
老
人
」

が
語
る
内
容
を
「
若
輩
」
が
書
き
と
め
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
永

禄
は
元
年
が
一
五
五
八
年
で
、
一
五
六
九
年
の
十
二
年
で
元
亀
に
改
元
と
な

る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
永
禄
改
元
じ
た
い
が
、
朽
木
に
逃
れ
て
い
た
義
輝
の

（　 ）10
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衛
門
が
「
足
利
家
へ
大
内
か
ら
預
け
置
か
れ
た
、
太
政
官
の
御
正
印
を
返
せ
」

と
の
「
勅
書
」
を
つ
き
つ
け
る
の
に
対
し
て
、「
余
所
目
に
つ
く
る
忠
臣
顔
」

の
も
と
、じ
つ
は
「
太
政
官
の
御
正
印
」
を
盗
み
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
当

所
山
王
権
現
を
、
こ
の
別
業
に
勧
請
な
し
、
国
家
安
全
の
万
燈
会
」
を
行
な

う
と
い
う
の
も
「
深
き
計
略
」
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
某

大
望
あ
る
に
依
つ
て
、
義
輝
を
そ
ゝ
り
上
げ
、
家
国
安
全
の
祈
り
と
号
し
、

万
燈
は
朝
廷
調
伏
の
、
そ
れ
を
越
度
に
足
利
家
を
、
滅
亡
さ
せ
ん
ず
我
が
計

略
」
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
血
判
」
を
交
わ
し
た
一
味
の
連
中
と
、

「
幸
ひ
今
宵
、
暗
夜
の
神
拝
。
折
を
見
合
せ
、
義
輝
を
、
我
れ
〱
五
人
、
手

を
下
ろ
し
、有
無
を
云
は
せ
ず
、た
つ
た
一
討
ち
」
の
手
は
ず
を
整
え
て
い
る
。

長
慶
の
そ
の
国
家
転
覆
の
野
望
を
挫
く
の
が
、
此
下
藤
吉
の
役
回
り
で
あ

る
。
藤
吉
は
「
武
将
の
御
機
嫌
伺
ひ
と
し
て
、小
田
春
永
が
名
代
、此
下
藤
吉
、

只
今
参
上
」
と
、
こ
の
義
輝
の
志
賀
の
別
業
に
あ
ら
わ
れ
る
。「
小
田
春
永
」

は
江
戸
の
演
劇
に
通
用
の
織
田
信
長
を
謂
う
名
前
で
あ
る
。

『
真
書
太
閤
記
』
二
編
巻
之
六
に
「
信
長
上
洛
将
軍
家
へ
御
目
見
の
事　

三
好
長
慶
信
長
を
探
る
事
」
の
一
条
が
あ
る
。「
永
禄
四
年
秋
八
月
織
田

上
総
介
信
長
年
来
の
望
に
よ
り
都
に
上
り
将
軍
家
の
拝
謁
を
遂
げ
ん
が
た
め

忍
び
の
上
洛
」
を
果
た
し
た
と
き
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。「
尾
州
の
織
田

と
称
す
る
」
者
を
「
此
儘
に
追
却
あ
ら
ん
も
如
何
な
り
」
と
将
軍
義
輝
に
取

り
次
ぎ
、「
大
紋
烏
帽
子
を
著
し
威
儀
を
繕
ひ
御
前
に
畏
る
」
信
長
に
む
か
っ

て
、「
尾
州
は
元
斯
波
武
衛
の
領
国
に
し
て
織
田
は
斯
波
武
衛
の
郎
等
職
な

り
然
る
に
近
年
威
を
国
中
に
振
ひ
武
衛
を
追
出
し
国
を
押
領
せ
し
由
聞
え
た

り
」
と
そ
の
勢
力
の
拡
張
を
難
詰
し
て
み
せ
た
の
は
、「
時
の
管
領
代
三
好

て
い
た
た
め
、『
永
禄
記
』
の
記
述
は
、そ
の
点
、曖
昧
で
あ
る
。「
摂
州
江
口
」

の
戦
い
は
、
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
六
月
の
こ
と
で
、
翌
天
文
十
九
年

三
月
七
日
義
晴
・
義
輝
は
近
江
穴
太
に
逃
れ
、
そ
の
地
で
五
月
四
日
に
義
晴

が
死
去
す
る
も
、
三
好
長
慶
は
同
十
一
月
二
十
一
日
義
輝
を
さ
ら
に
近
江
堅

田
に
追
放
す
る
。
そ
の
後
、
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
一
月
二
十
八
日

義
輝
と
和
睦
し
、
長
慶
は
二
月
二
十
六
日
「
御
伴
衆
」
に
就
任
す
る
こ
と
に

な
る
。
天
文
二
十
二
年
一
月
義
輝
と
ま
た
和
睦
す
る
も
の
の
、
義
輝
は
和
睦

を
破
り
三
月
八
日
、
山
城
霊
山
城
に
籠
も
っ
た
の
で
、
長
慶
は
攻
略
、
義
輝

は
八
月
五
日
龍
華
越
に
逃
れ
、
さ
ら
に
近
江
朽
木
に
逃
れ
る
。
永
禄
元
年

（
一
五
五
八
）
五
月
三
日
義
輝
・
晴
元
が
近
江
坂
本
に
出
陣
、
長
慶
側
と
幾

度
か
小
競
り
合
い
を
く
り
返
し
て
、
十
一
月
に
両
者
和
睦
、
長
慶
は
永
禄
三

年
一
月
十
七
日
義
輝
よ
り
「
御
相
伴
衆
」
に
列
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
義

輝
の
将
軍
と
し
て
の
威
勢
の
回
復
、
自
立
の
あ
が
き
に
対
し
て
、
常
に
そ
れ

を
牽
制
し
実
質
的
な
権
力
者
で
あ
っ
た
の
が
三
好
長
慶
で
あ
る
。「
御
相
伴

衆
」
就
任
以
後
、
嫡
子
義
興
と
も
ど
も
義
輝
と
は
友
好
的
な
関
係
を
築
い
た
。

と
は
い
え
、
上
記
の
よ
う
な
追
放
と
和
睦
を
く
り
か
え
す
経
緯
の
の
ち
、

三
好
長
慶
の
死
が
伏
せ
ら
れ
て
い
る
間
に
起
っ
た
義
輝
殺
害
は
、
た
と
え
ば

太
田
牛
一
『
信
長
公
記
』
に
も
、
元
和
年
間
作
成
と
さ
れ
る
『
北
条
五
代
記
』

に
も
三
好
長
慶
の
仕
業
と
記
載
さ
れ
た
よ
う
に
（
注
10
）、
三
好
長
慶
の
イ

メ
ー
ジ
を
将
軍
弑
逆
の
悪
人
と
し
て
方
向
づ
け
た
。

「
大
詰
」
志
賀
別
業
の
場
に
暴
か
れ
る
三
好
長
慶
の
悪
事
は
、
そ
の
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。「
管
領
三
好
長
慶
」
は
、「
勅

使
」
と
し
て
「
呉
羽
中
納
言
氏
定
」
に
な
り
す
ま
し
て
乗
込
ん
で
き
た
五
右
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修
理
大
夫
長
慶
」
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
前
年
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
五

月
に
桶
狭
間
で
今
川
義
元
を
破
っ
て
、
一
時
に
武
名
の
上
が
っ
た
信
長
で
あ

る
。
栗
原
柳
庵
は
こ
の
と
き
の
三
好
長
慶
の
地
位
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
注

し
て
い
る
。

是
時
管
領
は
細
川
右
京
大
夫
晴
元
な
り
然
る
に
去
る
天
文
二
十
二
年
八

月
晴
元
三
好
長
慶
が
為
に
芥
川
城
に
押
込
め
ら
れ
万
機
み
な
長
慶
が
申

行
ふ
処
な
り
永
禄
四
年
正
月
二
十
四
日
長
慶
が
長
子
筑
前
守
義
長
御
相

伴
衆
に
加
は
り
や
が
て
御
紋
を
賜
は
り
三
月
晦
日
将
軍
義
長
が
亭
へ
成

ら
せ
ら
れ
し
の
ち
三
好
が
威
権
頗
る
強
大
な
り
し
か
れ
ど
も
長
慶
老
ひ

た
る
を
以
て
政
事
を
義
長
に
譲
る
義
長
年
若
き
が
故
そ
の
臣
松
永
弾
正

少
弼
久
秀
権
を
専
に
し
威
を
逞
く
す

長
慶
が
御
相
伴
衆
に
列
せ
ら
れ
た
の
は
永
禄
三
年
一
月
だ
っ
た
が
、
そ
の

翌
年
に
は
嫡
男
義
長
ま
で
も
が
御
相
伴
衆
と
な
り
、
自
邸
へ
将
軍
の
御
成
り

を
受
け
る
ま
で
に
将
軍
家
と
の
良
好
な
関
係
、
家
格
の
上
昇
を
示
し
て
い

た
。
そ
も
そ
も
「
義
長
」
も
と
の
孫
次
郎
は
、
義
輝
か
ら
足
利
家
代
々
の
通

字
「
義
」
字
の
偏
諱
を
許
さ
れ
て
、
改
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
長
慶
二
十
一

歳
の
、
天
文
十
一
（
一
五
四
二
）
年
の
生
れ
で
、
永
禄
四
（
一
五
六
一
）
年

に
は
二
十
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
松
永
久
秀
は
永
正
五
（
一
五
〇
八
）
年

生
れ
で
、大
永
二
（
一
五
二
二
）
年
生
れ
の
長
慶
よ
り
も
じ
つ
に
十
四
歳
年
上
、

し
た
が
っ
て
義
長
と
の
年
齢
差
は
三
十
五
、四
十
歳
の
長
慶
を
「
老
ひ
た
る
」

と
す
れ
ば
そ
れ
よ
り
は
る
か
の
年
嵩
な
の
で
は
あ
る
。

さ
て
、『
真
書
太
閤
記
』
の
記
事
に
戻
れ
ば
、
長
慶
の
難
詰
に
信
長
は
「
言

語
を
だ
や
か
に
し
て
事
理
明
白
な
る
の
み
な
ら
ず
威
風
凛
々
と
し
て
」
答
弁

を
返
し
た
の
で
、
長
慶
は
「
そ
の
意
に
逆
ら
ふ
て
は
あ
し
か
り
ぬ
べ
し
好
を

通
じ
交
り
を
厚
く
し
て
腹
心
の
味
方
と
な
さ
ば
や
」
と
思
い
か
え
し
、「
信

長
を
以
て
尾
州
の
守
護
職
に
補
せ
ら
る
べ
し
と
執
達
」
の
結
果
、信
長
は
「
面

目
を
施
し
て
退
出
す
」
と
あ
る
。
そ
の
後
、
長
慶
は
「
こ
れ
を
恩
と
し
て
味

方
と
な
さ
ん
ず
籌
作
」
を
も
っ
て
「
管
領
の
館
に
招
き
よ
せ
長
慶
自
身
立
出

様
々
も
て
な
し
」
た
が
、
将
軍
義
輝
の
「
我
今
そ
の
職
に
ま
し
ま
せ
ど
も
四

海
静
謐
の
威
を
振
は
せ
給
ふ
こ
と
も
叶
は
せ
給
は
ず
」
と
言
っ
て
「
頻
り
に

御
落
涙
」
の
有
様
に
接
し
た
信
長
は
、「
す
べ
て
三
好
が
我
意
に
募
り
将
軍

を
蔑
に
な
す
こ
と
を
憤
ほ
ら
せ
玉
ひ
て
の
御
こ
と
と
察
し
」
て
、「
当
座
の

尊
敬
」
を
返
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
長
慶
の
思
惑
は
挫
か
れ
た
の
で
あ
る
。

小
田
春
永
の
名
代
と
し
て
の
此
下
藤
吉
は
、
長
慶
と
の
対
決
の
場
で
は
、

舞
台
奥
で
「
エ
イ
」
と
掛
け
声
も
ろ
と
も
「
太
刀
音
」
を
さ
せ
て
、そ
の
後
「
国

長
の
切
り
首
を
持
ち
、出
て
来
る
」
の
で
、「
長
慶
、見
て
、恟
り
」
す
る
。「
何

科
あ
つ
て
倅
国
長
を
手
に
か
け
た
。
仔
細
を
聞
か
ん
」
と
い
う
長
慶
に
、
藤

吉
の
セ
リ
フ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

我
が
君
を
害
せ
ん
と
忍
び
入
り
た
る
四
郎
国
長
、
武
将
を
守
護
す
る
こ

の
久
吉
、
討
ち
取
つ
た
る
上
か
ら
は
、
云
は
ね
ど
知
れ
し
親
子
が
悪
事
。

汝
に
一
味
の
大
小
名
、
残
ら
ず
搦
め
置
い
た
れ
ば
、
謀
叛
の
張
本
三
好

長
慶
、
盗
み
取
つ
た
る
御
正
印
、
渡
し
て
置
い
て
切
腹
な
せ
。
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じ
つ
は
長
慶
の
嫡
子
義
長
（
の
ち
義
興
）
は
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
八

月
病
気
で
早
世
す
る
。
し
た
が
っ
て
長
慶
に
先
立
つ
死
と
し
て
は
そ
う
な
の

だ
が
、藤
吉
の
手
討
ち
と
い
う
最
期
は
、さ
す
が
に
足
利
家
代
々
の
通
字
「
義
」

字
の
偏
諱
に
憚
っ
て
か
「
義
長
」
を
、
長
慶
の
「
長
」
に
因
む
「
国
長
」
と

い
う
名
に
改
め
て
い
る
。

こ
う
い
う
三
好
親
子
の
悪
事
、
す
な
わ
ち
「
義
輝
を
亡
き
者
に
し
、
四
海

を
握
ら
ん
我
が
計
略
」
に
、
石
川
五
右
衛
門
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。

　
　
（
三
）

四
幕
目
壬
生
村
の
場
で
は
、
五
右
衛
門
は
「
盗
賊
の
張
本
、
石
川
五
右
衛

門
」
と
い
う
現
在
の
姿
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
出
生
を
め
ぐ
る
過
去
の
因

縁
に
向
き
あ
わ
さ
れ
る
。
次
左
衛
門
が
「
そ
の
罪
は
こ
の
親
が
引
き
受
け
て
」

と
「
子
の
為
に
捨
て
る
命
、
獄
門
磔
刑
い
と
ひ
は
せ
ぬ
」
と
い
う
の
を
止
め

よ
う
と
し
て
、
誤
っ
て
「
匕
首
、
小
冬
の
咽
喉
に
当
り
」、
小
冬
が
絶
命
し

た
と
き
、
次
左
衛
門
は
「
怖
ろ
し
い
は
人
の
恨
み
。
ま
ッ
こ
の
通
り
報
は
ね

ば
、
な
ら
ぬ
因
縁
因
果
経
。
こ
れ
見
て
た
も
れ
」
と
言
っ
て
、
五
右
衛
門
に

「
仏
壇
の
、
内
に
供
へ
し
寒
竹
の
、
笛
と
系
図
」
を
渡
す
。
そ
れ
は
序
幕
芥

川
の
場
で
演
じ
ら
れ
た
次
左
衛
門
に
よ
る
奥
女
中
し
が
ら
み
殺
し
の
際
の
遺

品
だ
が
、そ
の
出
来
事
こ
そ
は
「
は
や
二
十
三
年
後
の
今
月
今
夜
」
の
こ
と
で
、

「
天
道
様
の
憎
し
み
に
て
、
月
も
変
ら
ず
日
も
変
ら
ず
、
遂
に
娘
が
身
に
報
ふ
。

因
果
」
を
次
左
衛
門
は
嘆
く
。
そ
れ
を
語
る
こ
と
は
、し
が
ら
み
の
そ
の
「
疵

口
か
ら
、
お
ぎ
や
ァ
〱
と
赤
子
の
泣
き
声
。
取
り
上
げ
見
れ
ば
月
も
延
び
た

る
、
逞
し
い
男
の
子
」
で
、「
亡
者
に
キ
ッ
と
誓
ひ
を
立
て
、
守
り
育
て
た
は
、

わ
れ
ぢ
や
わ
や
い
」
と
、「
笛
と
そ
の
一
軸
、
母
御
の
形
見
」
で
あ
る
こ
と

を
五
右
衛
門
に
教
え
る
と
同
時
に
、「
こ
の
親
仁
は
、
其
方
の
為
に
は
仇
敵
」

で
あ
る
と
知
ら
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
次
左
衛
門
と
小
冬
が
苦
し
い
末
期
の

愁
嘆
場
を
演
じ
る
傍
で
、
し
か
し
五
右
衛
門
は
彼
ら
に
は
頓
着
せ
ず
、「
系

図
の
一
巻
を
一
心
に
見
て
」
い
る
。

五
右
衛
門
の
出
生
の
異
常
さ
も
、
日
吉
丸
の
異
人
出
生
譚
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
意
図
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
し
が
ら
み

の
口
か
ら
は
「
西
国
方
」
と
し
か
明
か
さ
れ
な
か
っ
た
「
お
主
」
は
、
こ
こ

に
系
図
を
見
た
五
右
衛
門
に
よ
っ
て
「
こ
り
や
コ
レ
、
大
内
の
系
図
書
」
と

わ
か
る
。
五
右
衛
門
は
、「
す
り
や
、
お
れ
は
百
姓
の
子
で
は
な
く
、
九
州

大
内
の
落
胤
か
。
ム
ウ
。
さ
す
れ
ば
先
祖
は
琳
聖
太
子
。」
と
、
は
じ
め
て

自
分
の
出
自
を
自
覚
す
る
。

大
内
氏
は
足
利
幕
府
と
の
関
係
で
言
う
と
、
さ
き
に
も
記
し
た
と
お
り
、

大
内
義
興
が
擁
立
し
て
義
稙
が
二
度
目
の
将
軍
職
に
就
い
た
し
、
次
の
義
隆

は
西
国
随
一
の
勢
力
を
有
し
た
。
そ
の
「
大
内
氏
の
は
じ
ま
り
は
、
百
済
国

聖
明
王
の
第
三
王
子
・
琳
聖
太
子
と
伝
え
ら
れ
、
推
古
天
皇
の
十
九
年
、
周

防
国
、（
今
の
防
府
市
）
に
着
岸
し
聖
徳
太
子
よ
り
周
防
国
大
内
県
を
賜
り
、

多
々
良
を
氏
と
し
た
と
言
わ
れ
て
」
お
り
、「「
大
内
」
と
称
し
は
じ
め
た
の

は
平
安
時
代
、
十
六
代
盛
房
（
も
り
ふ
さ
）
の
こ
ろ
、
本
拠
と
し
て
い
た
所

が
「
大
内
」
と
い
う
地
名
だ
っ
た
こ
と
が
由
来
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
注

11
）。異

国
に
出
自
を
自
覚
し
た
人
物
が
、
日
本
と
い
う
国
家
転
覆
、
天
下
掌
握
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を
企
て
る
反
逆
者
と
な
る
こ
と
は
、
十
八
世
紀
半
ば
に
流
行
す
る
謀
叛
人
劇

に
通
有
の
設
定
で
あ
る
。
あ
る
体
制
の
転
覆
を
構
想
す
る
こ
と
は
、
対
置
し

う
る
そ
れ
と
は
べ
つ
の
体
制
、
す
な
わ
ち
本
朝
に
対
す
る
異
朝
を
必
要
と
す

る
。
そ
れ
は
謀
叛
人
が
抱
懐
す
る
社
会
像
と
い
う
よ
う
な
次
元
の
話
で
は
な

く
、
選
択
に
不
可
避
な
論
理
上
の
要
請
と
し
て
で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の

は
、
い
わ
ゆ
る
天
竺
徳
兵
衛
物
だ
ろ
う
。
そ
の
流
行
の
端
緒
を
な
し
た
の

は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
正
月
二
日
か
ら
大
坂
大
西
芝
居
、
大
松
百
助

座
初
演
の
、
並
木
正
三
『
天
竺
徳
兵
衛
聞
書
往
来
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品

で
は
、
天
竺
帰
り
で
蝦
蟇
の
妖
術
を
駆
使
す
る
船
頭
徳
兵
衛
は
じ
つ
は
高
麗

の
臣
下
正
林
桂
の
子
息
七
草
七
郎
で
あ
り
、
三
好
長
慶
が
将
軍
義
輝
の
弑
逆

を
企
て
、
こ
と
破
れ
て
切
腹
し
た
結
果
、
後
事
を
託
さ
れ
て
、
そ
の
野
望
を

引
き
継
ぐ
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
四
月
の
近
松

半
二
・
竹
本
三
郎
兵
衛
『
天
竺
徳
兵
衛
郷
鏡
』
で
は
、
天
竺
徳
兵
衛
は
大
友

家
の
家
老
吉
岡
宗
観
じ
つ
は
関
白
久
次
を
討
と
う
と
し
て
失
敗
し
た
朝
鮮
の

木
曾
官
の
子
で
あ
り
、
天
竺
徳
兵
衛
物
の
集
大
成
的
な
作
品
で
あ
る
文
化
元

年
（
一
八
〇
四
）
七
月
の
鶴
屋
南
北
『
天
竺
徳
兵
衛
韓
噺
』
に
お
い
て
も
同
様
、

吉
岡
宗
観
じ
つ
は
朝
鮮
の
臣
下
木
曾
官
の
実
子
大
日
丸
と
い
う
設
定
で
、
日

本
転
覆
の
謀
叛
を
企
て
る
反
逆
者
な
の
で
あ
る
（
注
12
）。

母
の
形
見
の
系
図
を
読
ん
で
、「
九
州
大
内
の
落
胤
」
と
い
う
こ
と
は
「
先

祖
は
琳
聖
太
子
」
と
自
ら
の
出
自
を
自
覚
し
た
五
右
衛
門
は
、「
こ
れ
ま
で

の
望
み
」
を
変
更
す
る
。

こ
り
や
、
こ
れ
ま
で
の
望
み
や
変
へ
に
や
な
ら
ぬ
わ
え
。
元
よ
り
大
名

小
さ
ひ
奴
、
武
将
の
望
み
も
よ
し
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
望
む
は
…
…
ム

ウ
…
…
。
な
ら
ず
ば
一
生
盗
人
暮
ら
し
。
一
日
暫
時
の
恩
も
な
い
、
誠

の
親
よ
り
大
切
な
、
こ
な
た
を
仇
と
討
た
れ
う
か
。

さ
き
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
文
政
七
本
は
全
十
段
の
浄
瑠
璃
『
木
下

蔭
狭
間
合
戦
』
を
整
理
し
て
五
段
で
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
な
い
だ
書
替
本
で
あ

る
。
も
と
の
浄
瑠
璃
と
対
照
す
る
と
、
割
愛
以
外
に
も
台
詞
や
詞
章
に
微
妙

な
違
い
が
多
々
あ
る
が
、
こ
の
五
右
衛
門
の
台
詞
に
つ
い
て
は
、
あ
る
意
味
、

決
定
的
で
重
要
な
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。「
こ
れ
か
ら
望
む
は
」
以
下

が
、「
ム
ウ
」
と
い
う
思
い
入
れ
を
言
葉
に
は
し
な
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、

浄
瑠
璃
本
に
は
「
こ
れ
か
ら
望
む
は
万
乗
の
天
子
な
ら
ば
成
て
も
見
よ
ふ
」

（
注
13
）
と
い
う
文
言
が
あ
っ
て
、五
右
衛
門
の
「
望
み
」
が
「
大
名
」
か
ら
「
武

将
」
へ
、
そ
し
て
「
万
乗
の
天
子
」
へ
と
行
き
着
く
、
言
わ
ば
上
昇
的
に
肥

大
す
る
さ
ま
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
き
に
長
慶
の
計
略
と
し
て
の
万
燈

会
に
つ
い
て
、「
某
大
望
あ
る
に
依
つ
て
、
義
輝
を
そ
ゝ
り
上
げ
、
家
国
安

全
の
祈
り
と
号
し
、
万
燈
は
朝
廷
調
伏
の
、
そ
れ
を
越
度
に
足
利
家
を
、
滅

亡
さ
せ
ん
ず
我
が
計
略
」
の
文
言
を
引
用
し
た
が
、
浄
瑠
璃
本
で
は
義
輝
自

身
の
言
葉
と
し
て
「
武
将
の
任
官
心
に
叶
は
ず
長
慶
が
勧
め
に
よ
つ
て
王
位

を
望
む
此
義
輝
、
去
に
よ
つ
て
国
家
安
全
の
祈
り
と
言
い
立
て
誠
は
禁
庭
調

伏
の
大
願
」（
注
14
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
妻
綾
の
台
に
も
「
是
非
も
な
き
御

運
の
末
足
利
長
者
の
威
に
ほ
こ
り
勿
体
な
く
も
禁
庭
へ
弓
引
き
た
ま
ふ
逆
心

は
天
魔
の
見
入
る
あ
さ
ま
し
や
」（
注
15
）
の
台
詞
が
あ
り
、
浄
瑠
璃
本
は

王
位
簒
奪
の
話
題
を
タ
ブ
ー
視
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
文
政
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七
本
は
義
輝
失
脚
の
口
実
と
し
て
の
「
朝
廷
調
伏
」
に
過
ぎ
ず
、
長
慶
は
王

位
を
簒
奪
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
足
利
将
軍
家
に
と
っ
て
代
わ
る
ま

で
の
野
望
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
、
五
右
衛
門
の
「
ム
ウ
」
と
は
、
作
者
の

意
識
の
上
で
は
対
応
し
て
い
る
。

「
ム
ウ
」
と
言
葉
を
飲
み
込
ん
だ
五
右
衛
門
が
文
政
七
本
で
示
す
行
動
は
、

ま
ず
「
呉
羽
中
納
言
氏
定
」
と
い
う
公
家
に
な
り
す
ま
し
て
「
足
利
家
へ
入

込
み
」、「
太
政
官
の
御
正
印
を
返
せ
」
と
「
勅
書
」
を
つ
き
つ
け
る
こ
と
だ
が
、

そ
れ
は
「
そ
の
印
は
疾
よ
り
紛
失
し
て
あ
る
噂
」
だ
か
ら
「
云
ひ
訳
が
な
い

か
ら
迷
惑
す
る
ワ
。
そ
こ
を
付
け
込
ん
で
大
金
に
す
る
か
、
但
し
義
輝
に
切

腹
さ
せ
る
か
。
ど
ち
ら
で
も
巧
い
代
物
」
と
い
う
見
込
み
な
の
で
あ
る
。「
大

名
」
で
は
な
く
「
武
将
」
す
な
わ
ち
征
夷
大
将
軍
と
い
う
、
変
更
し
た
は
ず

の
望
み
を
朝
廷
の
権
威
を
利
用
し
て
実
現
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
朝
廷
の

権
威
と
い
う
観
念
は
、
あ
る
い
は
太
閤
秀
吉
と
の
ペ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
な

か
ば
戯
画
的
に
五
右
衛
門
に
付
与
さ
れ
る
行
動
原
理
の
一
つ
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
い
ま
は
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
文
政
七
本
で
も
、
呉
羽
中

納
言
に
扮
し
た
五
右
衛
門
は
「
御
台
姿
の
傾
城
芙
蓉
」
に
「
見
惚
れ
て
う
つ

と
り
と
、
威
儀
も
崩
る
ゝ
」
だ
ら
し
な
さ
で
、「
御
台
の
寝
所
」
を
捜
し
あ
て
、

し
っ
ぽ
り
と
色
事
ゆ
え
に
、
手
下
の
百
介
が
忍
術
で
姿
を
狆
に
変
え
て
手
に

入
れ
た
「
長
慶
が
持
つ
て
ゐ
た
連
判
」
状
を
、
み
す
み
す
芙
蓉
に
奪
わ
れ
て

し
ま
う
。
傾
城
と
御
台
と
の
入
れ
替
わ
り
と
い
う
趣
向
は
、
五
右
衛
門
の
色

事
が
御
台
と
い
う
上
臈
を
相
手
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
刺
激
さ
れ
る

あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。

五
右
衛
門
と
藤
吉
は
大
詰
志
賀
別
業
の
場
で
、
勅
使
と
勅
使
饗
応
役
と
し

て
対
面
す
る
。
人
払
い
を
し
た
座
敷
で
、
藤
吉
が
「
コ
リ
ヤ
、
友
市
よ
〱
。

見
ぬ
顔
す
な
い
〱
」
と
呼
び
か
け
、
五
右
衛
門
が
「
オ
ゝ
、
猿
之
助
か
」
と

応
じ
て
、
ふ
た
り
は
犀
ヶ
崖
来
作
の
も
と
で
の
一
別
以
来
を
語
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
現
在
は
「
此
下
藤
吉
」
で
「
日
本
を
丸
取
り
に
し
て
か
ら
が
六
十

余
州
、高
の
知
れ
た
、こ
の
く
ら
い
を
立
身
と
は
、嬲
る
な
嬲
る
な
」、ま
た
「
お

れ
か
。
盗
賊
の
張
本
、
石
川
五
右
衛
門
」
と
明
か
す
の
で
あ
る
。
藤
吉
は
、

四
幕
目
の
幕
切
れ
で
暗
示
さ
れ
た
次
左
衛
門
の
保
護
と
い
う
か
確
保
を
「
藤

葛
籠
」
の
形
で
五
右
衛
門
に
差
し
出
す
。
黄
金
三
千
枚
の
代
り
に
、
親
仁
を

葛
籠
に
背
負
っ
て
引
き
揚
げ
ろ
と
い
う
の
で
あ
る
。
葛
籠
を
背
負
う
五
右
衛

門
と
い
う
型
が
利
用
さ
れ
る
。
こ
こ
で
両
者
引
き
別
れ
る
か
と
い
う
そ
の
時

に
、「
御
簾
の
隙
漏
る
笛
の
音
」
が
聞
こ
え
て
く
る
。
藤
吉
の
指
示
で
綾
の

台
が
吹
く
笛
は
、
次
左
衛
門
が
五
右
衛
門
に
示
し
た
寒
竹
の
一
笛
で
あ
る
。

す
る
と
、「
時
に
怪
し
や
両
人
が
、
帯
せ
る
太
刀
に
声
あ
つ
て
、
と
う
と
う

と
し
て
鳴
り
響
く
」。「
笛
は
龍
の
吟
ず
る
声
」、
藤
吉
と
五
右
衛
門
の
腰
に

帯
び
た
剣
が
「
共
に
音
を
な
す
今
の
奇
特
」、「
足
利
累
代
雌
雄
の
名
剣
、
合

体
す
る
は
今
こ
の
時
」
と
、
藤
吉
は
五
右
衛
門
の
雌
龍
丸
を
、
五
右
衛
門
は

藤
吉
の
雄
龍
丸
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
渡
せ
」
と
「
詰
め
寄
り
〱
、
双
方
一
時
に

抜
き
放
」
す
。
そ
こ
へ
国
長
が
、「
捕
り
手
大
勢
連
れ
て
出
て
」
五
右
衛
門

を
取
り
囲
む
が
、
五
右
衛
門
は
忍
術
で
姿
を
消
す
。
そ
の
後
、
手
下
の
足
柄

金
蔵
に
葛
籠
を
託
し
、
五
右
衛
門
は
「
恋
だ
〱
」
と
御
台
の
寝
所
を
目
指
す

の
だ
が
、
そ
の
と
き
金
蔵
が
こ
ん
な
葛
籠
を
背
負
っ
て
は
こ
の
囲
み
を
ぬ
け

ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
、五
右
衛
門
は
来
作
の
と
こ
ろ
か
ら
盗
ん
で
き
た
「
伊

賀
流
の
、
忍
び
の
伝
書
」「
一
巻
」
を
金
蔵
に
渡
す
。
し
か
し
、
こ
の
足
柄
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金
蔵
は
じ
つ
は
「
舅
来
作
が
家
に
伝
は
る
忍
び
の
伝
書
、
盗
み
取
つ
た
る
石

川
五
右
衛
門
、
奪
ひ
返
さ
ん
そ
の
為
に
、
姿
を
や
つ
し
付
き
添
」
い
機
会
を

う
か
が
っ
て
い
た
蓮
葉
与
六
で
あ
っ
た
。

蓮
葉
与
六
に
は
、
い
や
仁
木
太
郎
国
定
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
に
「
じ
つ

は
」
が
二
重
に
仕
組
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
で
ス
ト
ー
リ
ー
を
進
め
る
い
さ
さ

か
安
直
な
展
開
が
あ
る
が
、
五
右
衛
門
が
雌
龍
の
剣
を
ど
の
よ
う
に
し
て
手

に
入
れ
た
か
も
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
藤
吉
が
雄
龍
丸

を
、
五
右
衛
門
が
雌
龍
丸
を
所
持
し
て
対
峙
す
る
部
分
が
幕
切
れ
の
場
面
で

あ
る
。

五
右
衛
門
が
「
抜
身
に
て
出
て
来
」
て
捕
り
手
大
勢
を
相
手
に
立
ち
廻
り
、

「
キ
ツ
と
見
得
」
に
決
ま
っ
た
と
き
、「
ヤ
ア
〱
、
盗
賊
の
張
本
、
石
川
五
右

衛
門
」
と
藤
吉
が
声
を
か
け
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
「
足
利
義
輝
」
の
名
乗
り

が
あ
り
、
両
人
が
「
見
参
々
々
」
と
登
場
す
る
。
国
長
手
討
ち
を
言
う
台
詞

に
「
武
将
を
守
護
す
る
こ
の
久
吉
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
藤
吉
は
義
輝
と
連

携
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
も
藤
吉
は
「
傾
城
芙
蓉
に
申
し
つ
け
、
色

に
事
寄
せ
奪
ひ
取
つ
た
る
、
三
好
が
党
の
連
判
状
」
を
言
い
、
義
輝
は
「
長

慶
が
隠
し
置
い
た
る
太
政
官
の
御
正
印
」
を
言
挙
げ
し
て
、
も
は
や
長
慶
の

謀
叛
の
計
略
が
事
敗
れ
た
こ
と
を
五
右
衛
門
に
つ
き
つ
け
る
。
そ
こ
へ
、
藤

吉
に
呼
び
出
さ
れ
て
蓮
葉
与
六
が
登
場
す
る
。
蓮
葉
は
「
謀
叛
の
棟
梁
三
好

長
慶
を
、
某
討
ち
取
つ
て
候
」
と
「
長
慶
の
切
り
首
を
持
」
っ
て
現
れ
る
の

で
あ
る
。

史
実
の
上
で
の
長
慶
の
死
は
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）、
す
で
に
ふ
れ
た

通
り
な
の
で
、
こ
れ
は
流
布
し
て
い
る
義
輝
弑
逆
の
悪
人
と
い
う
長
慶
の
イ

メ
ー
ジ
に
従
っ
た
造
型
で
あ
る
。
そ
し
て
、
史
実
と
し
て
の
三
好
側
に
よ
る

義
輝
殺
害
は
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
で
あ
り
、
両
者
の
そ
れ
以
前
の
追
放

と
抗
争
の
繰
り
返
し
の
歴
史
は
永
禄
三
年
四
年
ご
ろ
を
境
と
し
て
蜜
月
期
に

入
る
の
で
あ
る
。

義
輝
と
藤
吉
の
連
携
に
対
し
て
、
と
も
に
謀
叛
を
企
て
て
い
る
長
慶
と
五

右
衛
門
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
か
。
さ
き
の
藤
吉
と
義
輝
の
台

詞
が
そ
れ
ぞ
れ
、
連
判
状
「
こ
れ
を
以
て
佞
人
原
を
、
手
下
に
付
け
ん
汝
が

胸
中
」、
ま
た
御
正
印
「
こ
れ
も
汝
が
奪
ひ
取
ら
ん
と
の
企
み
」
と
つ
づ
く

よ
う
に
、
五
右
衛
門
が
長
慶
の
上
に
立
っ
て
謀
叛
の
成
果
を
掠
め
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
結
果
的
に
両
者
は
連
携
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
挫
折
す

る
結
果
と
な
る
。

そ
れ
は
、
反
逆
、
謀
叛
を
企
て
る
重
臣
に
加
担
す
る
と
い
う
形
と
は
異
な

る
、
異
国
に
出
自
の
自
覚
を
も
っ
た
謀
叛
人
の
系
列
に
分
類
さ
れ
る
野
望

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
太
閤
記
の
世
界
に
組
み
込
ま
れ
た
五
右
衛
門
の
場

合
、
そ
し
て
五
右
衛
門
の
刑
死
と
秀
吉
と
の
関
係
か
ら
し
て
、
五
右
衛
門
は

秀
次
側
の
謀
叛
の
企
て
の
同
調
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
秀
吉
の
対
抗
者
と

な
る
こ
と
が
基
本
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
う
し
た
作
品
の
普
及
を
承
け
た『
木

下
蔭
狭
間
合
戦
』
は
、「
奉
公
先
の
朋
輩
同
志
、
あ
が
き
合
つ
た
竹
馬
の
友
」

と
し
て
の
五
右
衛
門
と
藤
吉
を
描
い
た
が
、
そ
の
ぶ
ん
物
語
の
時
代
を
さ
か

の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
見
つ
け
た
の
が
足
利
義
輝
と
三
好
長
慶

と
い
う
対
立
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
と
も
四
年
と
も

さ
れ
る
五
右
衛
門
の
釜
煎
り
か
ら
す
れ
ば
、
ぎ
り
ぎ
り
遡
及
可
能
な
時
代
設

定
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
も
と
の
浄
瑠
璃
に
は
「
武
将
は
よ
し
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に
せ
い
、
万
乗
の
天
子
に
な
ら
」
と
あ
っ
た
文
言
は
、
こ
の
文
政
七
本
で
は

幕
切
れ
に
も
「
大
望
企
つ
こ
の
五
右
衛
門
、
足
利
の
世
は
こ
の
手
の
内
」
と

語
ら
れ
、
も
と
の
浄
瑠
璃
と
は
大
き
な
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
も
と
の
浄
瑠

璃
は
「
雌
雄
の
剣
も
揃
ふ
」
う
え
か
ら
は
「
足
利
の
四
海
を
治
る
小
田
春
永
」

と
く
に
「
古
今
の
名
将
此
下
藤
吉
」
を
誉
め
あ
げ
て
「
代
代
を
経
て
久
し
か

れ
と
ぞ
寿
け
る
」
と
定
型
の
寿
詞
で
結
ば
れ
る
。
も
っ
と
も
文
政
七
本
に
お

け
る
よ
う
に
対
決
が
、「
又
重
ね
て
の
再
会
に
は
」「
ま
づ
そ
れ
ま
で
は
」
と

猶
予
を
見
せ
て
終
る
の
も
、
定
型
で
は
あ
っ
た
。

『
木
下
蔭
狭
間
合
戦
』
文
政
七
本
は
実
際
に
起
っ
た
将
軍
弑
逆
を
謀
叛
の

失
敗
の
形
で
描
い
た
の
だ
か
ら
、「
万
乗
の
天
子
に
な
ら
」
と
い
う
王
位
の

簒
奪
を
企
て
る
石
川
五
右
衛
門
を
造
型
す
る
な
ど
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
弑

逆
や
簒
奪
を
江
戸
の
文
芸
が
ど
の
よ
う
に
描
い
て
来
た
か
、『
木
下
蔭
狭
間

合
戦
』
文
政
七
本
の
石
川
五
右
衛
門
像
は
そ
う
し
た
視
野
の
中
で
さ
ら
に
検

討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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