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『
大
坂
物
語
』
再
考

―
「
大
坂
の
陣
関
係
軍
記
」
考
序
論
と
し
て
―

瀬　

戸　

祐　

規

は
じ
め
に

　
『
大
坂
物
語
』
は
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
の
大
坂
冬
の
陣
、
翌
元
和

元
年
（
一
六
一
五
）
の
大
坂
夏
の
陣
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
大
坂
の
陣

を
描
く
も
の
に
は
、
こ
の
『
大
坂
物
語
』
を
始
め
と
し
て
、『
豊
内
記
』『
難

波
戦
記
』
等
の
合
戦
全
体
の
顛
末
を
叙
述
し
た
作
品
（
編
纂
物
）、『
山
口

休
庵
咄
』『
北
川
覚
書
』
等
の
合
戦
に
参
加
・
体
験
・
見
聞
し
た
者
か
ら
の

聞
書
・
覚
書
の
類
、
合
戦
に
参
加
し
た
諸
家
の
記
録
等
が
あ
る
。）

1
（

こ
れ
ら

は
様
々
な
叙
述
形
態
や
立
場
を
有
し
、
成
立
時
期
も
そ
の
幅
が
広
く
、
一

括
り
に
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
存
在
は
、
い
か
に

こ
の
合
戦
が
重
要
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
人
々
の
関
心

の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
叙
述
対
象
と
す
る
『
大
坂
物
語
』
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
作
品
群

の
中
で
も
初
期
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
合
戦
直
後
に
古
活
字
本
で
刊

行
さ
れ
、
以
降
整
版
本
と
し
て
江
戸
時
代
を
通
し
て
何
度
も
刊
行
さ
れ
て

き
た
版
本
『
大
坂
物
語
』
と
版
本
の
影
響
を
受
け
つ
つ
寛
文
頃
に
は
成
立

し
て
い
た
と
さ
れ
る
同
名
異
書
の
写
本
『
大
坂
物
語
』
と
が
あ
り
、
従
来
、

そ
の
成
立
と
刊
行
の
早
さ
、
仮
名
草
子
の
嚆
矢
と
い
っ
た
観
点
か
ら
版
本

『
大
坂
物
語
』
が
注
目
さ
れ
、
本
作
品
の
仮
名
草
子
と
し
て
の
位
置
付
け

や
、
成
立
・
出
版
と
作
者
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。）

2
（

　

こ
の
う
ち
本
作
が
仮
名
草
子
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
の
是
非
に

つ
い
て
は
、
仮
名
草
子
に
関
す
る
考
察
が
諸
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る）

3
（

が
、
定
義
や
概
念
が
広
範
で
漠
然
と
し
て
お
り
、
本
作
の
前
後
に
成
立
す

る
作
品
と
の
相
違
や
本
作
の
み
が
仮
名
草
子
に
位
置
付
け
ら
れ
る
必
然
性

が
定
か
で
は
な
い
こ
と
等
か
ら
、
菊
池
真
一
氏
が
「「
仮
名
草
子
」
再
考
」）

4
（

の
中
で
「「
仮
名
草
子
」
の
中
の
「
戦
記
」「
軍
記
」
で
は
な
く
、
中
世
文
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芸
の
「
軍
記
物
」
の
系
列
と
し
て
の
「
戦
記
物
」「
軍
記
物
」
と
い
う
分
類

を
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
先
ず

は
純
粋
に
こ
れ
ま
で
の
軍
記
物
語
の
系
譜
の
中
に
位
置
付
け
て
そ
の
特
質

等
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

軍
記
物
語
の
系
譜
の
中
で
の
位
置
付
け
と
し
て
は
、
笹
川
祥
生
氏
の
提

唱
す
る
分
類）

5
（

に
従
え
ば
、
戦
国
軍
記
と
近
世
軍
記
（
軍
書
）
の
は
ざ
ま
、

す
な
わ
ち
「
戦
中
の
文
学
（
永
禄
か
ら
慶
長
ま
で
）」
と
「
戦
後
の
文
学

（
元
和
か
ら
寛
文
ま
で
）」
の
間
に
位
置
す
る
。
現
在
こ
の
よ
う
な
分
類
が

な
さ
れ
て
は
い
る
が
、
個
々
の
分
類
項
目
の
特
色
と
他
の
項
目
と
の
相
違

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
柳
沢
昌
紀
氏
が
「
出
版
を
前
提
と

す
る
戦
記
―
『
大
坂
物
語
』
の
場
合
―
」）

6
（

に
お
い
て
「
上
下
巻
が
、
そ

れ
ぞ
れ
冬
の
陣
、
夏
の
陣
の
直
後
に
執
筆
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は

戦
中
の
文
学
だ
が
、
本
書
は
「
合
戦
に
明
け
暮
れ
る
人
々
の
姿
」
を
綴
る

同
時
代
の
諸
書
が
戦
後
の
文
学
に
移
り
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
時
期
に
記

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
本
作
の
特
色
や
後
続
の
関

係
軍
記
の
特
色
と
の
相
違
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
の
課
題
を
明
ら

か
に
す
る
糸
口
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
本
書
の
叙
述
対
象
と
な
る
大
坂
の
陣
は
、
関
ヶ
原
合
戦
と
同
様

に
、
諸
大
名
を
巻
き
込
ん
だ
天
下
を
二
分
す
る
合
戦
で
あ
り
、
勝
者
で
あ

る
徳
川
の
世
が
確
立
す
る
上
で
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
合
戦
で
あ
り
、
幕

府
は
も
ち
ろ
ん
徳
川
政
権
下
の
諸
大
名
や
各
藩
に
仕
え
る
者
に
と
っ
て
、

自
己
や
自
家
の
存
立
基
盤
と
も
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
合
戦

を
叙
述
対
象
と
し
た
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る
か
が
合
戦
に
関
わ

っ
た
者
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
そ
の
上
、
本
書
が
合
戦
直
後
に
刊
行
さ
れ
、
長
き
に
わ
た
り
版
を

重
ね
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
合
戦
に
対
す
る
人
々

の
認
識
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
本
書

を
始
め
と
し
て
関
係
軍
記
の
叙
述
や
特
色
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
合
戦
直

後
の
認
識
が
時
の
経
過
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
、
そ

の
変
化
に
幕
府
や
社
会
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
を
窺
い
知
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
大
坂
の
陣
関
係
軍

記
の
検
討
を
行
っ
て
い
く
に
際
し
、
他
の
作
品
に
先
行
し
て
成
立
・
刊
行

さ
れ
、『
豊
内
記
』
と
と
も
に
関
係
軍
記
の
中
心
に
位
置
付
け
ら
れ
る
『
大

坂
物
語
』
を
取
り
上
げ
、
先
行
研
究
に
基
づ
き
な
が
ら
改
め
て
そ
の
叙
述

に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。
な
お
、
考
察
に
際
し
て
は

主
と
し
て
版
本
『
大
坂
物
語
』
を
対
象
と
し
、
ま
た
写
本
『
大
坂
物
語
』

の
成
立
に
関
係
す
る
冬
の
陣
を
描
い
た
上
巻
部
分
を
中
心
に
、
写
本
の
叙

述
と
の
比
較
も
適
宜
交
え
、
本
書
成
立
当
初
の
姿
に
注
目
し
な
が
ら
行
っ

て
い
く
こ
と
と
す
る
。）

7
（
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一　

叙
述
の
立
場
・
作
者
圏

　
『
大
坂
物
語
』
の
成
立
・
諸
本
展
開
に
つ
い
て
は
、
川
瀬
一
馬
氏
や
中
村

幸
彦
氏
の
一
連
の
研
究）

8
（

に
始
ま
る
が
、
中
村
氏
は
本
書
刊
行
時
の
出
版
事

情
を
鑑
み
、「
こ
の
『
大
坂
物
語
』
の
出
版
は
徳
川
方
の
庇
護
な
く
し
て

は
、
と
て
も
動
け
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
し
、
そ
の
上
で
、

　

こ
の
本
の
表
面
は
、
東
西
の
諸
侯
勇
将
の
話
に
は
、
各
々
の
勇
敢
、

怯
懦
を
ま
じ
え
て
、
第
三
者
的
立
場
で
、
こ
の
合
戦
を
見
て
い
る
と

も
と
れ
る
が
、
一
度
、
角
度
を
改
め
て
、
詳
し
く
読
め
ば
、
天
下
の

権
は
、
こ
の
合
戦
の
結
末
を
も
っ
て
、
完
全
に
徳
川
氏
に
帰
し
た
と

の
、
宣
伝
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
を
出
す
に
つ
い
て
は
、

徳
川
方
、
例
え
ば
家
康
の
側
近
な
ど
の
積
極
的
な
動
き
が
あ
っ
た
も

の
と
想
像
す
る
。

と
、
徳
川
方
に
よ
る
政
治
的
・
宣
伝
的
意
図
の
も
と
に
成
立
・
刊
行
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
上
巻
末
に
名
が
挙
げ
ら
れ
称
賛
さ
れ
て
い
る
幕

僚
本
多
佐
渡
守
正
信
が
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。）

9
（

　

こ
れ
に
対
し
て
、
笹
川
祥
生
氏
は
、
中
村
氏
が
述
べ
た
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
性
を
示
し
た
書
物
」
と
す
る
説
を
首
肯
し
つ
つ
も
、

　

家
康
を
絶
賛
し
、
作
者
が
関
東
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
し
か
し
、
両
軍
将
士
の
言
動
は
是
々
非
々
の
立
場
で
記
さ
れ
、

こ
と
さ
ら
徳
川
勢
の
軍
功
を
称
え
る
意
図
が
あ
っ
た
と
も
思
え
な
い
。

作
者
と
し
て
は
、
い
ず
れ
に
荷
担
す
る
気
持
も
な
い
、
第
三
者
的
人

物
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

と
す
る
。）

10
（

ま
た
、
本
書
を
仮
名
草
子
の
中
に
位
置
付
け
る
渡
辺
守
邦
氏
は
、

　

事
変
の
報
道
を
志
し
つ
つ
、
舞
の
本
あ
る
い
は
軍
記
物
の
諸
作
に

基
づ
く
潤
色
を
、
戦
闘
場
面
そ
の
他
の
要
所
に
配
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
読
み
物
に
仕
立
て
上
げ
た

と
出
版
と
文
章
表
現
に
注
目
し
、
他
の
仮
名
草
子
に
み
ら
れ
る
発
想
や
文

体
と
の
類
似
性
か
ら
「
素
人
の
作
者
」
に
よ
る
作
で
あ
る
と
す
る
。）
11
（

　

こ
れ
ら
の
諸
論
を
踏
ま
え
再
検
討
を
行
っ
た
の
が
加
美
宏
氏
で
あ
り
、

加
美
氏
は
本
書
の
叙
述
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
立
場
に
つ
い
て
、

　

一
方
的
に
徳
川
方
の
立
場
・
視
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
と
は
判
定

で
き
に
く
く
、
か
な
り
公
平
に
、
第
三
者
的
な
立
場
や
視
点
か
ら
書

か
れ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る

と
し
、
こ
の
第
三
者
的
な
立
場
の
人
を
、

　

勝
利
者
・
体
制
側
を
意
識
し
た
筆
づ
か
い
と
、
一
般
大
衆
む
け
の

書
き
方
と
を
巧
み
に
使
い
わ
け
る
、
柔
軟
に
し
て
自
在
な
読
物
作
り

の
で
き
る
人

と
想
定
し
、
具
体
的
に
は
家
康
や
秀
忠
の
御
伽
衆
・
御
咄
衆
な
ど
が
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。）
12
（
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こ
の
よ
う
な
考
察
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
先
学
の
研
究
に
依

り
つ
つ
、
叙
述
の
立
場
と
作
者
圏
に
つ
い
て
、
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

上
巻
の
冒
頭
に
お
い
て
作
者
は
、

　

静
か
な
る
世
は
文
を
も
つ
て
し
、
乱
れ
た
る
国
を
武
を
以
す
と
、

太
公
望
が
教
へ
、
目
の
あ
た
り
に
思
ひ
あ
は
す
る
事
多
か
り
き

と
為
政
者
に
文
武
両
道
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
た
出
来
事
の
一
つ
と
し
て

大
坂
の
陣
を
位
置
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
合
戦
の
前
提
と
な
っ
た

関
ヶ
原
合
戦
の
顛
末
に
つ
い
て
述
べ
、
関
ヶ
原
合
戦
で
の
勝
利
に
よ
っ
て

大
御
所
様
（
家
康
）
の
治
世
と
な
り
、

　

無
道
を
罰
し
、
有
功
を
賞
禄
し
、
神
社
を
修
造
し
、
万
民
を
撫
で
、

政
道
を
け
つ
し
か
り
し
か
ば
、
九
州
四
海
関
東
に
帰
服
し
奉
り
、
諸

国
の
渇
仰
、
た
と
へ
ば
北
辰
の
其
所
に
い
て
、
衆
星
の
こ
れ
に
拱
す

る
が
ご
と
し

と
正
し
き
政
道
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
諸
大
名
が
家
康
に
付
き
従
い
、

太
平
の
世
と
な
っ
た
こ
と
を
記
す
。
作
者
は
、
こ
の
徳
川
の
治
世
を
「
堯

舜
の
御
代
、
延
喜
天
暦
の
聖
代
も
、
是
に
は
過
ぎ
じ
」
と
称
賛
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
御
所
と
将
軍
（
秀
忠
）
が
勝
山
、
岡
山
に
そ
れ
ぞ
れ
陣
を
進

め
、
諸
軍
勢
が
大
坂
城
に
迫
っ
た
際
に
は
、

　

天
神
地
祇
も
御
納
受
有
け
る
に
や
、（
中
略
）
諸
軍
勢
の
に
ぎ
は

ひ
、
い
よ
〳
〵
関
東
の
御
威
光
と
ぞ
見
え
し

と
徳
川
の
威
光
を
称
え
、
末
尾
で
は
、

　

慶
長
年
中
に
干
戈
起
こ
る
事
、
す
で
に
両
度
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、

関
東
御
武
勇
に
よ
つ
て
、
あ
る
時
は
、
一
戦
の
下
に
大
敵
を
滅
ぼ
し
、

た
ち
ま
ち
天
下
を
保
ち
、
あ
る
時
は
籌
を
帷
幄
の
内
に
め
ぐ
ら
し
、

暫
時
の
間
に
城
郭
を
破
り
、
す
な
は
ち
国
を
治
め
給
ふ
、
文
武
二
道

の
名
将
、
上
古
に
も
例
な
し
、
末
代
に
も
有
り
難
し

と
関
ヶ
原
合
戦
、
大
坂
冬
の
陣
の
両
合
戦
に
武
勇
と
智
謀
を
も
っ
て
勝
利

し
天
下
の
権
を
確
立
し
た
徳
川
の
文
武
を
称
揚
し
、

　

新
た
ま
の
年
立
ち
か
へ
れ
ば
、
名
に
お
ふ
難
波
の
梅
も
、
今
を
盛

り
と
花
咲
き
て
、
匂
ひ
は
四
面
に
あ
ま
ね
く
、
君
が
世
の
た
め
に
植

へ
し
住
吉
の
松
も
、
今
年
よ
り
も
な
を
万
歳
を
呼
ば
ふ
声
、
い
よ
〳
〵

天
下
太
平
、
国
土
安
穏
、
め
で
た
き
事
に
ぞ
な
り
に
け
る

と
、
徳
川
の
治
世
と
な
っ
た
こ
と
を
言
祝
い
だ
所
で
上
巻
を
擱
筆
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
表
現
の
多
く
は
舞
の
本
や
軍
記
物
、
謡
曲
の
一
節
、
故
事
や

常
套
表
現
な
ど
か
ら
成
る
が
、
巻
頭
・
巻
末
表
現
の
内
容
と
そ
の
あ
り
方

か
ら
、
上
巻
の
作
者
に
よ
っ
て
一
定
の
意
図
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
、
そ
こ
に
は
徳
川
の
治
世
を
称
賛
す
る
徳
川
方
視
点
が
窺
え
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
視
点
は
中
村
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
出
版
に

際
し
て
の
徳
川
方
の
庇
護
や
、
叙
述
対
象
と
な
る
合
戦
直
後
の
刊
行
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
刊
行
さ
れ
た
当
時
の
社
会
で
あ
る
徳
川
治
世
に
対
す
る
配
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慮
な
ど
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
下
巻
末
尾
に
お
い
て
も
み
ら
れ
、

　

今
度
大
坂
表
に
て
の
、
忠
不
忠
を
聞
こ
し
召
し
明
め
、
忠
有
輩
に

は
、
望
に
優
る
金
銀
、
領
地
を
下
さ
れ
、
不
忠
不
義
の
輩
、
根
を
切
、

枝
を
枯
ら
し
て
刑
戮
に
行
は
れ
し
か
ば
、
忠
臣
は
進
み
、
侫
者
は
退

き
て
、
い
よ
〳
〵
四
つ
の
海
八
州
の
外
も
波
静
か
な
る
代
な
れ
ば
、

か
ゝ
る
め
で
た
き
天
下
の
守
護
は
、
上
古
に
も
未
だ
な
し
、
末
代
と

て
も
あ
り
が
た
し
。
た
ゞ
こ
の
君
の
御
寿
命
、
万
歳
〳
〵
万
々
歳
と

祝
し
た
て
ま
つ
る
。

と
合
戦
後
の
賞
罰
を
厳
重
に
行
い
、
天
下
に
静
謐
を
も
た
ら
し
た
徳
川
の

威
光
を
称
え
、
徳
川
の
世
の
永
続
と
家
康
の
長
寿
を
祝
福
す
る
。
平
穏
な

世
と
な
っ
た
こ
と
と
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
勝
者
、
為
政
者
を
称
賛
す
る
こ

と
で
物
語
を
終
え
る
こ
と
は
、
後
期
軍
記
の
物
語
の
擱
筆
の
常
套
的
な
も

の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

合
戦
を
描
く
場
面
で
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
是
々
非
々
の
立
場
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
阿
部
氏
や
加
美
氏
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
個
々
の
記
述
の
元
と
な
っ
た
史
料
の
特
定
と
本
書

と
の
比
較）
13
（

を
さ
ら
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
加

美
氏
の
簡
潔
で
要
を
得
た
指
摘
が
あ
る
の
で
挙
げ
て
お
く
。）

14
（

　
『
大
坂
物
語
』
上
巻
に
お
け
る
関
東
・
大
坂
両
軍
の
戦
い
の
具
体
的

な
描
写
や
評
言
な
ど
を
検
討
し
て
み
る
と
、
徳
川
方
も
豊
臣
方
も
、

あ
ま
り
わ
け
へ
だ
て
な
く
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
盛
ん
な
戦

意
・
武
勇
・
智
略
な
ど
が
賞
揚
さ
れ
、
感
嘆
さ
れ
る
一
方
、
無
節
操
・

無
思
慮
・
卑
怯
な
振
舞
い
な
ど
は
、
両
者
と
も
に
批
判
や
嘲
笑
を
う

け
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
一
方
的
に
徳
川
方
の
立

場
・
視
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
と
は
判
定
で
き
に
く
く
、
か
な
り
公

平
に
、
第
三
者
的
な
立
場
や
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
と
い
え
そ
う

で
あ
る
。

　

な
お
、
合
戦
描
写
で
は
な
い
が
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。
中
村
氏
が

成
立
に
関
与
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
、
本
多
佐
渡
守
正
信
に
つ

い
て
の
記
述
で
あ
る
。

　

こ
ゝ
に
、
本
多
佐
渡
守
と
い
ふ
人
、
七
十
に
し
て
矩
を
踰
え
ず
、

智
略
の
深
き
事
、
陶
朱
公
も
恥
ぢ
ぬ
べ
し
。
君
と
云
臣
と
い
ひ
、
漢

家
に
も
本
朝
に
も
、
た
ぐ
ひ
な
き
事
ど
も
な
り
。

　

こ
の
記
述
は
先
に
引
用
し
た
上
巻
末
の
徳
川
の
文
武
を
称
揚
し
た
記
述

と
徳
川
の
治
世
を
言
祝
い
だ
記
述
の
間
に
位
置
す
る
。
加
美
氏
が
「
君
で

あ
る
家
康
・
秀
忠
と
並
べ
て
、
ほ
と
ん
ど
唐
突
と
も
み
え
る
称
賛
を
う
け

て
い
る
」
と
す
る）
15
（

よ
う
に
、
正
信
に
つ
い
て
の
記
述
は
こ
こ
だ
け
で
あ
り
、

合
戦
に
お
け
る
働
き
は
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
秀
忠
の
執
政
と
し

て
の
位
置
に
あ
っ
た
人
物
と
は
い
え
、
こ
の
場
で
称
賛
さ
れ
る
必
然
性
が
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認
め
ら
れ
ず
、
や
は
り
唐
突
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
下
巻
で
は
、
正
信
の
末
子
で
あ
る
本
多
大
隅
守
忠
純
に
対
し
、

　

本
多
大
隅
守
は
、
大
樹
の
老
臣
佐
渡
守
の
末
子
に
て
あ
り
け
る
が
、

つ
ね
に
武
勇
を
好
ま
れ
け
る
間
、
あ
ひ
集
ま
る
者
み
な
甲
斐
〴
〵
し

き
者
ど
も
多
か
り
け
り
。
そ
の
故
に
度
々
大
坂
勢
追
ひ
ま
く
り
、
首

数
多
く
打
つ
取
り
け
れ
ば
、
両
御
所
も
こ
と
に
感
じ
仰
せ
ら
れ
、
諸

大
名
も
ほ
め
け
れ
ば
、
う
ら
や
ま
ぬ
者
こ
そ
な
か
り
け
れ
。

と
い
う
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。
下
巻
は
徳
川
方
・
豊
臣
方
両
軍
諸
将
の
活

躍
や
最
期
が
人
物
ご
と
に
羅
列
す
る
形
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ

に
こ
の
忠
純
評
が
あ
る
が
、
他
の
諸
将
の
記
述
と
は
異
な
り
具
体
的
な
活

躍
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、「
両
御
所
も
こ
と
に
感
じ
仰
せ
ら

れ
」
と
家
康
・
秀
忠
の
御
感
に
ま
で
言
及
す
る
こ
と
で
そ
の
武
勇
が
高
く

称
賛
さ
れ
て
お
り
、
他
の
諸
将
の
評
価
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
正
信

と
そ
の
子
忠
純
に
対
し
、
唐
突
で
過
度
と
も
言
え
る
評
価
が
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
よ
う
な
叙
述
の
背
景
に
は
作
者
の
構
想
や
立
場
と
い
っ
た
も
の

が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
思
わ
れ
、
や
は
り
正
信
周
辺
の
者
に
よ
る
何
か
し

ら
の
関
わ
り
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、

こ
の
人
物
評
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
正
信
周
辺
の
者
の
関
与
を
想
起

さ
せ
る
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
写
本
に
は
み
ら
れ
ず
、
版
本
『
大
坂
物
語
』

に
の
み
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
の
上
巻
に
お

け
る
版
本
と
写
本
の
相
違
と
と
も
に
次
項
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

二　

写
本
と
の
相
違
点

　

版
本
は
上
下
巻
と
も
合
戦
直
後
に
成
立
し
、
古
活
字
本
・
整
版
本
の
形

で
広
く
流
布
し
た
の
に
対
し
、
写
本
は
、
現
存
で
は
天
理
図
書
館
所
蔵
の

上
下
二
巻
の
一
本
の
み
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
写
本
に
つ
い
て
は
、
中
村

氏
、
青
木
晃
氏
に
よ
る
資
料
紹
介
・
解
説
が
あ
り
、
そ
の
成
立
に
は
、
上

巻
に
お
い
て
は
版
本
の
影
響
が
認
め
ら
れ
、
寛
永
（
一
六
二
四
〜
一
六
四

四
）
か
、
寛
文
（
一
六
六
一
〜
一
六
七
三
）
を
下
ら
な
い
時
期
の
成
立
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
作
者
に
つ
い
て
は
豊
臣
贔
屓
の

叙
述
で
仏
教
的
詠
嘆
や
御
伽
草
子
的
な
形
容
が
窺
え
る
こ
と
、
夏
の
陣
緒

戦
で
討
死
し
た
塙
（
半
野
）
団
右
衛
門
の
最
期
に
つ
い
て
の
叙
述
の
饒
舌

ぶ
り
な
ど
か
ら
、
か
つ
て
禅
林
に
あ
っ
て
鉄
牛
と
称
し
た
団
右
衛
門
の
知

人
の
僧
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。）
16
（

　

既
に
青
木
氏
に
よ
っ
て
、
上
巻
部
分
の
版
本
と
写
本
の
挿
話
構
成
に
つ

い
て
の
対
校
表
が
示
さ
れ
て
い
る）

17
（

が
、
こ
こ
で
は
両
者
に
記
事
が
存
す
る

も
の
の
叙
述
内
容
が
異
な
る
箇
所
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
描
か
れ
方

に
注
目
す
る
こ
と
で
、
叙
述
の
立
場
な
ど
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
は
、
豊
臣
方
の
将
薄
田
隼
人
佑
兼
相
が
守
る
伯
楽
が
淵
砦
を
徳
川
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方
の
石
川
主
殿
助
忠
総
ら
が
攻
め
寄
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
る
。）

18
（

　

版
本
で
は
、
ま
ず
明
け
方
に
石
川
勢
二
千
余
騎
が
伯
楽
が
淵
に
押
し
寄

せ
、
こ
れ
に
対
し
砦
の
薄
田
勢
が
弓
鉄
砲
を
打
ち
掛
け
、
鑓
・
長
刀
で
応

戦
し
た
も
の
の
、
忠
総
の
決
死
の
覚
悟
の
猛
攻
に
よ
り
、
薄
田
勢
が
船
場

へ
逃
げ
込
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、

　

折
ふ
し
薄
田
は
大
坂
に
あ
り
け
る
が
、
此
よ
し
を
聞
き
、
船
場
表

へ
駆
け
出
る
。
石
川
な
を
薄
田
を
討
た
ん
と
て
、
お
め
い
て
懸
か
れ

ば
、
薄
田
叶
は
じ
と
や
思
ひ
け
ん
、
船
場
へ
逃
げ
籠
り
、
毛
利
豊
前

守
に
使
者
を
立
、「
後
詰
め
を
な
さ
れ
候
へ
。
一
合
戦
つ
か
ま
つ
ら

ん
」
と
い
ふ
。
豊
前
守
の
返
事
に
は
、「
先
を
せ
よ
な
ら
ば
、
参
り
候

べ
し
。
後
詰
め
な
ら
ば
、
仕
る
ま
じ
き
」
と
い
は
れ
け
る
。
薄
田
す

べ
き
や
う
は
な
し
。
郎
等
ど
も
を
討
た
せ
な
が
ら
、
す
ご
〳
〵
と
大

坂
へ
引
き
退
ぞ
く
。
い
か
な
る
者
か
し
た
り
け
ん
、
一
首
の
狂
歌
を

立
け
り
。

伯
楽
が
淵
に
も
身
を
ば
投
げ
よ
か
し
す
す
き
た
な
く
も
逃
げ
て

来
ん
よ
り

　
「
い
ら
ぬ
所
に
人
数
を
出
し
、
う
ち
殺
さ
れ
、
味
方
の
弱
り
を
し
た

り
」
と
口
〴
〵
に
申
せ
ば
、
隼
人
佑
、
面
目
な
ふ
ぞ
見
え
に
け
る
。

と
砦
の
守
将
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
攻
め
ら
れ
た
際
に
不
在
で
あ
っ
た
こ

と
、
船
場
表
で
の
対
応
の
悪
さ
、
後
詰
め
を
断
ら
れ
た
た
め
に
退
却
し
、

む
ざ
む
ざ
と
味
方
を
討
死
さ
せ
て
し
ま
っ
た
兼
相
を
、
狂
歌
と
人
口
を
介

し
て
痛
烈
に
非
難
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
写
本
は
、

　

城
の
内
よ
り
は
薄
田
隼
人
高（
不
読
）
□
と
名
乗
て
か
け
合
、
さ
ん
〴
〵
に

た
ゝ
か
い
け
る
。
御
本
城
に
て
は
秀
頼
の
御
見
物
な
り
。
諸
勢
の
者

は
、
川
越
な
れ
ば
よ
す
べ
き
様
も
な
し
。
い
づ
れ
も
見
物
し
け
れ
ば
、

は
れ
な
ら
ず
と
い
う
事
な
し
。
さ
れ
ど
も
、
石
川
主
殿
兼
て
期
た
る

事
な
れ
ば
、
命
を
捨
て
我
さ
き
に
と
す
ゝ
み
し
か
ば
、
薄
田
か
な
わ

じ
と
や
お
も
ひ
け
ん
、
大
手
を
さ
し
て
引
け
る
を
、
こ
ゝ
か
し
こ
に

て
お
つ
つ
め
三
十
余
人
切
ふ
せ
、
大
勢
に
手
を
お
ふ
せ
、
我
陣
さ
し

て
引
に
け
る
。
む
か
し
田
村
・
と
し
ひ
と
・
つ
な
・
き
ん
と
き
が
ふ

る
ま
い
も
、
是
に
は
い
か
で
ま
さ
る
べ
し
と
ぞ
申
け
る
。
其
後
、
何

も
の
や
ら
ん
、
大
手
の
も
ん
に
二
首
の
け
う
か
を
書
付
け
り
。

人
ご
と
に
命
は
た
れ
も
お
し
け
れ
ど

　
　
　
　
　

す
ゝ
き
た
な
く
も
に
げ
に
け
る
か
な

石
川
に
あ
た
れ
ば
き
る
ゝ
糸
ぐ
そ
く

　
　
　
　
　

高
さ
ね
も
は
や
や
う
に
た
ゝ
ば
や

と
伯
楽
が
淵
で
の
合
戦
で
あ
る
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
秀
頼
が
大
坂

城
よ
り
見
守
る
晴
れ
の
場
で
、
兼
相
が
懸
命
に
応
戦
し
た
と
す
る
。
こ
こ

で
も
兼
相
の
引
き
退
き
に
対
し
、
落
首
を
通
し
て
非
難
が
さ
れ
て
い
る
が
、

兼
相
が
合
戦
の
場
に
い
な
か
っ
た
と
は
せ
ず
、
常
套
的
な
表
現
で
は
あ
る
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が
、「
坂
上
田
村
麻
呂
・
利
仁
将
軍
・
渡
辺
綱
・
坂
田
公
時
」
を
引
き
合
い

に
出
し
、
そ
の
武
勇
を
記
す
落
首
を
付
加
す
る
こ
と
で
忠
総
の
活
躍
を
よ

り
強
調
し
、
版
本
が
痛
烈
に
行
っ
た
兼
相
に
対
す
る
非
難
を
相
対
的
に
和

ら
げ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
写
本
の
こ
の
叙
述
は
、
版
本
と
比
較
す
る
と

兼
相
擁
護
の
豊
臣
方
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。

　

次
に
、
最
も
大
き
な
相
違
を
み
せ
る
記
事
と
し
て
、
大
坂
城
惣
構
の
東

南
端
に
築
か
れ
た
真
田
丸
と
称
さ
れ
る
砦
に
お
け
る
豊
臣
方
の
真
田
左
衛

門
佐
信
繁
勢
と
徳
川
方
の
松
平
（
前
田
）
筑
前
守
利
常
・
井
伊
掃
部
助
直

孝
・
越
前
少
将
（
松
平
忠
直
）
勢
と
の
攻
防
を
描
く
箇
所
を
取
り
あ
げ
る
。

　

版
本
で
は
ま
ず
、
徳
川
勢
の
真
田
丸
へ
の
進
撃
に
先
立
ち
、
信
繁
が
策

を
弄
し
て
真
田
丸
の
前
に
あ
る
篠
山
と
い
う
藪
に
徳
川
勢
を
お
び
き
寄
せ

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
松
平
筑
前
守
の
先
手
で
あ
る
本
多
安
房
守
政
重
が

篠
山
に
押
し
寄
せ
鬨
を
上
げ
た
が
、
反
応
が
な
く
、
真
田
勢
は
既
に
出
丸

に
引
き
退
い
て
い
た
た
め
引
き
上
げ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
信
繁
が
出
丸

の
矢
切
の
上
か
ら
、「
か
た
〴
〵
は
篠
山
に
勢
子
を
入
れ
、
雉
狩
を
し
給
ふ

か
。
日
比
は
雉
も
あ
り
つ
れ
共
、
此
程
の
鉄
砲
に
ゆ
か
を
替
へ
て
候
。
御

つ
れ
〴
〵
に
も
候
は
ゞ
、
此
城
へ
懸
か
ら
せ
給
へ
。
い
く
さ
し
て
遊
ば
ん
」

と
挑
発
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
政
重
が
「
も
つ
と
も
の﹇
所
脱
カ
﹈

存
に
て
候
」
と
応

え
て
采
を
振
り
真
っ
先
に
攻
め
か
か
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
叙
述
に
つ
い
て

加
美
氏
は
、「
肩
す
か
し
を
く
わ
せ
て
敵
を
翻
弄
し
、
口
舌
を
ふ
る
っ
て
相

手
を
圧
倒
し
て
、「
い
く
さ
し
て
遊
」
ん
で
い
る
真
田
の
面
目
が
躍
如
と
し

て
お
り
、
作
者
は
、
豊
臣
方
に
肩
入
れ
し
て
い
る
か
と
さ
え
思
わ
せ
る
も

の
が
あ
る
」
と
す
る
。）

19
（

真
田
丸
を
め
ぐ
る
攻
防
に
お
け
る
信
繁
の
活
躍
は

こ
こ
の
み
で
あ
り
、
ま
た
、
下
巻
の
諸
将
の
戦
功
部
分
に
お
い
て
も
、「
関

ヶ
原
の
一
乱
以
後
、
高
野
の
住
ま
ゐ
を
仕
り
、
む
な
し
く
月
日
を
送
る
所

に
、
幸
に
此
乱
出
で
き
て
、
か
た
じ
け
な
く
も
故
太
閤
相
国
の
御
子
、
右

大
臣
秀
頼
公
に
、
一
人
当
千
と
頼
ま
れ
申
た
る
、
真
田
左
衛
門
佐
と
は
我

が
事
也
。
心
あ
ら
ん
若
者
ど
も
、
我
が
首
取
つ
て
将
軍
の
御
感
に
預
か
ら

ぬ
か
」
と
名
乗
り
、
鉄
砲
で
射
抜
か
れ
馬
よ
り
落
ち
た
所
を
越
前
少
将
の

郎
従
に
討
た
れ
た
と
す
る
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
真
田
丸
で
の

攻
防
に
お
け
る
作
者
の
主
眼
は
、
信
繁
の
活
躍
を
描
く
こ
と
と
は
別
な
所

に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

版
本
は
こ
の
信
繁
と
政
重
の
詞
戦
い
に
続
け
て
、
そ
の
夜
、
越
前
少
将

の
先
手
が
真
田
丸
に
押
し
寄
せ
た
こ
と
、
越
前
勢
の
「
年
の
ほ
ど
十
四
五

と
見
え
た
る
」
若
武
者
が
、
後
見
の
制
止
を
振
り
払
っ
て
先
駆
け
を
し
た

こ
と
、
松
平
筑
前
・
越
前
少
将
両
勢
の
進
撃
を
受
け
て
井
伊
勢
が
出
し
抜

き
を
す
べ
く
押
し
寄
せ
た
こ
と
、
松
平
筑
前
・
越
前
少
将
・
井
伊
勢
の
猛

攻
に
も
関
わ
ら
ず
事
態
は
進
展
せ
ず
各
勢
と
も
退
却
す
る
こ
と
に
な
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
、
信
繁
と
詞
戦
い
を
し
た
本
多
政
重
と

越
前
勢
の
先
駆
け
を
し
た
若
武
者
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。
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政
重
に
つ
い
て
は
、
詞
戦
い
の
他
、
筑
前
勢
の
引
き
退
き
に
際
し
て
、

山
崎
閑
斎
と
い
う
法
師
武
者
と
の
間
に
殿
争
い
が
あ
り
、
互
い
に
相
手
に

退
却
を
勧
め
る
も
一
歩
も
退
か
ず
、
閑
斎
が
「
法
師
の
役
に
、
先
に
参
る
」

と
折
れ
た
こ
と
で
、
政
重
も
漸
く
退
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
作
者

に
よ
る
評
言
は
な
い
が
、
彼
の
武
勇
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
越
前
勢
の
若
武
者
に
つ
い
て
は
、
越
前
勢
の
殿
を
つ
と
め
、
城

内
の
真
田
勢
か
ら
の
「
只
今
後
に
引
か
せ
給
ふ
は
、
よ
し
あ
る
人
躰
と
見

申
て
候
。
ま
さ
な
く
も
引
か
せ
給
ふ
も
の
か
な
。
返
さ
せ
給
へ
」
と
の
呼

び
か
け
に
対
し
、「
返
す
に
か
た
き
事
か
」
と
言
っ
て
刀
を
振
る
っ
て
応
じ

よ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
れ
を
周
囲
の
人
々
が
「
鎧
の
袖
に
す
が
り
付
」
い

て
引
き
留
め
た
こ
と
、
若
武
者
の
こ
の
勇
敢
な
行
為
を
「
あ
つ
ぱ
れ
武
者
。

英
雄
け
つ
程
の
勇
士
と
も
、
か
か
る
人
を
や
申
べ
き
」
と
一
同
が
称
賛
し

た
こ
と
を
記
す
。
そ
し
て
、
そ
の
若
武
者
を
「
越
前
少
将
の
御
弟
に
松
平

出
羽
守
と
申
て
、
生
年
十
五
に
な
ら
せ
給
ふ
。
た
ぐ
ひ
な
き
事
共
な
り
」

と
素
性
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
そ
の
武
勇
を
褒
め
称
え
て
い
る
。

　

版
本
で
は
、
こ
の
二
人
の
動
向
が
注
目
さ
れ
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
作
者
の
主
眼
は
寄
手
の
徳
川
方
の
動
向
を
描
く
こ
と
、

中
で
も
本
多
政
重
と
松
平
出
羽
守
直
政
の
武
勇
を
称
賛
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
写
本
は
、
信
繁
と
政
重
の
詞
戦
い
、
本
多
政
重
・
松
平
直

政
の
活
躍
と
い
っ
た
版
本
が
描
い
て
き
た
も
の
を
一
切
描
か
ず
、
松
平
筑

前
守
の
呼
び
か
け
に
よ
り
筑
前
勢
と
井
伊
勢
が
同
時
に
鬨
の
声
を
上
げ
て

攻
め
た
こ
と
、
真
田
勢
が
打
っ
て
出
た
こ
と
を
記
す
。
信
繁
に
つ
い
て
は
、

　

真
田
左
衛
門
吉
清
其
勢
弐
万
余
騎
に
て
打
て
出
る
。
卯
ノ
刻
よ
り

矢
合
を
し
て
、
お
つ
か
け
の
り
ま
は
し
、
か
け
み
だ
し
て
ぞ
戦
け
る
。

或
は
指
違
組
打
し
、
或
は
い
た
で
う
す
で
を
お
ゐ
、
馬
の
上
よ
り
落

る
も
有
。
さ
ん
〴
〵
に
た
ゝ
か
い
し
は
、
一
日
の
合
戦
に
真
田
が
手

に
か
け
、
く
つ
き
や
う
の
兵
者
百
六
拾
騎
打
け
れ
ば
、
又
よ
せ
て
の

方
へ
も
さ
な
た
が
ら
う
ど
う
七
十
三
騎
う
ち
に
け
り
。
其
日
も
既
に

暮
け
れ
ば
、
敵
も
味
方
も
相
引
に
こ
そ
引
に
け
り
。

と
、
策
略
を
廻
ら
し
敵
を
困
惑
さ
せ
る
智
将
と
し
て
の
側
面
は
描
か
れ
な

く
な
っ
た
が
、
政
重
や
直
政
と
い
っ
た
徳
川
方
将
士
の
武
勇
も
描
か
れ
て

い
な
い
た
め
、
敵
の
猛
攻
に
対
し
勇
敢
に
打
っ
て
出
た
こ
と
が
前
面
に
押

し
出
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
主
眼
は
真
田
の
武
勇
を
描
き

称
賛
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
真
田
丸
の
攻
防
を
描
い

た
記
述
に
お
い
て
も
、
徳
川
方
の
武
勇
を
描
く
版
本
に
対
し
、
写
本
は
豊

臣
方
に
寄
っ
た
立
場
を
取
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
こ
ま
で
徳
川
方
・
豊
臣
方
と
い
っ
た
立
場
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
箇

所
を
見
て
き
た
が
、
別
な
観
点
で
の
相
違
と
し
て
、
冬
の
陣
の
扱
い
に
つ

い
て
の
記
述
を
取
り
上
げ
て
お
く
。
ま
ず
版
本
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
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将
軍
よ
り
大
御
所
へ
仰
せ
ら
れ
け
る
は
、「
諸
軍
勢
み
な
堀
ぎ
は
ま

で
仕
寄
り
候
へ
ば
、
二
三
日
の
う
ち
に
総
攻
め
申
付
候
べ
し
」
と
御

申
あ
り
け
れ
ば
、
大
御
所
の
御
諚
に
は
、「
総
攻
め
の
事
、
ま
づ
〴
〵

待
た
せ
給
ふ
べ
し
。
此
城
た
と
ひ
外
側
を
取
り
た
り
共
、
二
三
の
丸

を
落
と
し
難
か
る
べ
し
。（
中
略
）
只
我
に
ま
か
せ
て
、
し
ば
し
待
ち

給
へ
」
と
の
御
諚
な
れ
ば
、
将
軍
力
及
ば
せ
給
は
で
、
総
攻
め
を
延

べ
ら
る
。
そ
の
後
、
大
御
所
、
本
多
上
野
介
を
召
さ
れ
、「
城
の
様
、

さ
す
が
に
秀
頼
は
若
し
、
御
ふ
く
ろ
は
女
儀
な
り
。
家
中
は
み
な
小

身
の
者
、
又
は
新
参
の
集
ま
り
者
な
れ
ば
、
今
は
や
心
ま
ち
〳
〵
に

な
り
て
、
か
た
き
事
あ
ら
じ
。
扱
を
入
て
見
よ
」
と
の
御
諚
な
り
。

　

こ
こ
で
は
、
将
軍
秀
忠
に
よ
る
総
攻
め
の
提
案
に
対
し
、
大
御
所
家
康

が
信
長
・
秀
吉
の
例
を
出
し
て
大
坂
城
の
守
り
が
堅
い
こ
と
な
ど
を
理
由

に
斥
け
、
本
多
上
野
介
正
純
に
扱
い
を
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
家
康
の

意
を
受
け
た
正
純
の
命
に
よ
り
京
極
若
狭
守
が
使
者
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
写
本
は
、
諸
国
の
大
名
小
名
が

総
攻
め
を
将
軍
秀
忠
に
訴
訟
し
た
と
記
し
、

　

爰
に
本
多
佐
渡
守
正
信
と
い
ふ
も
の
有
。
将
軍
の
御
前
に
畏
て
申

け
る
は
、「
尤
わ
ふ
ぜ
い
を
以
せ
め
給
ば
、
な
ど
か
は
落
ざ
ら
ん
。
去

な
が
ら
、
と
が
わ
を
取
、
二
三
の
城
に
か
ゝ
り
し
か
ば
、
味
方
の
御

勢
多
く
う
た
る
べ
し
。（
中
略
）
御
あ
つ
か
い
お
も
あ
そ
ば
し
候
へ
か

し
」
と
申
上
ば
、
将
軍
聞
召
、「
誠
に
若
大
将
な
れ
ば
、
御
あ
つ
か
い

を
も
入
ば
や
」
と
て
、
京
極
若
狭
守
を
め
さ
れ
の
給
ひ
け
る
は
、「
名

城
成
と
云
共
、
諸
勢
を
は
や
あ
つ
め
か
け
候
へ
ば
、
も
う
せ
い
を
以

せ
め
お
と
さ
ん
事
何
之
子
細
有
べ
か
ら
ず
。
然
共
、
一
つ
は
ゑ
ん
者
、

又
は
太
閤
の
一
子
な
れ
ば
、
彼
是
以
不
便
候
。
今
日
よ
り
た
が
ひ
の

ゆ
み
矢
を
と
め
給
は
ゞ
、（
中
略
）」
と
て
、

と
、
本
多
正
信
の
信
長
・
秀
吉
の
例
を
挙
げ
た
進
言
に
よ
り
秀
忠
が
扱
い

を
命
じ
京
極
若
狭
守
を
使
者
と
し
て
遣
わ
し
た
と
す
る
。
さ
ら
に
和
議
の

成
立
と
大
御
所
・
将
軍
・
諸
大
名
の
引
き
退
き
と
を
記
し
た
後
、

　

誠
に
此
将
軍
は
た
ゞ
人
に
は
あ
ら
ず
。
果
報
目
出
度
し
て
知
恵
才

覚
さ
へ
世
に
こ
へ
、
大
国
迄
も
名
を
得
し
城
な
れ
共
、
さ
つ
し
の
間

に
平
城
と
な
し
、
剰
諸
軍
勢
の
告マ
 
マ身

を
や
め
、
国﹇

土
カ
﹈

□
豊
か
に
成
事
も
、

偏
に
い
み
じ
き
は
か
り
事
を
め
ぐ
ら
し
給
ふ
故
也
。
文
武
二
道
の
名

将
、
上
古
に
も
末
代
に
も
有
難
か
り
し
将
軍
か
な
と
、
時
の
人
々
か

ん
じ
け
り
。

と
、
版
本
で
は
「
関
東
御
武
勇
に
よ
つ
て
」
と
し
て
や
や
表
現
が
異
な
る

所
を
、
写
本
は
「
将
軍
」
と
す
る
こ
と
で
、
扱
い
を
命
じ
て
平
和
を
も
た

ら
し
た
秀
忠
を
称
賛
し
て
い
る
。
写
本
に
見
ら
れ
る
こ
の
秀
忠
称
賛
の
叙

述
は
、
徳
川
方
視
点
や
豊
臣
方
視
点
と
い
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
版

本
の
内
容
を
も
と
に
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
写
本
の
作
者
が
著
述
当
時
の
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社
会
を
意
識
し
て
改
変
し
た
表
現
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

版
本
『
大
坂
物
語
』
上
巻
部
分
の
叙
述
を
中
心
に
、
作
者
の
立
場
や
写

本
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
批
評
部
分
の
叙
述
は
、
豊
臣
・
徳

川
の
両
者
に
み
ら
れ
、
批
判
に
お
い
て
も
両
陣
の
武
将
の
言
動
に
対
し
て

同
様
に
行
わ
れ
て
お
り
、
一
方
の
側
だ
け
が
強
く
非
難
さ
れ
て
い
る
と
は

認
め
が
た
い
。
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
箇
所
の
多
さ
で
い
え
ば
、
む
し
ろ

徳
川
方
の
武
将
に
対
す
る
批
判
の
方
が
多
い
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
真
田
丸
で
の
攻
防
に
お
け
る
叙
述
の
あ
り
よ
う
な
ど
に
お
い
て
、

徳
川
方
将
士
の
活
躍
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
徳
川
方
の
活

躍
を
描
く
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
さ
ら
に
、
本
書
が
合

戦
直
後
に
出
版
さ
れ
、
そ
の
中
に
勝
者
で
あ
る
徳
川
方
の
武
将
に
対
す
る

批
判
的
な
表
現
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
徳
川
方
の
将
士

に
対
す
る
批
判
的
な
表
現
は
、
批
判
と
い
う
よ
り
も
将
士
た
ち
の
活
躍
・

失
敗
を
面
白
お
か
し
く
語
ろ
う
と
す
る
物
語
的
・
咄
的
側
面
と
捉
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
本
書
で
は
、
徳
川
方
将
士
た
ち
の
中
で
も
本
多
正
信
と
そ
の
子
正

純
・
政
重
・
忠
純
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
正
純
に
つ
い

て
は
、
大
御
所
家
康
の
意
向
を
伝
え
、
扱
い
を
下
達
す
る
役
目
を
担
う
側

近
と
し
て
そ
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
些
か
様
相
を
異
に
す
る
が
、

正
信
・
忠
純
に
対
し
て
は
唐
突
と
も
い
え
る
称
賛
が
な
さ
れ
、
政
重
に
つ

い
て
は
合
戦
に
お
け
る
中
心
人
物
と
し
て
活
躍
と
と
も
に
武
勇
が
称
賛
さ

れ
て
い
る
。
正
信
は
、
大
坂
の
陣
当
時
は
将
軍
秀
忠
の
側
近
と
し
て
、
ま

た
、
家
康
か
ら
絶
大
の
信
頼
を
得
た
腹
心
と
し
て
、
幕
府
権
力
の
中
枢
に

い
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
子
息
も
皆
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
や
は
り
本
書
の
成
立
・
出
版
に
本
多
氏
の
関
与
、
あ
る
い
は

影
響
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

嫡
男
正
純
だ
け
が
そ
の
叙
述
の
様
相
を
異
に
す
る
こ
と
に
も
何
か
し
ら
の

意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
正
信
・
正
純
父
子
は
長
き
に

わ
た
り
大
久
保
忠
隣
ら
と
権
力
抗
争
を
行
っ
て
お
り
、
慶
長
十
九
年
（
一

六
一
四
）
正
月
の
忠
隣
失
脚
ま
で
の
間
に
、
抗
争
に
関
連
し
た
事
件
が
起

こ
っ
て
お
り
、
同
十
七
年
（
一
六
一
二
）
三
月
に
正
純
家
臣
の
岡
本
大
八

が
収
賄
に
よ
り
処
刑
さ
れ
た
一
件
も
そ
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。）
20
（

こ

の
事
件
に
よ
る
正
純
の
権
威
に
対
す
る
影
響
が
、
本
書
の
正
純
の
叙
述
と

関
係
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
現
段
階
で
は
推
測
の
域
を
出
な
い
。

今
後
こ
の
よ
う
な
背
景
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

対
し
て
写
本
は
、
版
本
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
徳
川
方
武
将
の
活
躍
・

称
賛
部
分
を
削
除
し
、
豊
臣
方
武
将
の
活
躍
を
記
す
だ
け
で
な
く
、
豊
臣
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方
武
将
に
対
す
る
批
判
を
和
ら
げ
る
と
い
っ
た
形
で
豊
臣
方
寄
り
の
立
場

を
と
っ
て
い
た
。
一
方
で
、
成
立
当
時
の
社
会
に
対
す
る
配
慮
も
窺
え
た
。

　

以
上
、
先
学
に
依
り
つ
つ
そ
の
叙
述
を
み
て
き
た
が
、
依
拠
資
料
や
出

版
に
よ
る
社
会
へ
の
影
響
、
下
巻
の
叙
述
等
、
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
ま

た
、
本
稿
で
は
成
立
当
初
の
姿
を
と
ど
め
る
古
活
字
版
第
一
種
本
文
を
取

り
上
げ
た
が
、
第
一
種
か
ら
第
五
種
、
さ
ら
に
は
整
版
本
へ
と
版
行
に
伴

い
そ
の
本
文
が
変
容
し
て
い
く
こ
と
に
注
目
し
、
本
稿
に
お
い
て
も
言
及

し
た
関
ヶ
原
合
戦
記
事
等
の
様
相
か
ら
、
本
書
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
ら

れ
た
柳
沢
昌
紀
氏
の
御
論）
21
（

も
踏
ま
え
、
本
文
の
変
容
に
よ
る
本
書
の
性
格

と
、
写
本
の
成
立
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
が
、
そ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
、
別
稿
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し

た
い
。

〔
注
〕

（
1
） 

『
戦
国
軍
記
事
典　

天
下
統
一
篇
』「
大
坂
の
陣
」
概
説
（
青
木
晃

氏
執
筆
）（
古
典
遺
産
の
会
編
、
和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
等
参
照
。

（
2
） 

川
瀬
一
馬
氏
「
大
坂
物
語
の
研
究
」（「
書
誌
学
」
一
巻
四
号
、
一

九
三
三
年
七
月
、
の
ち
『
増
補
古
活
字
版
の
研
究
』
一
九
六
七
年
に
収

載
）、
中
村
幸
彦
氏
「
大
坂
物
語
諸
本
の
変
異
」（「
文
学
」
四
六
巻
八

号
、
一
九
七
八
年
八
月
、
の
ち
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
五
巻
、
一
九

八
二
年
に
収
載
）
等
。

（
3
） 

中
村
幸
彦
氏
「
仮
名
草
子
の
説
話
性
」（「
国
語
国
文
」
二
三
巻
一

二
号
、
一
九
五
四
年
十
二
月
、
の
ち
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
五
巻
に

収
載
）、
前
掲
注
（
2
）
同
氏
論
文
、
菊
池
真
一
氏
「「
仮
名
草
子
」
再

考
」（
水
田
潤
編
『
近
世
文
芸
史
論
』
桜
楓
社
、
一
九
八
九
年
）
等
。

（
4
） 

前
掲
注
（
3
）
参
照
。

（
5
） 

笹
川
祥
生
氏
『
戦
国
武
将
の
こ
こ
ろ　

近
江
浅
井
氏
と
軍
書
の
世

界
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
6
） 

「
軍
記
と
語
り
物
」
第
四
八
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

（
7
） 

引
用
本
文
と
し
て
、
版
本
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
仮
名
草
子

集
』（
渡
辺
守
邦
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）
所
収
本
を
、
写
本

は
『
畿
内
戦
国
軍
記
集
』（
青
木
晃
等
編
、
和
泉
書
院
、
一
九
八
九
年
）

所
収
本
を
使
用
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
版
本
に
つ
い
て
は
ま
ず
始
め
に
、

本
書
成
立
当
初
の
姿
に
注
目
し
、
上
・
下
巻
と
も
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
初

期
の
形
を
よ
り
と
ど
め
て
い
る
と
さ
れ
る
伝
本
を
底
本
と
す
る
古
典
文

学
大
系
所
収
の
本
文
を
引
用
本
文
と
し
た
。

（
8
） 

前
掲
注
（
2
）
参
照
。

（
9
） 

前
掲
注
（
2
）
参
照
。

（
10
） 
笹
川
祥
生
氏
『
大
坂
物
語
』
解
題
（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第

一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
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（
11
） 
渡
辺
守
邦
氏
「
仮
名
草
子
『
大
坂
物
語
』
の
文
体
」（「
武
蔵
野
文

学
」
三
八
号
、
一
九
九
一
年
一
月
）

（
12
） 

加
美
宏
氏
「『
大
坂
物
語
』
の
作
者
圏
」（
長
谷
川
端
編
『
承
久
記
・

後
期
軍
記
の
世
界
』
軍
記
文
学
研
究
叢
書
一
〇
、
汲
古
書
院
、
一
九
九

九
年
）

（
13
） 

前
掲
注
（
12
）
加
美
氏
論
文
、
阿
部
一
彦
氏
「『
大
坂
物
語
』
と

『
豊
内
記
』
―
「
覚
書
」・「
聞
書
」
を
媒
介
に
し
て
―
」（「
淑
徳
国

文
」
三
六
号
、
一
九
九
五
年
二
月
、
の
ち
同
氏
『『
太
閤
記
』
と
そ
の
周

辺
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
七
年
に
収
載
）

（
14
） 

前
掲
注
（
12
）
参
照
。

（
15
） 

前
掲
注
（
12
）
参
照
。

（
16
） 

前
掲
注
（
2
）
中
村
氏
論
文
、
前
掲
注
（
7
）
青
木
氏
解
題
参
照
。

（
17
） 

前
掲
注
（
7
）
青
木
氏
解
題
参
照
。

（
18
） 

前
掲
注
（
12
）
論
文
に
お
い
て
も
こ
の
合
戦
に
つ
い
て
言
及
さ
れ

て
い
る
。

（
19
） 

前
掲
注
（
12
）
参
照
。

（
20
） 

『
戦
国
武
将
合
戦
事
典
』（
峰
岸
純
夫
・
片
桐
昭
彦
編
、
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
五
年
）「
本
多
正
信
」「
本
多
正
純
」「
大
久
保
忠
隣
」
項
等

参
照
。

（
21
） 

柳
沢
昌
紀
氏
「『
大
坂
物
語
』
論
―
歴
史
は
ど
の
よ
う
に
記
述
さ

れ
る
の
か
」（
鈴
木
健
一
編
『
形
成
さ
れ
る
教
養
―
十
七
世
紀
日
本
の

〈
知
〉』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

附
記 　

本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
十
一
日
に
行
わ
れ
た
第
八
十
八
回

関
西
軍
記
物
語
研
究
会
で
の
発
表
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
席
上

等
に
お
い
て
ご
教
示
を
賜
わ
り
ま
し
た
方
々
に
対
し
、
深
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

（
せ
と　

ゆ
う
き
／
本
学
非
常
勤
講
師
）


