
要
旨
劇
中
に
登
場
す
る
独
武
者
の
素
性
を
解
明
す
る
作
業
を
通
し
て
、
能
〈
大
江
山
〉
が
酒
呑
童
子
諸
本
の
中
で
も
香
取
本
「
大
江
山
絵
詞
」

に
拠
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
独
武
者
が
能
〈
土
蜘
蛛
〉
に
も
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
能
の
世
界
で
頼
光
物
と
し
て
連
作
さ
れ

た
こ
と
を
考
証
し
た
。
さ
ら
に
、
「
大
江
山
絵
訶
」
絵
巻
は
室
町
将
軍
の
も
と
で
作
成
さ
れ
、
そ
の
周
辺
に
伺
候
し
て
い
た
観
世
座
の
者
に
よ
っ
て

〈
大
江
山
〉
が
作
劇
さ
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

ヒ
ヒ

ム
ロ
同

八
大
江
山
ｖ
と
「
大
江
山
絵
詞
」

小

林
健
二
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こ
れ
以
上
五
十
余
人
。
ま
た
夜
の
う
ち
に
、
〈
頼
〉
有
明
の
ｐ
：
．
：
、

右
の
よ
う
に
、
頼
光
と
保
昌
を
大
将
と
し
て
、
郎
等
に
頼
光
の
四
天
王
で
あ
る
貞
光
・
季
武
・
綱
・
公
時
の
四
人
と
、
そ
の
他
に
傍

線
で
示
し
た
、
独
武
者
と
い
う
聞
き
慣
れ
な
い
人
物
が
交
じ
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
独
武
者
は
「
ま
た
名
を
得
た
る
独
武
者
」
と

保
昌
や
四
天
王
を
差
し
置
い
て
単
独
で
謡
う
の
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
、
後
場
の
酒
呑
童
子
を
退
治
す
る
段
で
も
活
躍
を
見
せ
る
。

〈
頼
〉
、
か
く
て
此
夜
も
更
行
は
。
空
猶
く
ら
き
鬼
の
城
。
く
る
か
ね
の
と
ひ
ら
を
し
ひ
ら
き
つ
、
・
み
れ
は
ふ
し
き
や
今
迄
は
。

人
の
か
た
ち
と
見
え
つ
る
か
〈
同
〉
其
た
け
二
丈
は
か
り
な
る
。
ノ
ー
鬼
神
の
よ
そ
ほ
ひ
の
ね
ふ
れ
る
た
に
も
い
き
ほ
ひ
の
。
あ

（
１
）

見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

現
在
で
も
人
気
の
あ
る
鬼
退
治
物
の
能
に
《
大
江
山
》
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ご
存
じ
の
ご
と
く
源
頼
光
一
行
が
大
江
山
の
鬼
神
で
あ

る
酒
呑
童
子
を
退
治
す
る
物
語
を
劇
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
頼
光
は
郎
等
を
引
き
連
れ
て
酒
呑
童
子
の
住
み
処
で
あ
る
大
江
山
に
向
か

う
が
、
そ
の
中
に
以
前
よ
り
気
に
な
る
人
物
が
い
た
。
ま
ず
は
一
行
の
面
々
が
い
か
に
描
か
れ
る
か
、
ワ
キ
・
ワ
キ
ッ
レ
登
場
の
段
を

〈
頼
力
、
ル
〉
扱
も
此
度
御
門
の
宣
旨
に
は
丹
波
の
国
。
大
江
山
の
鬼
神
の
事
。
う
ら
か
た
の
言
葉
に
任
つ
園
・
頼
光
保
昌
に
仰

付
ら
る
〈
供
〉
、
よ
り
み
つ
や
す
ま
さ
申
様
。
た
と
ひ
大
せ
い
あ
り
と
て
も
。
人
り
ん
な
ら
ぬ
化
生
の
物
。
い
つ
く
を
さ
か
ひ
に

責
へ
き
そ
く
頼
〉
、
お
も
ふ
子
細
の
さ
う
ら
う
と
て
。
山
伏
の
す
か
た
に
出
立
ち
て
く
供
下
〉
＼
か
ふ
と
に
か
は
る
と
き
ん
を
き

く
頼
下
〉
、
よ
る
ひ
に
あ
ら
ぬ
す
、
か
け
や
〈
ト
モ
〉
、
兵
具
に
た
ひ
す
る
お
ひ
を
お
ひ
く
頼
〉
、
其
出
立
は
行
者
な
れ
共
、
其

ぬ
し
ノ
ー
は
頼
光
保
昌
〈
共
〉
＼
さ
た
み
つ
す
ゑ
た
け
綱
き
ん
と
き

鬼
神
退
治
の
一
行

ヒ
ト
リ
武
ま
た
堀
を
聞
え
る
独
武
者

〈
供
〉
、
か
れ
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（
２
）

え
た
絵
巻
で
あ
る
が
、

宿
り
成
へ
き
あ
ま
す
な
も
ら
す
な
責
よ
や
責
よ
や
人
々
と
て
。
き
つ
さ
き
を
揃
切
て
か
、
る

鬼
神
退
治
の
一
行
は
、
七
人
全
員
で
鬼
神
と
化
し
た
シ
テ
の
童
子
に
斬
り
掛
か
る
が
、
童
子
が
「
情
な
し
と
よ
客
僧
達
偽
あ
ら
し
と

云
つ
る
に
鬼
神
に
横
道
。
な
き
物
を
」
と
頼
光
達
の
裏
切
り
を
な
じ
る
と
、
ワ
キ
ッ
レ
の
独
武
者
が
傍
線
部
の
よ
う
に
鬼
の
な
す
事
の

非
道
を
説
い
て
応
酬
し
、
さ
ら
に
「
我
を
は
音
に
も
聞
つ
ら
ん
。
保
昌
の
御
内
に
ひ
と
り
武
者
。
鬼
神
な
り
と
の
か
す
ま
し
：
：
：
」
と

堂
々
と
名
乗
り
、
四
天
王
は
お
ろ
か
ワ
キ
の
頼
光
に
も
負
け
な
い
よ
う
な
活
躍
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

独
武
者
は
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
「
名
を
得
た
る
（
登
場
の
段
こ
ま
た
は
「
音
に
も
聞
き
つ
ら
ん
（
退
治
の
段
）
」
と
名
乗
り
、
能
の

中
で
は
一
際
目
立
つ
存
在
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
典
拠
で
あ
る
酒
呑
童
子
物
語
の
諸
本
に
登
場
し
な
い
人
物
と
さ
れ
、
そ
の
素

性
は
不
明
と
さ
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
古
法
眼
本
と
呼
ば
れ
る
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
「
酒
傳
童
子
絵
巻
」
は
、
後
の
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
に
大
き
な
影
響
を
与

た
り
を
は
ら
ふ
気
色
哉
。
兼
て
期
し
た
る
事
な
れ
は
。
と
て
も
命
は
君
の
為
。
又
は
神
国
氏
社
。
南
無
や
八
幡
山
王
権
現
我
ら
に

力
を
そ
へ
給
へ
と
頼
光
保
昌
つ
な
き
ん
と
き
。
さ
た
み
つ
す
ゑ
た
け
独
武
者
。
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
。
ま
と
ろ
み
伏
た
る
鬼
の
上

に
剣
を
と
は
す
る
光
の
か
け
。
い
な
つ
ま
し
ん
と
う
。
お
ひ
た
、
し
〈
鬼
〉
、
情
な
し
と
よ
客
僧
達
偽
あ
ら
し
と
云
つ
る
に
鬼
神

さ
れ
は
神
明
も
是
を
加
護
し
給
ふ
、
天
魔
も
恐
ぬ
へ
、

き
武
将
也
と
申
さ
れ
け
れ
は
、
諸
家
皆
々
同
心
し
て
、

に
横
道
。
な
き
物
を

首
。
鬼
神
な
り
と
の
か
す
ま
し
。
ま
し
て
や
是
は
勅
命
な
れ
は

ヒ
ト
リ
武
者
〉
、
何
鬼
神
に
わ
う
た
う
な
し
と
や

円
印
４
１
〃天

魔
も
恐
ぬ
へ
し
、
宣
旨
を
蒙
、
向
所
の
敵
を
減
さ
す
と
い
ふ
事
な
し
、
古
も
今
も
有
か
た

頼
光
を
石
れ
け
頼
光
、
赤
地
の
錦
の
直
垂
卜
４
具
足
は
か
’
て

〈
力
、
ル
〉
土
も
木
も
。
我
大
君
の
国
な
れ
は
。
い
つ
く
か
鬼
の

〈
鬼
〉
、
中
々
の
事

ヒ
ト
リ
〉
、
あ
ふ
偽
な
り
な
と
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酒
呑
童
子
物
語
は
絵
巻
・
絵
本
で
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
こ
で
挿
絵
に
描
か
れ
た
鬼
退
治
の
一
行
も
見
て
お
こ
う
。
古

法
眼
本
の
鬼
神
退
治
の
一
行
が
、
神
々
の
化
身
に
導
か
れ
て
大
江
山
に
分
け
入
る
場
面
【
図
１
】
を
見
る
と
、
神
達
が
三
人
と
頼
光
を

は
じ
め
と
す
る
笈
を
背
負
っ
た
山
伏
姿
の
六
人
が
認
め
ら
れ
る
。
同
じ
場
面
を
御
伽
文
庫
本
【
図
２
－
で
見
て
み
る
と
ほ
ぼ
同
じ
構
図

で
あ
り
、
や
は
り
三
神
の
化
身
と
六
人
の
山
伏
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
酒
呑
童
子
物
語
の
世
界
で
は
鬼
退
治
の
一
行
は
六

人
と
い
う
の
が
、
挿
絵
の
中
で
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
る
程
に
、
頼
光
の
給
け
る
は
、
存
す
る
旨
あ
り
、
大
勢
に
て
入
へ
か
ら
す
、
汝
は
か
り
召
具
す
へ
し
、
剣
州
剛
偲
司
ヨ
倒
洲
呵
創

ぷ
べ
川
副
釧
酬
旬
利
刈
、
各
々
面
々
に
出
立
て
、
お
い
を
一
丁
っ
、
か
け
た
り
：
．
…

と
、
鬼
神
退
治
の
宣
旨
が
下
る
の
は
源
頼
光
一
人
に
で
あ
る
。
そ
し
て
、
頼
光
は
ま
ず
四
天
王
を
召
し
具
し
、
さ
ら
に
保
昌
を
加
え
て

一
行
を
六
人
と
し
て
出
で
立
つ
の
で
あ
り
、
独
武
者
は
登
場
し
な
い
。
こ
の
人
数
は
そ
の
後
の
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
で
変
わ
る
こ
と
が

（
３
）

な
く
、
時
代
は
下
が
る
が
、
江
戸
中
期
に
渋
川
版
御
伽
文
庫
二
十
三
編
に
所
収
さ
れ
て
流
布
し
た
「
酒
呑
童
子
」
で
は
、

ま
た
ら
い
く
わ
う
が
ら
う
ど
う
に
、
さ
だ
み
つ
．
す
ゑ
た
け
・
き
ん
と
き
・
つ
な
・
ほ
う
し
や
う
、
い
づ
れ
も
ぶ
ん
ぶ
に
だ
う
の

つ
は
も
の
な
り
。
こ
れ
ら
六
人
の
者
ど
も
こ
そ
、
心
に
か
か
り
候
ふ
な
り
。

と
鬼
神
退
治
の
一
行
は
六
人
で
あ
っ
て
、
保
昌
は
頼
光
の
郎
等
に
格
下
げ
さ
れ
、
独
武
者
の
名
前
は
見
え
な
い
。

江
戸
時
代
の
狂
句
集
「
日
本
史
伝
川
柳
狂
句
」
に
は
「
酒
呑
童
子
」
を
歌
っ
た
一
連
の
作
品
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
「
山
入
り
は

（
４
）

似
た
り
よ
っ
た
り
強
い
人
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
「
似
た
り
よ
っ
た
り
」
は
「
二
人
四
人
」
の
語
呂
合
せ
で
、
計
六
人
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
勅
命
を
奉
じ
て
鬼
退
治
に
発
向
す
る
大
江
山
鬼
神
退
治
の
一
行
の
人
数
は
六
人
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
だ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

Ⅲ
天
王
の
荷
と
も
”
ｗ
公
時
貞
光
末
武
、
ノ
ー
三
、
し
て
南
殿
そ
参
わ
れ
け
る

〈
中
略
〉
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と
、
鬼
退
治
の
一
行
を
頼
光
と
保
昌
の
二
人
を
大
将
と
し
て
、
さ
ら
に
郎
等
の
五
人
を
加
え
た
七
人
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
頼

光
と
保
昌
を
両
大
将
と
し
、
一
行
を
七
人
と
す
る
の
は
、
他
本
と
異
な
っ
て
お
り
、
能
と
の
共
通
性
か
ら
注
目
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ

る
が
、
残
念
な
が
ら
現
存
す
る
香
取
本
の
訶
耆
に
は
独
武
者
の
名
前
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
酒
呑
童
子
物
語
は
、
絵
巻
・
絵
本
な
ど
多
く
の
諸
本
が
存
し
、
早
く
か
ら
系
統
の
整
理
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。
松
本
隆

（
６
）

信
氏
は
童
子
の
住
み
処
を
大
江
山
と
す
る
か
伊
吹
山
と
す
る
か
で
系
統
を
大
き
く
分
け
ら
れ
た
が
、
現
在
で
は
そ
ん
な
に
単
純
に
分
類

で
き
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
現
存
最
古
の
伝
本
は
、
南
北
朝
頃
制
作
と
さ
れ
る
逸
翁
美
術
館
蔵
の
「
大
江
山
絵
詞
」
（
重
要

文
化
財
）
で
、
香
取
神
社
大
宮
司
家
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
か
ら
香
取
本
と
呼
ば
れ
、
大
江
山
系
の
本
文
を
持
つ
。
一
方
、
伊
吹
山
系

の
伝
本
と
し
て
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
の
狩
野
元
信
画
「
酒
傳
童
子
絵
巻
」
三
軸
が
そ
の
代
表
格
で
古
法
眼
本
と
称
さ
れ
る
。
諸

本
は
本
文
・
挿
絵
と
も
に
異
同
が
大
き
い
が
、
根
源
に
香
取
本
が
存
し
、
次
に
位
置
す
る
古
法
眼
本
を
経
て
多
岐
に
流
布
し
た
と
す
る

（
７
）

の
が
今
日
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
古
法
眼
本
が
そ
れ
以
降
の
諸
本
に
直
接
の
影
響
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
香
取
本
は
孤

〈
８
）

立
し
た
存
在
と
言
え
よ
う
。
能
は
そ
の
香
取
本
と
一
番
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
種
々
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
鬼
神
退
治

の
一
行
も
そ
の
数
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
能
で
は
先
に
見
た
よ
う
に
「
頼
光
・
保
昌
・
貞
光
・
季
武
・
綱
・
公
時
ま
た
名
を
得
た
る
独
武
者
」
と
あ
る
か
ら
、

頼
光
と
保
昌
の
二
人
を
大
将
と
し
て
そ
れ
に
家
来
が
五
人
の
全
部
で
七
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
酒
呑
童
子
物
語
諸
本
の
中
で
能
と

（
５
）

同
じ
く
七
人
と
す
る
伝
本
が
あ
る
。
逸
翁
美
術
館
蔵
の
い
わ
ゆ
る
香
取
本
「
大
江
山
絵
訶
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
香
取
本
で
は
、

摂
津
守
頼
光
、
丹
後
守
保
ｌ
Ｈ
等
一
仰
せ
。

：
：
：
両
将
宣
旨
を
給
は
り
て
、
鬼
城
へ
尋
ね
向
か
ひ
給
由
を
伝
へ
承
る
間
〈
中
略
〉

二
人
の
将
軍
、
五
人
の
兵
、
同
心
に
、
鬼
の
頸
を
打
落
つ
、
此
鬼
王
の
頸
、
天
に
飛
登
て
、
叫
廻
る
事
、
お
ひ
た
、
し

て

、
め
さ
る
へ
き
由
を
申
さ
れ
け
れ
は
、
諸
卿
一
同
し
て
、
両
将
荊
別
剣
劇
刈
姻
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ち
な
み
に
、
辞
典
類
で
「
独
武
者
」
を
み
る
と
、
「
日
本
国
語
大
辞
典
」
で
は
、
「
他
に
肩
を
並
べ
る
者
の
な
い
強
い
武
士
。
ひ
と
り

す
ぐ
れ
て
い
て
強
い
武
者
」
と
あ
っ
て
、
謡
曲
《
土
蜘
蛛
》
と
謡
曲
の
影
響
作
で
あ
る
浄
瑠
璃
「
傾
城
酒
呑
童
子
」
の
例
を
引
い
て
い

る
。
さ
ら
に
、
角
川
書
店
の
「
古
語
大
辞
典
」
で
は
、
「
大
勢
の
中
で
一
人
だ
け
ぬ
き
ん
で
て
強
い
武
者
。
一
騎
当
千
の
意
か
ら
の
称

か
」
と
あ
り
、
や
は
り
謡
曲
《
土
蜘
蛛
》
の
例
を
引
き
、
ま
た
、
第
二
の
意
味
と
し
て
、
「
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
な
ど
に
登
場
す
る
人
物
名
。

源
頼
光
の
家
来
の
一
人
、
平
井
保
昌
を
い
う
。
渡
辺
綱
・
坂
田
金
時
・
碓
井
貞
光
・
ト
部
季
武
の
川
人
を
四
天
王
と
称
し
、
そ
れ
と
対

能
に
登
場
す
る
独
武
者
が
ど
ん
な
人
物
で
あ
る
か
は
、
色
々
と
人
々
の
興
味
を
引
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
昭
和
四
十
一
年
雑

誌
「
観
世
」
誌
上
で
行
わ
れ
た
能
〈
大
江
山
〉
を
め
ぐ
る
座
談
会
で
も
、
こ
の
人
物
が
次
の
よ
う
に
話
題
と
な
っ
て
い
る
。

香
西
（
精
）
独
武
者
と
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
？
杉
浦
（
義
朗
）
そ
の
人
物
は
い
つ
も
話
題
に
な
る
ん

で
す
が
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
一
番
力
の
あ
る
人
を
独
武
者
と
い
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
寿
岳
（
章
子
）
土
蜘
蛛
に
も
出
て
ま
い

り
ま
す
ね
。
頼
光
の
身
内
の
方
で
は
？
香
西
そ
れ
だ
け
名
前
が
出
て
こ
な
い
な
ん
て
、
お
能
の
方
で
は
重
要
な
役
割
を
し
て
い

る
の
に
（
笑
）
。
ど
な
た
の
説
だ
っ
た
か
な
あ
、
「
独
」
は
「
火
を
と
る
人
」
で
夜
ろ
う
そ
く
を
た
て
る
人
、
火
の
番
を
す
る
人
と

か
。
ま
た
一
方
で
は
、
四
天
王
が
い
て
も
う
一
人
重
要
な
人
が
い
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
ね
。
．
：
…

座
談
会
の
メ
ン
バ
ー
の
香
西
精
氏
は
世
阿
弥
を
中
心
と
し
た
能
楽
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
寿
岳
章
子
氏
は
国
語
学
者
で
随
筆
家
、

杉
浦
義
朗
氏
は
観
世
流
の
能
役
者
で
あ
る
。
こ
の
三
人
の
話
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
独
武
者
は
素
性
不
明
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で

の
実
情
で
あ
っ
た
。 独

武
者
の
素
性
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に
し
て
、
「
四
天
王
独
武
者
」
と
い
う
用
い
方
が
多
い
」
と
し
て
「
頼
光
跡
目
論
」
や
「
源
平
雷
伝
記
」
の
浄
瑠
璃
の
例
を
引
い
て
い
る
。

近
世
演
劇
の
世
界
で
は
、
独
武
者
は
保
昌
と
理
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
『
時
代
別
国
語
辞
典
室
町
時
代
編
』
に
は
見

出
し
語
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
謡
曲
の
注
釈
書
類
を
見
る
と
、
「
謡
抄
』
「
謡
曲
拾
葉
抄
』
に
は
、
《
大
江
山
》
は
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
寛
政
年
間
に
佐
久
間

寛
臺
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
浩
翰
な
謡
曲
注
釈
書
で
あ
る
「
謡
言
粗
志
」
に
「
：
：
世
二
云
独
武
者
ハ
平
井
保
邑
也
ト
云
リ
」
と
独
武
者

（
９
）

は
保
昌
で
あ
る
と
理
解
を
示
す
も
の
の
、
さ
ら
に
「
又
此
謡
ニ
モ
保
昌
ノ
外
二
独
武
者
ア
リ
其
家
名
等
ヲ
考
ズ
」
と
保
昌
の
他
に
独
武

者
が
い
た
と
い
う
解
釈
も
記
し
て
い
る
。
近
代
に
刊
行
さ
れ
た
謡
曲
集
で
は
、
佐
成
謙
太
郎
氏
が
「
謡
曲
大
観
』
の
頭
注
で
「
そ
の
姓

名
は
分
か
ら
な
い
。
本
曲
に
「
保
昌
の
館
に
独
武
者
」
と
い
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
頼
光
と
保
昌
と
が
そ
れ
か
、
勇
武
な
家
来
を
連
れ
て
鬼

（
、
）

神
退
治
に
出
掛
け
た
の
で
あ
る
」
と
保
昌
の
家
来
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
色
々
と
上
げ
て
み
た
が
、
こ
れ
ま
で
は
独
武
者
の
素
性
は
明
ら
か
で
な
く
、
能
の
世
界
の
中
で
創
ら
れ
た
人
物
像
の
よ
う
に

漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
、
）

と
こ
ろ
で
、
陽
明
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
「
酒
天
童
子
物
語
絵
詞
」
は
、
つ
と
に
佐
竹
昭
広
氏
が
書
中
に
触
れ
ら
れ
、
榊
原
悟
氏
に

（
吃
）

よ
っ
て
全
文
が
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
香
取
本
の
巻
頭
部
分
の
詞
書
を
室
町
後
期
に
転
写
し
た
資
料
で
、
現
存
本
の
訶
章
を
補

え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
の
鬼
神
退
治
の
一
行
が
助
勢
の
神
達
に
導
か
れ
て
山
中
に
分
け
入
る
場
面
に
、

山
臥
・
老
僧
・
若
僧
・
綱
・
公
時
□
□
□
□
口
武
・
独
武
者
な
と
九
人
は
九
ち
や
う
□
を
い
を
か
け
て
白
翁
と
頼
光
は
先
達
の
こ

「
酒
天
童
子
物
語
絵
詞
」
の
独
武
者
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と
く
に
檜
杖
と
い
ふ
物
を
つ
き
て
あ
ゆ
み
つ
、
き
け
る
：
：
：
』

と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
明
ら
か
に
鬼
退
治
の
一
行
に
「
独
武
者
」
と
見
え
、
現
存
本
の
詞
書
で
欠
け
て
い
る
部
分
に
独
武
者
の
名

が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
転
写
本
の
本
文
に
よ
る
と
鬼
退
治
の
一
行
は
全
部
で
十
一
人
。
そ
の
内
訳
は
、
神
様

が
八
幡
・
住
吉
・
熊
野
・
山
王
の
四
神
と
、
頼
光
・
保
昌
の
両
将
軍
、
そ
し
て
、
郎
等
の
四
天
王
と
独
武
者
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

香
取
本
も
絵
巻
で
あ
る
か
ら
そ
の
挿
絵
で
検
証
す
る
と
、
神
々
と
退
治
の
一
行
が
揃
っ
て
描
か
れ
る
場
面
が
少
な
い
の
で
、
な
か
な

か
検
証
し
づ
ら
い
の
で
あ
る
が
、
頼
光
一
行
が
大
江
山
に
入
っ
た
時
に
、
四
人
の
神
が
出
迎
え
る
場
面
【
図
３
－
を
見
る
と
、
人
物
の

構
成
が
確
認
で
き
る
。
神
の
化
身
四
人
と
、
鍬
形
を
う
っ
た
立
派
な
甲
を
被
っ
た
頼
光
と
保
昌
の
両
将
、
そ
れ
に
五
人
の
武
者
が
描
か

れ
る
が
、
下
方
に
一
人
離
れ
て
座
っ
て
い
る
の
が
独
武
者
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
香
取
本
に
独
武
者
が
登
場
し
て
い
た
こ
と
は
、

挿
絵
の
図
柄
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
酒
呑
童
子
物
語
絵
詞
」
で
は
、
鬼
退
治
の
一
行
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
詳
し
く
記
す
。

（
昭
）

す
る
。 鼠

害
に
よ
る
欠
損
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
、
頼
光
が
綱
・
公
時
・
貞
通
（
光
）
・
季
武
の
四
人
の
家
来
を
連
れ
て
主
従
五
騎

で
あ
っ
た
の
に
、
保
昌
の
郎
等
は
傍
線
部
の
よ
う
に
一
人
だ
け
だ
っ
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
四
天
王
に
対
し
て
一
人
で
あ
っ

た
の
だ
。
独
武
者
と
い
う
名
称
は
そ
こ
に
起
因
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
保
昌
家
来
の
独
武
者
は
上
の
字
が
欠

け
る
が
「
太
宰
少
監
」
で
あ
っ
た
と
読
め
る
の
で
あ
る
。

実
は
こ
の
保
昌
の
郎
等
で
あ
る
太
宰
少
監
は
説
話
の
世
界
に
見
え
る
人
物
で
、
『
古
事
談
』
巻
第
二
’
五
十
七
に
次
の
よ
う
に
登
場

頼
□
□
□
口
綱

頼
光
朝
臣
四
天
王
等
を
遣
は
し
て
、
清
監
を
打
た
し
む
る
時
、
清
少
納
言
同
宿
に
て
あ
り
け
る
が
、
法
師
に
似
た
る
に
依
り
て
殺

公
時
・
貞
通
・
季
武
四
人
□
□
□
口
主
従
共
に
五
騎
也
。

Ｆ
三
一
■
■
■
■
ｌ
園
ま
よ
り
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右
衛
門
督
（
藤
原
頼
宗
。
道
長
男
。
従
二
位
権
中
納
言
右
衛
門
督
兼
検
非
違
使
別
当
、
当
時
二
十
五
歳
）
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

致
信
は
藤
原
保
昌
の
郎
党
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
清
原
致
信
、
す
な
わ
ち
清
監
（
太
宰
少
監
）
が
保
昌
の
家
来
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。
致
信
を
殺
し
た
の
は
源
頼
親
の
手
の
者
で
、
乗
馬
の
七
、
八
騎
、
歩
者
十
余
人
が
押
し
寄
せ
て
致
信
邸
（
六
角
富
小
路
）

を
囲
ん
だ
と
い
う
。
そ
れ
以
前
に
、
頼
光
と
頼
親
の
威
勢
を
借
り
て
い
た
左
馬
充
当
麻
為
頼
が
保
昌
の
手
の
者
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
ら

（
略
）

し
く
、
そ
の
報
復
だ
と
い
う
。
頼
親
は
頼
光
の
弟
で
、
「
殺
人
上
手
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
今
昔
物
語
集
」
二
十
五
’
八
の

ツ
ビ

さ
ん
と
欲
ふ
間
、
尼
為
る
由
云
ひ
え
ん
と
て
忽
ち
に
開
を
冊
だ
す
、
と
云
々
・

右
の
よ
う
に
、
頼
光
が
四
天
王
を
派
遣
し
て
清
監
を
殺
害
し
た
と
言
う
事
件
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
時
に
同
宿
し
て
い
た
清
少
納
言
が
、

法
師
に
似
て
い
る
の
で
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
女
性
の
秘
部
を
見
せ
て
尼
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
難
を
逃
れ
た
と
い
う
生
々

し
い
話
で
あ
る
。
清
監
と
は
清
原
元
輔
の
男
致
信
の
こ
と
。
太
宰
少
監
（
三
等
官
、
従
六
位
上
相
当
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
称
で
、

清
少
納
言
の
実
兄
で
あ
る
。
こ
の
頃
、
清
少
納
言
は
五
十
歳
ほ
ど
で
、
能
因
本
「
枕
草
子
」
に
よ
る
と
尼
に
な
り
阿
波
の
乳
母
子
を
た

（
Ｍ
）

よ
っ
て
諸
国
を
流
浪
し
た
と
い
う
が
、
こ
の
時
は
都
に
居
る
兄
を
頼
っ
て
同
宿
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
話
は
、
清
監
が
討
た
れ
た
こ
と
よ
り
も
、
清
少
納
言
が
女
性
器
を
露
わ
に
し
て
難
を
逃
れ
た
と
い
う
、
そ
の
零
落
し
た
姿
に
興

味
が
持
た
れ
語
り
継
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
独
武
者
の
正
体
を
追
う
筆
者
と
し
て
は
、
そ
の
手
掛
か
り
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
が

（
旧
）

た
い
。
「
御
堂
関
口
記
』
寛
仁
元
年
（
一
○
一
七
）
三
月
十
一
日
の
条
に
は
、
さ
ら
に
詳
し
く
清
監
暗
殺
の
件
が
記
さ
れ
る
。

庚
戌
、
右
衛
門
督
来
云
、
行
幸
申
時
許
六
角
小
路
与
福
小
路
（
富
小
路
力
）
侍
小
宅
清
原
致
信
云
者
侍
介
リ
、
是
保
昌
朝
臣
郎
等
、

而
乗
馬
兵
七
八
騎
・
歩
者
十
余
人
許
園
来
殺
害
了
、
遣
検
非
違
使
等
、
令
日
記
如
此
、
見
之
秦
氏
元
子
申
有
此
中
由
、
頼
親
朝
臣

相
従
者
々
、
価
間
案
内
、
頼
親
所
為
、
人
々
広
云
、
件
頼
親
殺
人
上
手
也
、
度
々
有
此
事
、
是
被
殺
害
大
和
国
為
頼
云
者
阿
党

一
云
々
、
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と
も
あ
れ
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
素
性
不
明
の
独
武
者
は
、
能
の
世
界
で
創
造
さ
れ
た
人
物
で
は
な
く
、
典
拠
と
し
た
香
取
本

『
大
江
山
絵
訶
」
に
す
で
に
あ
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
能
《
大
江
山
〉
が
、

多
く
あ
る
酒
呑
童
子
物
語
の
諸
本
の
中
か
ら
香
取
本
に
拠
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
補
強
す
る
材
料
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

と
あ
り
、
前
の
太
宰
少
監
で
あ
る
清
原
致
信
が
白
昼
に
殺
さ
れ
た
が
、
前
の
大
和
守
藤
原
保
昌
の
郎
党
だ
と
記
さ
れ
て
お
り
、
太
宰
少

監
が
保
昌
の
家
来
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
説
話
に
も
語
ら
れ
た
血
な
ま
ぐ
さ
い
事
件
で
あ
る
が
、
事
実
は
『
御
堂
関
白
記
」
に
あ
る
通
り
、
頼
親
が
手
の
者
を

使
っ
て
致
信
を
殺
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
『
古
事
談
』
で
は
源
頼
光
が
四
天
王
を
遣
わ
し
て
清
監
を
成
敗
し
た
と
い
う
よ
う
に
変

貌
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
に
こ
の
事
件
の
説
話
化
が
窺
え
よ
う
。
殺
さ
れ
た
清
監
は
藤
原
保
昌
の
家
来
で
あ
っ
た
。
そ

こ
か
ら
主
謀
者
が
武
家
の
世
界
で
保
昌
と
並
び
称
さ
れ
る
頼
光
に
す
り
替
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
保
昌
の
家
来
で
あ
る
清
監
、
す
な
わ
ち

太
宰
少
監
清
原
致
信
に
手
を
下
す
者
も
頼
光
の
郎
等
で
あ
る
四
天
王
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
話
の
改
変
が
説
話
世
界
の
中
で
な
さ

れ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
香
取
本
に
お
け
る
酒
呑
童
子
退
治
の
四
天
王
に
対
す
る
一
人
武
者
の
構
図
に
繋
が
っ
て
く
る

の
で
あ
ろ
う
。

「
源
頼
親
朝
臣
令
罰
清
原
□
口
語
」
は
、
題
名
だ
け
が
残
る
本
文
欠
話
で
あ
る
が
、
殺
害
を
命
じ
た
の
が
頼
光
で
は
な
く
頼
親
と
す
る

こ
と
か
ら
、
よ
り
実
話
に
近
い
内
容
の
話
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

（
Ⅳ
）

こ
の
事
件
は
『
扶
桑
略
記
」
後
一
条
天
皇
、
長
和
六
年
〔
寛
仁
元
年
〕
の
条
に
も
、

三
月
八
日
丁
未
。
行
幸
石
清
水
神
宮
。
寄
献
封
戸
百
烟
。
是
日
。
前
太
宰
少
監
清
原
清
信
〔
清
、
恐
当
拠
下
文
作
致
〕
。
日
昼
被
殺
。

こ
の
事
件
は
『
扶
桑
略
記
」
後

三
月
八
日
丁
未
。
行
幸
石
清
一

前
大
和
守
藤
原
保
尚
郎
桐
也
。
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見
え
る
。
こ
の
資
料
は
近
年
紹
介
さ
れ
た
室
町
後
期
の
書
写
と
さ
れ
る
絵
本
改
装
“

伝
本
で
あ
る
。
そ
の
独
武
者
が
害
中
に
現
れ
る
の
は
二
回
、
ま
ず
は
酒
呑
童
子
蜜

ら
い
く
わ
う
さ
か
つ
き
を
と
り
あ
け
、
た
ふ
ノ
ー
と
う
け
ほ
す
て
い
に
て
、
シ

こ
て
候
と
申
、
も
と
よ
り
つ
な
ハ
め
い
し
ん
な
り
、
た
ふ
ノ
ー
と
三
と
ほ
し
、

と
、
童
子
が
目
の
前
に
並
ぶ
客
僧
達
が
噂
を
し
て
い
た
頼
光
一
行
で
は
な
い
か
と
怪
し
む
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
頼
光
の
次
ぎ
に

「
ほ
う
し
や
う
の
ひ
と
り
む
し
や
」
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
中
京
本
の
鬼
神
退
治
の
一
行
が
何
人

で
あ
る
か
を
検
証
し
て
み
た
い
。
中
京
本
で
鬼
神
退
治
の
宣
旨
を
受
け
る
の
は
頼
光
だ
け
で
あ
り
、
大
江
山
の
鬼
神
の
住
処
に
向
か
う

か
く
て
三
人
の
お
き
な
、
ミ
ち
し
る
へ
を
め
さ
れ
け
り
、

と
、
神
の
化
身
三
人
と
武
士
六
人
の
合
わ
せ
て
九
人
と
す
る
。

一
行
を
、

童
子
が
山
伏
に
変
装
し
た
頼
光
一
行
に
血
の
酒
の
盃
を
勧
め
る
と
、
ま
ず
頼
光
が
飲
む
振
り
を
し
て
捨
て
、
次
ぎ
に
受
け
る
の
が

「
ほ
う
し
や
う
の
ひ
と
り
む
し
や
」
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
盃
事
が
終
わ
っ
た
あ
と
で
も
う
一
度
登
場
し
て
く
る
。

と
く
の
さ
け
を
、
し
た
い
ノ
ー
に
ゑ
ひ
ぬ
れ
ハ
、
こ
れ
な
る
き
や
く
そ
う
を
、
よ
く
ノ
ー
見
申
は
、
た
、
い
ま
そ
れ
か
し
か
御
物

と
こ
ろ
で
、
こ
の
独
り
武
者
は
、
中
京
大
学
図
書
館
蔵
「
し
ゆ
て
ん
と
う
し
の
物
語
」
（
以
下
、
中
京
本
と
略
称
）
に
も
其
の
名
が

え
る
。
こ
の
資
料
は
近
年
紹
介
さ
れ
た
室
町
後
期
の
書
写
と
さ
れ
る
絵
本
改
装
絵
巻
で
、
香
取
本
の
影
響
も
窺
わ
せ
る
注
目
す
べ
き

（
肥
）

本
で
あ
る
。
そ
の
独
武
者
が
書
中
に
現
れ
る
の
は
二
回
、
ま
ず
は
酒
呑
童
子
の
住
処
で
の
酒
宴
の
場
面
を
あ
げ
よ
う
。

か
た
り
巾
つ
る
、
ら
い
く
わ
う
に
て
ハ
ま
し
ま
さ
ぬ
か
、
そ
の
つ
き
ハ
、
ほ
う
し
や
う
の
ひ
と
り
む
し
や
、
そ
の
つ
き
ハ
、
ひ
ら

き
か
て
を
き
っ
た
る
、
く
せ
も
の
つ
な
、
す
ゑ
（
た
け
）
、
三
人
ら
う
と
う
と
も
、
い
つ
と
う
あ
や
し
や
と
、
こ
と
の
ほ
か
に
い

かこ

くて
す候
きと
い申

、

ろ
め
い
た
り

い
上
九
人
の
人
々
、
い
そ
か
せ
た
ま
ひ
け
る
ほ
と
に
、

こ
の
こ
と
か
ら
、
「
ほ
う
し
や
う
の
ひ
と
り
む
し
や
」
の
「
の
」
は
、

さ
っ
と
す
て
、
ほ
う
し
や
う
の
ひ
と
り
む
し
や
、
け

、
そ
れ
よ
り
し
た
い
に
さ
し
く
た
し
、
さ
か
つ
き
と
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所
有
・
所
属
を
示
す
の
で
は
な
く
、
同
格
を
意
味
す
る
格
助
詞
で
あ
り
、
従
っ
て
、
保
昌
と
別
人
を
示
す
の
で
は
な
く
、
保
昌
自
身
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
香
取
本
の
よ
う
に
保
昌
の
家
来
、
つ
ま
り
別
人
格
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
挿
絵
の
図
柄
か
ら
も
窺
え
る
。
古
法
眼
本
や
御
伽
文
庫
本
と
同
じ
場
面
【
図
４
】
を
あ
げ
る
が
、
神
が

三
人
、
山
伏
が
六
人
で
、
古
法
眼
本
や
御
伽
文
庫
本
と
同
じ
く
合
計
九
人
で
、
独
武
者
が
い
な
い
こ
と
が
図
柄
の
上
か
ら
も
認
め
ら
れ

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
中
京
本
で
「
ほ
う
し
や
う
の
ひ
と
り
む
し
や
」
と
あ
る
の
は
、
中
京
本
が
香
取
本
系
統
の
本
文
の
痕
跡
を
と

ど
め
な
が
ら
も
、
独
武
者
を
保
昌
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
後
の
近
世
演
劇
の
世
界
と
同
様
に
、
物
語
草
子
の
中
で
は
独
武
者
が

保
昌
と
同
化
し
て
い
く
様
相
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
能
の
世
界
で
は
こ
の
独
武
者
が
生
き
続
け
る
。
《
土
蜘
蛛
〉
が
そ
れ

能
〈
土
蜘
蛛
〉
は
室
町
期
の
演
能
記
録
は
な
い
が
、
室
町
末
の
能
作
者
付
で
あ
る
「
い
ろ
は
作
者
註
文
」
に
「
つ
ち
ぐ
も
」
と
曲
名

が
見
え
、
ま
た
金
春
三
郎
（
禅
鳳
）
等
が
節
付
し
た
天
正
頃
書
写
の
野
坂
家
蔵
謡
本
に
「
蜘
」
と
題
し
て
収
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
室

町
後
期
に
は
あ
っ
た
能
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
、

こ
れ
は
、
士
蜘
蛛
の
精
が
七
尺
ば
か
り
の
僧
に
な
っ
て
頼
光
を
襲
い
、
逆
に
斬
り
つ
け
ら
れ
て
逃
げ
た
と
こ
ろ
を
頼
光
の
郎
等
に
よ
っ

て
追
い
詰
め
ら
れ
、
本
性
を
現
し
た
と
こ
ろ
を
退
治
さ
れ
る
と
い
っ
た
筋
立
て
で
あ
る
。
そ
の
顛
末
を
典
拠
と
な
っ
た
『
平
家
物
語
』

（
四
）

の
「
剣
の
巻
」
で
は
次
の
よ
う
に
描
く
。

三
人
、

仁
・
《
、
『
ノ
○

で
あ
る
。

頼
光
物
の
能
の
展
開
ｌ
《
土
蜘
蛛
》
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（
別
）

頼
光
が
退
け
る
場
面
で
、

リ
覚
タ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
能
ク
モ
立
テ
ナ
ヲ
ラ
ズ
、
夜
打
チ
深
テ
ノ
事
ナ
レ
バ
、
燈
ヲ
マ
ボ
ラ
ヘ
テ
、
世
間
ノ
事
ド
モ
案
ジ
連
ネ
テ

臥
タ
ル
ニ
、
燈
ノ
影
ョ
リ
、
長
七
尺
計
ナ
ル
法
師
ノ
ス
ル
々
々
ト
歩
出
テ
、
索
ヲ
サ
ィ
テ
（
サ
バ
キ
テ
イ
）
頼
光
ニ
ッ
ヶ
ン
ト
ス
。

頼
光
此
二
驚
テ
ガ
バ
ト
起
テ
、
何
者
ナ
レ
バ
頼
光
二
索
ヲ
ツ
ケ
ン
ト
ス
ル
ゾ
、
ニ
ク
キ
奴
哉
ト
テ
、
枕
二
立
並
ダ
ル
膝
丸
ヲ
取
テ

フ
ッ
ト
切
ル
。
手
答
シ
ケ
レ
バ
、
四
刃
司
刊
口
劃
噌
調
Ⅵ
詞
、
何
事
ニ
ャ
ト
申
ケ
レ
バ
、
シ
カ
々
々
ト
語
リ
ヶ
レ
バ
、
サ
テ
ハ
不
思

議
ナ
リ
ト
テ
、
燈
台
ノ
下
ヲ
見
レ
バ
、
実
二
血
コ
ボ
レ
タ
リ
。
手
々
二
火
ヲ
ト
ボ
シ
テ
見
レ
バ
、
妻
戸
ョ
リ
出
テ
寶
子
へ
下
タ
ル

ガ
、
寶
子
ニ
モ
血
コ
ボ
レ
タ
リ
。
躯
テ
門
へ
出
タ
ル
ガ
、
長
道
計
ヲ
引
テ
北
野
へ
血
コ
ポ
レ
タ
リ
。
ア
ト
メ
ニ
ッ
キ
テ
尋
行
二
、

北
野
ノ
中
二
大
ナ
ル
塚
穴
ア
リ
。
彼
ノ
塚
ノ
穴
ノ
内
へ
入
タ
リ
ヶ
レ
バ
、
則
チ
塚
穴
ヲ
崩
テ
見
ケ
ル
程
二
、
四
刃
羽
碧
南
測
引
擶
繍

ケ
ル
ニ
、
四
尺
ノ
縄
ハ
タ
ラ
ヌ
程
二
大
キ
ナ
ル
山
蜘
ニ
テ
ゾ
ア
リ
ヶ
ル
。
縛
テ
参
リ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
安
カ
ラ
ヌ
事
ナ
リ
、
頼
光
ホ

ド
ノ
者
ガ
是
程
ノ
奴
二
証
ラ
カ
サ
レ
テ
、
三
十
余
日
マ
デ
悩
ニ
ヶ
ル
コ
ソ
不
思
議
ナ
レ
、
傍
輩
向
後
ノ
タ
メ
ニ
ト
テ
、
鉄
ノ
串
ニ

サ
シ
テ
川
原
二
立
テ
ゾ
曝
シ
ケ
ル
。
膝
丸
ヲ
バ
蜘
切
テ
ノ
後
、
改
名
ヲ
蜘
切
ト
ゾ
名
付
ケ
ラ
ル
。

傍
線
部
の
よ
う
に
、
頼
光
を
看
病
し
、
そ
の
危
機
に
駆
け
付
け
、
そ
し
て
土
蜘
蛛
を
追
い
詰
め
捕
縛
す
る
役
を
す
べ
て
四
天
王
と
す

る
。
そ
れ
に
対
し
て
〈
土
蜘
蛛
〉
で
は
、
病
に
伏
せ
っ
た
源
頼
光
（
シ
テ
ヅ
レ
）
を
僧
に
化
し
た
土
蜘
蛛
（
シ
テ
）
が
襲
っ
た
の
を
、

少
シ
験
ニ
ッ
イ
テ
サ
メ
ガ
タ
ニ
ナ
リ
ケ
レ
バ
、

同
キ
季
ノ
夏
ノ
比
、
頼
光
瘡
病
ヲ
シ
テ
、
ヲ
ト
セ
ド
モ
落
ズ
、
加
持
ス
レ
ド
モ
不
叶
、
後
ニ
ハ
毎
日
ニ
ヲ
コ
リ
ヶ
リ
。
発
リ
ヌ
レ

バ
頭
打
（
痛
）
、
身
ホ
ト
ヲ
リ
テ
、
天
ニ
モ
地
ニ
モ
不
付
、
中
二
浮
レ
テ
悩
ミ
ヶ
リ
。
発
テ
ニ
時
斗
リ
大
事
ニ
テ
、
哲
シ
ホ
ト
ヲ

リ
サ
メ
テ
頭
ノ
打
ナ
ヲ
リ
、
加
様
ニ
シ
テ
ヲ
コ
ル
事
、
三
十
余
日
ゾ
有
ケ
ル
。
或
時
、
又
大
事
二
発
テ
、
二
時
斗
ア
リ
ケ
ル
ガ
、

（
ワ
キ
）
御
こ
ゑ
の
た
か
く
聞
え
候
に
み
な
ノ
ー
よ
せ
さ
ん
し
て
候

四
天
王
ド
モ
カ

ン
病
シ
ケ
ル
ガ
、

打
ス
テ
、
閑
所
二
入
テ
休
ケ
リ
。
頼
光
ホ
ト
ヲ
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と
、
頼
光
の
も
と
に
馳
せ
参
じ
る
ワ
キ
は
独
武
者
で
あ
り
、
四
天
王
は
登
場
し
な
い
。
さ
ら
に
、

（
ワ
キ
）
言
語
道
断
い
ま
に
は
し
め
ぬ
君
の
御
威
光
つ
る
き
の
い
と
く
か
た
ノ
ー
も
っ
て
近
頃
め
て
た
き
御
事
に
て
候
又
御
太

刀
つ
け
の
あ
と
を
見
申
に
け
し
か
ら
す
血
な
か
れ
て
候
・
か
の
ち
を
た
ん
た
へ
・
け
し
や
う
の
も
の
を
た
ひ
ち
仕
や
か
て
ま

と
化
生
の
物
の
退
治
に
先
頭
に
立
つ
の
も
ワ
キ
の
独
武
者
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
土
蜘
蛛
を
追
い
詰
め
て
、
次
の
よ
う
に
名
乗
る
。

対
矧
釧
剣
捌
醐
笥
。
い
か
な
る
天
魔
鬼
神
な
り
と
も
。
み
や
う
こ
ん
を
た
、
ん
此
塚
を
（
地
）
く
つ
せ
や
ノ
ー
っ
は
も
の
と
ょ
は

は
り
さ
け
ふ
そ
の
声
に
。
ち
か
ら
を
え
た
る
は
か
り
な
り
。

右
の
よ
う
に
、
独
武
者
は
そ
の
主
を
保
昌
か
ら
頼
光
に
替
え
て
、
郎
等
の
先
頭
に
立
っ
て
土
蜘
蛛
退
治
に
活
躍
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
能
の
《
大
江
山
》
の
独
武
者
を
踏
ま
え
て
造
型
さ
れ
た
人
物
設
定
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
話
は
、
慶
応
義
塾
大
学
図
書
館
蔵

（
副
）

の
江
戸
前
期
頃
書
写
「
土
ぐ
も
」
絵
巻
二
軸
に
も
載
る
が
、
そ
こ
で
は
土
蜘
蛛
を
退
治
す
る
の
は
、
四
天
王
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
絵

巻
か
ら
能
へ
の
直
接
の
関
係
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
絵
巻
は
能
を
物
語
草
子
と
し
て
再
生
す
る
際
に
、
土
蜘
蛛
退
治
に
活

躍
す
る
郎
等
を
「
剣
の
巻
」
に
あ
る
よ
う
な
伝
統
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
四
天
王
に
す
り
替
え
た
と
考
え
ら
れ
、
逆
に
言
え
ば
、

能
の
世
界
の
中
で
、
独
武
者
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
継
承
さ
れ
て
い
く
様
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
独
武
者
の
素
性
を
洗
い
出
す
作
業
か
ら
、
《
大
江
山
〉
《
土
蜘
蛛
〉
と
能
が
連
作
さ
れ
る
経
緯
を
考
察
し
て
み
た
。
《
大
江
山
〉

（
配
）

か
ら
〈
土
蜘
蛛
〉
へ
と
言
う
一
連
の
頼
光
物
を
作
っ
て
い
く
、
能
の
世
界
で
の
系
譜
が
見
え
て
こ
よ
う
。

い
ら
ふ
す
る
に
て
候

９
糾
胴
Ｈ
ｒ
Ｉ
Ｉ
ロ
イ
〃
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こ
の
、
応
永
三
十
四
年
の
《
酒
天
童
子
》
が
十
二
次
郎
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
申

楽
談
儀
」
の
大
和
猿
楽
十
二
座
の
統
率
者
、
五
郎
康
次
〈
十
二
次
郎
の
父
〉
の
書
状
の
中
に
、
十
二
五
郎
が
「
世
子
一
言
に
よ
り
て
、

鬼
を
〈
砕
動
を
（
※
書
き
入
れ
）
〉
得
て
せ
し
者
也
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
阿
弥
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
よ
っ
て
鬼
の
能
を

得
意
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
、
「
身
の
た
め
、
得
手
向
き
の
能
あ
ま
た
御
書
き
候
て
、
仕
置
き
て
候
」
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

能
〈
大
江
山
〉
は
、
鬼
退
治
物
と
い
う
内
容
か
ら
、
こ
れ
ま
で
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
能
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

（
羽
）

近
年
、
応
永
三
十
四
年
（
一
四
二
七
）
に
行
わ
れ
た
大
乗
院
別
当
坊
猿
楽
に
お
け
る
能
番
組
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
中
に
〈
酒
天
童
子
〉

の
曲
名
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
俄
然
、
古
曲
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
は
観
世
座
傍
系
の
役
者
で
あ
る
十
二
次
郎

に
よ
る
演
能
だ
っ
た
の
だ
が
、
世
阿
弥
が
存
生
し
て
い
た
時
代
に
、
観
世
座
で
〈
酒
天
童
子
〉
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
能
楽
研

究
の
世
界
に
少
な
か
ら
ぬ
衝
撃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

（
型
）

こ
の
《
酒
天
童
子
〉
を
鬼
退
治
物
で
は
な
く
、
夢
幻
能
の
《
幽
霊
酒
天
童
子
》
と
見
る
向
き
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
能
に
古
い
演

（
妬
）

能
記
録
が
な
か
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
文
明
十
年
の
宇
都
宮
二
荒
山
神
社
の
神
事
能
番
組
や
、
室
町
未

（
郡
）

期
で
は
あ
る
が
天
正
十
一
年
の
丹
後
細
川
能
番
組
の
よ
う
に
、
室
町
期
に
お
け
る
演
能
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
応
永
三
十
四
年
の

〈
酒
天
童
子
〉
は
現
行
〈
大
江
山
〉
と
同
じ
鬼
退
治
物
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

〈
大
江
山
（
酒
天
童
子
）
》
は
『
能
本
作
者
注
文
」
『
自
家
伝
抄
』
の
作
者
付
や
、
永
正
頃
の
装
束
付
け
と
さ
れ
る
『
舞
芸
六
輪
次
第
」

に
も
記
載
が
見
ら
れ
、
永
正
頃
の
歌
謡
集
で
あ
る
『
閑
吟
集
』
に
も
謡
の
一
部
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
古
曲
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
が
な
い
。

能
《
大
江
山
》
成
立
の
場
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能《大江山》と「大江山絵詞」

氏と 世
阿
弥
に
得
意
な
能
（
つ
ま
り
鬼
能
）
を
沢
山
作
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
演
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
息
子
で
あ
る
十
二
次
郎
が
こ
こ
で
演
じ
た
《
酒
天
童
子
》
も
、
そ
の
作
の
一
つ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
得
な
く
も
な
い
の
で
あ

る
。
た
と
え
世
阿
弥
の
可
能
性
は
薄
く
と
も
、
こ
の
時
代
の
観
世
座
の
誰
か
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
能
が
作
ら
れ
た
場
を
推
測
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
記
事
が
、
最
近
、
落
合
博
志
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
。

（
”
）

《
大
江
山
》
【
前
場
一
の
酒
宴
の
場
面
に
は
、

と
い
う
シ
テ
の
童
子
の
文
句
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
稚
児
を
第
一
と
し
、
山
王
の
神
を
第
二
と
す
る
の
は
、
稚
児
が
髪
の
毛
を
下
げ
て

（
鴻
）

い
る
か
ら
で
、
従
っ
て
、
神
は
稚
児
の
下
に
あ
る
の
だ
、
と
い
う
言
葉
遊
び
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
、

山
門
記
録
説
日
。
高
祖
大
師
最
初
登
山
之
時
。
二
人
化
人
値
給
。
先
現
天
童
。
次
山
王
影
向
給
。
故
一
兒
二
山
王
云
也
。
：
：
：
因

物
語
云
。
山
門
延
年
時
。
秀
口
兒
髪
サ
カ
リ
タ
レ
バ
。
一
兒
二
山
王
申
也
。

と
あ
っ
て
、
叡
山
の
法
師
達
に
は
知
ら
れ
た
秀
句
話
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
羽
）

と
こ
ろ
が
、
落
合
氏
が
紹
介
さ
れ
た
、
明
応
十
年
（
一
五
○
一
）
成
立
の
尊
舜
の
著
し
た
『
二
帖
御
抄
見
聞
」
に
は
、

氏
は
次
の

い
う
記
事
が
あ
り
、
こ
の
冬

（
釦
）

は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

想
像
を
巡
ら
せ
れ
ば
、
と

也
○

近
比
普
光
院
殿
ノ
御
時
。
東
塔
東
谷
花
芳
院
慶
憲
法
印
ヲ
召
シ
テ
御
雑
談
ノ
次
二
・

（
シ
テ
カ
、
ル
）
あ
わ
れ
み
給
へ

鷺
不
及
私
案
鵬
テ
ト
タ
ル
血
‐
被
タ
リ
詔

こ
の
秀
句
話
が
、

あ
る
時
義
持
の
御
前
で
証
憲
の
披
露
し
た
「
一
児
二
山
王
」
の
秀
句
的
解
釈
が
評
判
と
な
り
、
《
大
江
山
》

神
だ
に
も
（
同
音
）
一
児
二
山
王
と
立
給
ふ
は
、

俄
然
、
《
大
江
山
》
の
能
が
作
ら
れ
る
場
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
落
合

。
於
殿
中
二
人
々
聞
キ
之
ゲ
ニ
モ
也
ト
テ
呰
被
称
歎
セ
。
実
二
末
代
ノ
名
誉

ノ

神
を
さ
ぐ
る
由
ぞ
か
し
。

副
到
祠
当
甘
封
回
刎
側
卿
型
葦
隼
玲
茸
蒔
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右
の
よ
う
に
考
証
さ
れ
て
い
る
の
は
、
〈
大
江
山
〉
が
観
世
座
の
誰
か
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
た
い
へ
ん

示
唆
的
で
あ
る
。
滴
宴
の
場
面
で
こ
の
．
児
二
山
王
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
前
に
は
、
酒
天
童
子
の
命
名
の
由
来
や
、
童
子

が
叡
山
を
追
わ
れ
て
大
江
山
に
居
着
い
た
経
緯
な
ど
が
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
図
ら
ず
も
伝
教
大
師
最
澄
の
叡
山
開
關
謹
と
も
な
っ
て

お
り
、
香
取
本
に
だ
け
そ
れ
が
見
え
る
こ
と
か
ら
，
能
は
香
取
本
よ
り
取
材
し
た
と
の
一
つ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の

「
一
児
二
山
王
」
の
秀
句
護
は
香
取
本
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、
あ
る
い
は
、
能
の
作
者
が
、
《
大
江
山
》
を
構
想
中
に
将
軍
の
周

辺
で
こ
の
秀
句
の
場
面
に
出
く
わ
し
た
か
、
ま
た
は
そ
の
評
判
を
聞
い
て
加
え
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、
能
が

作
ら
れ
る
場
の
問
題
と
し
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
〈
大
江
山
〉
は
、
酒
呑
童
子
の
物
語
が
素
材
で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
多
く
あ
る
物
語
諸
本
を
絞
っ
て
香
取
本
が
典
拠

で
あ
ろ
う
と
目
さ
れ
て
き
た
が
、
能
作
者
が
物
語
を
ど
う
い
う
場
で
享
受
し
、
能
と
し
て
作
っ
た
か
、
つ
ま
り
能
の
制
作
の
場
に
つ
い

て
は
、
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
視
点
を
変
え
る
と
、
香
取
本
の
伝
来
や
流
布
に
つ
い
て
も
考
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
香
取
本
が
享
受
さ
れ
て
い
た
痕
跡
が
記
録
上
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
後
の
諸
本
へ
の
直
接
の
影
響
関
係
が
希
薄
な
こ
と
か

ら
も
、
こ
の
本
が
一
般
に
流
布
し
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
所
有
者
や
眼
に
し
た
者
は
一
体
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ

た
の
か
。
こ
れ
は
、
酒
天
童
子
に
限
ら
ず
、
室
町
期
の
絵
巻
享
受
全
般
に
わ
た
る
問
題
で
も
あ
る
。

え
る
で
あ
ろ
う
。

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
将
軍
令

は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、

の
作
者
に
よ
っ
て
訶
章
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
、
と
い
う
事
情
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
よ
れ

ば
山
門
の
延
年
の
秀
句
芸
で
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
し
、
全
く
別
の
経
路
か
ら
《
大
江
山
〉
の
作
者
の
耳
に
入
っ

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
将
軍
を
初
め
伺
候
の
人
々
が
「
ゲ
ニ
モ
也
ト
テ
皆
被
称
歎
セ
」
と
い
う
の
を
信
ず
れ
ば
、
広
く

＄

－72－



能《大江山》と「大江山絵詞」

（
別
）

こ
の
点
に
お
い
て
、
美
術
史
研
究
の
高
岸
輝
氏
の
指
摘
が
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。
高
岸
氏
は
「
室
町
時
代
の
政
権
と
絵

巻
制
作
ｌ
『
清
水
寺
縁
起
絵
巻
』
と
足
利
義
植
の
関
係
を
中
心
に
」
と
い
う
論
考
に
お
い
て
、
室
町
殿
、
す
な
わ
ち
歴
代
の
室
町
将
軍
、

初
代
尊
氏
・
二
代
義
詮
・
三
代
義
満
・
四
代
義
持
・
六
代
義
教
が
、
多
く
の
絵
巻
を
武
家
統
領
の
権
威
の
象
徴
と
し
て
制
作
さ
せ
、
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
も
、
高
岸
氏
が
清
涼
寺
本
『
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
』
が
足
利
義
満
の
七
回
忌

（
認
）

を
追
善
し
て
応
永
二
十
一
年
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
論
を
参
照
し
て
、
「
能
《
融
通
鞍
馬
》
の
制
作
動
機
」
と
い
う
小
考
で
、

世
阿
弥
作
の
能
〈
融
通
鞍
馬
》
は
『
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
』
に
依
っ
て
作
ら
れ
た
能
で
あ
り
、
義
満
の
七
同
忌
追
善
を
契
機
と
し
て
作

成
さ
れ
た
能
で
あ
る
と
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
酒
天
童
子
に
話
を
戻
す
と
、
武
家
の
頭
領
で
あ
る
室
町
殿
、
す
な
わ
ち
足
利
将
軍
家
は
清
和
源
氏
の
流
れ
を
汲
む
名
門
で

あ
る
。
そ
の
清
和
源
氏
の
武
門
の
流
れ
は
多
田
満
仲
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
の
満
仲
の
長
男
で
摂
津
源
氏
の
祖
で
あ
る
源
頼
光
と
、
頼
光

と
並
び
称
さ
れ
た
武
勇
の
者
で
あ
る
藤
原
保
昌
の
二
人
が
帝
の
勅
を
蒙
っ
て
両
大
将
と
な
り
、
大
江
山
の
鬼
神
を
退
治
し
て
武
威
を
示

（
羽
）

し
国
を
安
ん
じ
る
と
い
う
物
語
絵
巻
が
、
足
利
将
軍
家
の
求
め
で
作
ら
れ
た
可
能
性
は
多
い
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
香
取
本
の
最
後
に
は
、

御
堂
入
道
大
相
国
、
御
参
内
有
り
て
申
さ
れ
け
る
は
、
「
上
古
よ
り
末
代
に
至
ま
で
、
代
々
朝
敵
を
打
ち
座
く
る
輩
多
し
と
雛
も
、

斯
か
る
希
代
の
勝
事
に
及
ぶ
事
、
先
雛
承
り
及
ば
ず
。
早
速
に
勧
賞
行
な
は
る
べ
き
」
由
、
取
り
申
さ
れ
し
か
ぱ
、
丹
後
守
保
昌
、

西
夷
大
将
軍
に
成
り
て
、
筑
前
国
を
給
は
る
。
摂
津
守
頼
光
は
東
夷
大
将
軍
に
成
ら
れ
て
、
陸
奥
国
を
ぞ
給
は
り
け
る
。

と
頼
光
と
保
昌
が
東
西
の
大
将
軍
と
な
る
宣
旨
を
い
た
だ
き
、
領
国
を
賜
っ
た
と
語
り
納
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
将
軍
家
の
武
威
の
歴

（
鋤
）

史
を
語
る
の
に
相
応
し
い
物
語
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
香
取
本
の
『
大
江
山
絵
詞
』
は
足
利
将
軍
の
も
と
に
あ
り
、
将
軍
家
御
用
の
観
世
座
の
能
の
作
者
が
、
室
町
将
軍
の
周
辺

で
そ
の
絵
巻
を
披
見
す
る
機
会
を
得
て
、
制
作
さ
れ
た
能
が
《
大
江
山
》
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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〔
注
〕

（
３
）
御
伽
草
子
本
の
引
用
本
文
と
挿
絵
図
版
は
市
古
貞
次
編
『
御
伽
草
子
』
（
一
九
七
二
年
、
三
弥
井
書
店
）
に
拠
る
。

（
４
）
古
典
文
庫
『
日
本
史
伝
川
柳
狂
句
」
第
七
冊
（
古
典
文
庫
、
一
九
七
五
年
）
。
な
お
、
『
日
本
史
伝
川
柳
狂
句
』
に
酒
呑
童
子
の

狂
句
が
載
る
こ
と
は
、
佐
竹
昭
広
氏
『
酒
呑
童
子
異
聞
」
（
平
凡
社
選
書
弱
、
一
九
七
七
年
）
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
小
松
茂
美
編
、
続
Ｈ
本
の
絵
巻
別
『
土
蜘
蛛
草
紙
天
狗
草
紙
大
江
山
絵
訶
』
（
一
九
九
三
年
、
中
央
公
論
社
）
。

（
６
）
「
増
訂
室
町
時
代
物
語
類
現
存
本
簡
明
目
録
」
（
奈
良
絵
本
国
際
研
究
会
編
『
御
伽
草
子
の
世
界
」
三
省
堂
、
一
九
八
二
年
）
。

（
７
）
島
津
忠
夫
「
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
『
大
江
山
絵
訶
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
亀
国
語
国
文
」
二
○
○
五
年
十
二
月
、
後
に
島
津
忠
夫

著
作
集
第
十
巻
『
物
語
」
（
二
○
○
六
年
、
和
泉
書
院
）
に
収
録
）
。

（
８
）
菊
地
勇
次
郎
「
最
澄
と
酒
呑
童
子
の
物
語
」
含
伝
教
大
師
研
究
』
一
九
七
三
年
、
天
台
学
会
）
、
天
野
文
雄
「
「
酒
天
童
子
」
考
」

（
『
能
研
究
と
評
論
」
八
号
、
一
九
七
九
年
十
月
）
、
榊
原
悟
「
「
大
江
山
絵
訶
」
小
解
」
舎
続
日
本
絵
巻
大
成
」
十
九
、
一
九

（
２
）
古
法
眼
本
の
引
用
本
文
と
挿
絵
図
版
は
『
大
日
本
史
料
」
第
九
編
之
二
十
（
一
九
九
四
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
所
収
の
も
の

（
１
）
《
大
江
山
》
の
謡
本
は
『
国
書
総
目
録
』
に
よ
る
と
、
別
名
の
《
酒
天
童
子
》
も
含
め
て
四
十
一
本
が
存
す
る
が
、
諸
本
間
に

大
き
な
異
同
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
四
段
目
の
［
上
ゲ
歌
］
「
い
さ
ノ
ー
さ
け
を
の
ま
ふ
よ
ノ
ー
」
の
後
に
「
髪
は
所
も
蓬

生
ｊ
～
て
。
荒
た
る
宿
な
り
と
も
我
た
に
す
た
か
は
御
心
安
く
思
召
せ
」
の
詞
章
を
有
す
る
系
統
と
、
持
た
な
い
系
統
に
大
き
く

二
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
前
者
が
古
態
を
保
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
引
用
す
る
本
文
は
、
前
系
統
の
謡
い
本
の
一
本
と

し
て
上
掛
り
の
淵
田
虎
頼
等
節
付
本
（
松
井
家
一
番
綴
じ
本
、
永
青
文
庫
蔵
）
を
用
い
る
。
な
お
、
役
名
や
節
付
け
の
表
記
は

を
用
い
る
。

〈
〉
に
入
れ
て
示
し
た
。
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能《大江山》と「大江山絵詞」

八
四
年
、
中
央
公
論
社
）
、
牧
野
和
夫
「
叡
山
に
お
け
る
諸
領
域
の
交
点
・
酒
呑
童
子
護
」
（
「
国
語
と
国
文
学
』
六
十
七
巻
十
一
号
、

一
九
九
○
年
十
一
月
）
、
徳
江
元
正
「
作
品
研
究
「
大
江
山
」
」
・
「
作
品
研
究
「
大
江
山
」
（
承
前
）
」
含
観
世
』
一
九
九
一
年
一
・

二
月
号
）
、
辻
田
豪
史
「
酒
傳
童
子
話
変
遷
の
一
側
面
ｌ
登
場
人
物
の
異
同
と
頼
光
像
の
再
編
成
ｌ
」
（
『
国
文
学
研
究
』
第
百
三

十
六
集
、
二
○
○
二
年
三
月
）
、
斉
藤
研
一
「
酒
呑
童
子
物
語
研
究
の
可
能
性
」
（
『
中
世
文
学
研
究
は
日
本
文
化
を
解
明
で
き
る

か
』
笠
間
書
院
、
二
○
○
六
年
）
。

（
９
）
「
金
沢
市
立
図
書
館
蔵
謡
言
粗
志
ｌ
翻
刻
と
校
異
ｌ
』
下
巻
（
一
九
九
○
年
、
金
沢
市
）
・

（
Ⅲ
）
佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観
』
第
一
巻
（
一
九
三
○
年
、
明
治
書
院
）
・

（
Ⅲ
）
（
３
）
で
引
い
た
『
酒
呑
童
子
異
聞
』
。

（
岨
）
続
日
本
絵
巻
大
成
十
九
『
土
蜘
蛛
草
紙
天
狗
草
紙
大
江
山
絵
訶
」
（
一
九
八
四
年
、
中
央
公
論
社
）
・

（
田
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
虹
『
古
事
談
・
続
古
事
談
』
（
二
○
○
五
年
、
岩
波
書
店
）
。

（
Ｍ
）
萩
谷
朴
「
清
少
納
言
零
落
伝
説
の
虚
妄
性
と
名
誉
恢
復
」
（
「
古
代
文
化
』
第
三
十
二
巻
第
四
号
）
。

（
哩
大
日
本
古
記
録
「
御
堂
関
白
記
」
下
（
一
九
五
四
年
、
岩
波
書
店
）
・

（
船
）
池
田
尚
隆
二
御
堂
関
白
記
』
註
釈
（
印
）
ｌ
寛
仁
元
年
三
月
三
日
～
三
月
十
五
日
条
ｌ
」
（
『
古
代
文
化
』
第
三
十
三
巻
第
八

号
）
、
山
中
裕
編
『
御
堂
関
白
記
全
註
釈
寛
仁
元
年
」
二
九
八
五
年
、
国
害
刊
行
会
）
・

（
Ⅳ
）
国
史
大
系
岨
『
扶
桑
略
記
』
（
一
九
九
九
、
吉
川
弘
文
館
）
・

（
肥
）
長
谷
川
端
「
酒
呑
童
子
絵
巻
翻
刻
・
略
解
題
」
（
『
中
京
大
学
図
書
館
学
紀
要
』
二
十
六
、
平
成
十
七
年
五
月
）
・

（
的
）
屋
代
本
「
平
家
物
語
」
（
貴
重
古
典
籍
叢
刊
９
、
角
川
書
店
）
・

（
別
）
《
士
蜘
蛛
》
の
引
用
本
文
は
野
坂
家
本
「
蛛
」
（
金
春
八
郎
等
節
付
三
番
綴
謡
本
）
に
拠
っ
た
。
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（
別
）
横
山
重
・
松
本
隆
信
編
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
九
（
一
九
八
一
年
、
角
川
書
店
）
・

（
躯
）
《
士
蜘
蛛
〉
と
違
っ
た
か
た
ち
で
展
開
し
た
頼
光
物
の
能
に
観
世
小
次
郎
信
光
作
の
《
羅
生
門
》
、
ま
た
の
名
を
〈
綱
》
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
〈
春
雨
が
続
く
頃
、
源
頼
光
の
館
で
は
四
天
王
を
は
じ
め
平
井
保
昌
な
ど
の
家
来
が
あ
つ
ま
り
酒
宴
を
ひ
ら
い
て
い
た

と
こ
ろ
、
羅
生
門
に
鬼
が
出
る
と
い
う
噂
が
話
題
に
の
ぼ
り
、
そ
の
実
否
に
つ
い
て
渡
辺
綱
と
保
昌
と
の
間
で
言
い
争
い
に
な
り
、

綱
は
真
実
を
確
か
め
る
と
言
っ
て
席
を
立
つ
。
羅
生
門
に
着
い
た
綱
は
証
拠
の
札
を
立
て
て
去
ろ
う
と
す
る
と
、
鬼
が
現
れ
兜
を

掴
む
。
綱
は
緒
を
切
っ
て
鬼
の
腕
を
切
り
落
と
し
た
〉
と
い
う
筋
で
あ
り
、
ワ
キ
の
綱
を
中
心
と
し
た
能
で
、
シ
テ
の
鬼
は
後
場

し
か
登
場
せ
ず
、
し
か
も
一
言
も
発
し
な
い
と
い
う
大
胆
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
に
、
頼
光
が
「
丹
州
大
江
山
の
鬼
神
を

従
へ
し
よ
り
こ
の
か
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
大
江
山
鬼
神
退
治
の
後
日
談
と
し
て
仕
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
、
こ
の
後
で
頼
光
を
囲
ん
で
の
酒
宴
と
な
り
、
羅
生
門
に
鬼
が
出
る
と
の
噂
を
巡
っ
て
綱
と
保
昌
と
の
口
論
に
な
っ
て
、
引
っ

込
み
が
付
か
な
く
な
っ
た
綱
が
羅
生
門
に
札
を
掲
げ
に
行
き
、
そ
こ
で
鬼
と
遭
遇
し
て
腕
を
切
る
と
い
う
よ
う
に
展
開
す
る
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
綱
の
相
手
役
と
し
て
保
昌
が
登
場
す
る
の
は
、
《
大
江
山
》
を
承
け
て
の
こ
と
と
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
話
も

強
い
て
典
拠
を
あ
げ
る
と
『
平
家
物
語
』
の
「
剣
の
巻
」
に
な
る
が
、
「
剣
の
巻
」
に
お
け
る
綱
の
鬼
の
腕
切
り
の
話
に
は
保
昌

は
登
場
せ
ず
、
こ
れ
も
能
《
大
江
山
》
に
続
く
連
作
物
と
し
て
作
ら
れ
た
経
緯
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
た

八
嶌
幸
子
弓
寺
務
方
諸
廻
請
』
紙
背
文
書
抄
（
上
）
」
亀
北
の
丸
ｌ
国
立
公
文
書
館
報
ｌ
』
三
十
二
号
、
一
九
九
九
年
十
月
）
・

「
「
応
永
三
十
四
年
演
能
記
録
」
に
つ
い
て
」
（
『
観
世
』
二
○
○
○
年
八
月
）
・

表
章
「
《
観
世
流
史
》
参
究
（
そ
の
二
土
世
阿
弥
出
家
直
後
の
観
世
座
ｌ
応
永
三
十
四
年
演
能
記
録
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
亀
観

二
○
○
○
年
十
月
）
。
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能〈大江山》と「大江山絵詞」

（
邪
）
『
大
正
新
修
大
蔵
経
」
第
乃
巻
（
一
九
三
一
年
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会
）
。

（
釣
）
「
二
帖
御
抄
見
聞
』
明
応
十
年
（
一
五
○
二
の
成
立
（
『
天
台
宗
全
書
』
９
、
一
九
三
五
～
三
七
年
、
天
台
宗
典
編
纂
所
）
・

論
文
中
の
落
合
氏
の
注
に
よ
る
と
、
「
普
光
院
（
足
利
義
教
と
は
「
勝
定
院
（
義
持
と
の
誤
り
で
あ
り
、
「
花
芳
院
慶
憲
」
は

「
花
王
院
証
憲
」
が
正
し
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
釦
）
落
合
博
志
「
所
見
曲
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
」
（
『
能
と
狂
言
」
創
刊
号
、
二
○
○
三
年
四
月
）
。

（
型
高
岸
輝
「
室
町
時
代
の
政
権
と
絵
巻
制
作
ｌ
『
清
水
寺
縁
起
絵
巻
」
と
足
利
義
植
の
関
係
を
中
心
に
」
亀
中
世
文
学
研
究
は
日

本
文
化
を
解
明
で
き
る
か
』
笠
間
書
院
、
二
○
○
六
年
）
・

（
聖
拙
稿
「
能
〈
融
通
鞍
馬
〉
の
制
作
動
機
」
（
月
刊
『
能
」
京
都
観
世
会
館
、
二
○
○
七
年
六
月
）
。

（
詔
）
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
『
看
聞
日
記
』
紙
背
の
物
語
目
録
の
中
に
、
「
酒
天
童
子
物
語
一
帖
」
と
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
伏
見
宮
家
伝
来
、
ま
た
は
貞
成
親
王
の
所
持
本
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
室
町
殿
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
写
し
た
も

（
恥
）
『
丹
後
細
川
能
番
組
」
（
宮
津
市
教
育
委
員
会
・
中
嶋
利
雄
・
松
岡
心
平
・
表
章
「
能
楽
研
究
」
第
八
号
、
一
九
八
三
年
三
月
）
、

拙
稿
「
能
《
真
名
井
原
》
制
作
の
動
機
と
背
景
ｌ
『
丹
後
細
川
能
番
組
』
に
見
ら
れ
る
上
演
記
録
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
亀
伝
承
文
化

の
展
望
』
二
○
○
三
年
、
三
弥
井
書
店
）
・

（
〃
）
本
曲
の
謡
い
本
の
曲
名
表
記
は
《
大
江
山
》
と
《
酒
天
童
子
》
の
二
種
類
が
あ
る
。
古
く
は
応
永
三
十
四
年
の
番
組
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
〈
酒
天
童
子
〉
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
現
在
に
通
行
し
て
い
る
〈
大

（
空
拙
稿

四
年
）
。

あ
る
よ
う
に
〈
酒
一

江
山
〉
を
用
い
る
。

拙
稿
「
宇
都
宮
二
荒
山
神
社
蔵
『
造
宮
日
記
」
に
お
け
る
能
楽
記
事
の
史
料
的
意
義
」
（
「
芸
能
史
研
究
」
一
五
七
号
、
平
成
十
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（
弘
）
藤
原
保
昌
は
藤
原
南
家
巨
勢
磨
流
に
連
な
る
が
、
『
尊
卑
分
脈
』
の
系
図
に
よ
る
と
そ
の
妹
に
「
源
満
仲
妻
、
河
内
守
頼
信
母
」

と
注
さ
れ
て
い
る
。
清
和
源
氏
の
系
図
で
は
頼
光
の
弟
頼
信
の
母
は
藤
原
致
忠
の
女
、
ま
た
は
藤
原
元
方
の
女
と
す
る
が
、
保
昌

の
妹
を
母
と
す
る
説
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
と
す
る
と
保
昌
は
足
利
将
軍
家
と
直
接
繋
が
る
河
内
源
氏
の
祖
、
頼
信
の
叔
父
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
り
、
頼
光
と
保
昌
が
両
大
将
と
し
て
描
か
れ
る
起
因
が
窺
わ
れ
よ
う
。

の
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
貞
成
親
王
が
、
実
子
で
あ
る
後
花
園
天
皇
を
介
し
て
将
軍
家
所
蔵
の
絵
巻
を
披
見
し
て
い
る

こ
と
は
『
看
聞
日
記
』
の
記
事
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
称
光
天
皇
か
ら
後
花
園
天
皇
に
讓
位
さ
れ
た
永
享
年

間
以
降
に
多
く
な
る
が
、
永
享
以
前
に
も
何
ら
か
の
方
法
で
借
り
出
し
、
絵
巻
を
写
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
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能《大江111》と「大江山絵訶」

【図1】古法眼本く｢大日本史料」第九編之二十（1994年、東京大学出版会）

に収載のIXI版に拠る〉

【図2】御伽文庫本く『御伽草子』（1972年、三弥井耆店）に拠る〉
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【図3】香取本く続日本の絵巻26『土蜘蛛草紙天狗草紙大江lll絵訶』

(1993年、中央公論社）に拠る〉

【図4】中京大学本く｢''1京大学IxI書館学紀要」26(2005年5月）に収載の

図版に拠る〉
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