
The Brave General “Asahina”

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2018-05-28

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 岩城, 賢太郎

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://mu.repo.nii.ac.jp/records/815URL



59　　「朝比奈」という勇将 　　58

一
、
朝
比
奈
三
郎
義
秀
と
狂
言
〈
朝
比
奈
〉

　

狂
言
〈
朝
比
奈
〉
は
、
冥
途
へ
赴
く
シ
テ
朝
比
奈
が
、
六
道
の

辻
で
地
獄
の
主
で
あ
る
ア
ド
閻
魔
王
に
和
田
合
戦
に
関
す
る
「
い

く
さ
語
り
」
を
聞
か
せ
、
閻
魔
王
を
も
力
で
従
え
て
浄
土
に
向
か

う
と
い
う
筋
の
作
品
で
あ
る
。

　

こ
の
朝
比
奈
の
名
の
史
書
関
連
に
お
け
る
初
見
は
、『
吾
妻
鏡
』

正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
九
月
二
日
条
の
「
快
晴
。
羽
林
、
小
壺

の
海
辺
を
歴
覧
せ
し
め
た
ま
ふ
」
と
い
う
、
二
代
将
軍
源
頼
家
の

小
坪
海
岸
辺
の
遊
覧
の
宴
席
に
関
す
る
記
事
で
あ
る）

1
（

。

し
か
る
に
朝
夷
名
三
郎
義
秀
、
水
練
の
聞
え
あ
り
。
こ
の
次

を
も
つ
て
、
そ
の
芸
を
顕
す
べ
き
の
由
、
御
命
あ
り
。
義
秀

「
朝
比
奈
」
と
い
う
勇
将

─
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
の
シ
テ
造
型
と
近
世
期
へ
の
展
開
─

岩　

城　

賢
太
郎

辞
し
申
す
に
能
は
ず
。
す
な
は
ち
船
よ
り
下
り
、
海
上
に
浮

か
び
て
往
還
数
丁
、
結
句
波
底
に
入
り
て
し
ば
ら
く
見
え

ず
。
諸
人
怪
し
み
を
な
す
の
と
こ
ろ
、
生
鮫
三
喉
を
提
げ
、

御
船
の
前
に
浮
び
上
る
。
満
座
感
ぜ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。

　

水
練
の
達
者
で
聞
こ
え
た
朝
比
奈
三
郎
義
秀
が
、
捕
ら
え
た
生

き
鮫
三
尾
を
抱
え
て
海
中
か
ら
現
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
初
見
の
記

事
か
ら
し
て
、
朝
比
奈
と
い
う
武
者
の
剛
勇
に
関
す
る
描
写
は
際

立
っ
て
い
る
。
同
条
に
は
続
い
て
、
大
江
広
元
が
頼
家
に
献
じ
た

名
馬
を
め
ぐ
っ
て
、
朝
比
奈
が
兄
和
田
常
盛
と
争
う
記
事
を
載
せ

る
（〈　

〉
は
割
書
）。

羽
林
、
今
日
御
騎
用
の
龍
蹄
〈
名
馬
、
諸
人
競
望
を
な
す
。〉

を
も
つ
て
義
秀
に
給
ふ
の
と
こ
ろ
、
義
秀
が
兄
常
盛
申
し
て
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云
は
く
、
水
練
は
義
秀
に
覃
ば
ず
と
い
へ
ど
も
、
相
撲
に
お

い
て
は
長
兄
の
験
あ
る
べ
し
。
御
馬
を
兄
弟
の
中
に
置
き
、

相
撲
を
覧
る
の
後
、
勝
負
に
就
き
て
こ
れ
を
下
さ
る
べ
し
と

云
々
。
…
…
二
人
共
に
衣
装
を
解
き
て
立
ち
向
ふ
。
そ
の
勢

色
力
士
に
異
な
ら
ず
。
対
揚
に
勝
劣
な
し
。
お
の
お
の
取
り

合
ひ
数
反
に
及
ぶ
。
こ
の
間
立
つ
と
こ
ろ
の
地
す
こ
ぶ
る
震

動
す
る
が
ご
と
し
。
人
も
つ
て
壮
観
と
な
す
。
義
秀
し
き
り

に
勝
負
を
好
み
、
常
盛
い
さ
さ
か
雌
伏
の
気
あ
り
。
こ
こ
に

江
間
殿
、
感
興
の
余
り
、
座
を
起
ち
て
両
人
の
中
に
隔
て
立

た
る
。
時
に
常
盛
、
衣
を
著
る
に
及
ば
ず
、
裸
に
て
件
の
馬

に
乗
り
、
鞭
を
揚
げ
て
逐
電
す
。
義
秀
後
悔
千
万
。
観
る
者

皆
顊
を
解
く
。

　

常
盛
と
朝
比
奈
の
兄
弟
の
相
撲
は
、
両
者
の
気
性
の
烈
し
さ
、

勇
ま
し
さ
を
描
写
す
る
が
、
朝
比
奈
の
勇
力
は
常
盛
を
凌
ぎ
、
執

権
北
条
義
時
が
仲
裁
に
入
っ
た
隙
に
、
常
盛
は
馬
を
奪
っ
て
逃

げ
、
朝
比
奈
は
悔
し
が
り
、
兄
弟
の
争
い
を
観
戦
し
た
頼
家
と
幕

府
の
御
家
人
達
の
笑
い
に
そ
の
場
は
包
ま
れ
た
。

　

力
比
べ
を
し
て
兄
に
勝
る
朝
比
奈
、
そ
れ
を
観
て
笑
う
周
り
の

人
々
、
朝
比
奈
の
初
見
記
事
は
、
場
面
も
内
容
も
全
く
異
な
る
の

で
は
あ
る
が
、
恰
も
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
の
舞
台
と
そ
れ
を
鑑
賞
す

る
観
客
と
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
の
シ
テ
朝
比
奈
の
人
物
像
に
つ

い
て
考
察
す
る
た
め
に
、
以
下
、
中
世
か
ら
近
世
初
期
の
歴
史
、

文
学
、
絵
画
、
芸
能
等
の
資
料
を
検
討
す
る
。
中
世
の
芸
能
で
あ

る
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
が
、
朝
比
奈
を
い
か
な
る
武
者
と
し
て
造
型

し
、
そ
し
て
そ
の
武
者
像
が
近
世
初
期
へ
と
い
か
に
展
開
し
人
々

に
受
容
さ
れ
記
憶
さ
れ
た
の
か
、
い
わ
ば
「
歴
史
」
と
し
て
定
着

し
た
の
か
を
追
究
し
て
み
た
い）

2
（

。

　

二
、
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
の
和
田
合
戦
の
い
く
さ
語
り

　

初
め
に
、
シ
テ
朝
比
奈
の
和
田
合
戦
に
纏
わ
る
い
く
さ
語
り
に

つ
い
て
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
参
照
し
つ
つ
、
確
認
し
て
お
き

た
い
。
現
在
確
認
出
来
る
〈
朝
比
奈
〉
の
い
ち
ば
ん
古
い
伝
本
で

あ
る
、 

寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
本
奥
書
の
大
蔵
虎
明
本
「
鬼

類
小
名
類 

あ
さ
い
な）

3
（

」（
以
下
、
虎
明
本
）
の
詞
章
を
掲
げ
、
適

宜
、
和
泉
流
の
『
狂
言
六
義
』「（
抜
書
）
卅
六
△
朝
比
奈）

4
（

」（
以

下
、
六
義
）
の
詞
章
を
小
字
で
掲
げ
て
対
照
す
る
。

（
朝
比
奈
）
＼
そ
も
〳
〵
わ
だ
い
く
さ
の
お
こ
り
を
尋
る
に
、
ゑ
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が
ら
の
へ
い
だ
胤
長
と
い
つ
し
も
の
、
う
す
ひ
た
う
げ
に
て

君
に
う
ば
わ
れ
申
、
一
度
な
ら
ず
二
度
な
ら
ず
、
両
三
度
ま

で
か
ま
く
ら
へ
引
渡
さ
る
ゝ
、
わ
だ
の
一
門
九
十
三
騎
、
平

太
が
な
わ
め
の
は
ぢ
を
す
ゝ
が
ん
と
、〔
六
義
：
か
れ
が
な
わ

め
の
は
ぢ
を
す
ゝ
が
ん
と
、
和
田
の
一
門
四
百
八
拾
人
、
れ
ん
判

し
〕
お
や
に
て
候
よ
し
も
り
、
し
ら
が
か
し
ら
に
か
ぶ
と
を

い
た
ゞ
け
バ
、
た
れ
か
ハ
あ
つ
て
の
こ
る
べ
き
、
中
に
も
五

月
二
日
に
、〔
六
義
：
五
月
三
日
の
早
天
に
、〕
か
ま
く
ら
の
南

の
門
に
お
し
よ
せ
、
時
を
ど
つ
と
つ
く
る
、〔
六
義
：
た
と
へ

ば
、
ら
い
で
ん
雲
を
ひ
ゞ
か
し
、
大
じ
し
ん
の
ゆ
る
が
ご
と
く
な

り
、〕
さ
れ
バ
ふ
る
こ
う
り
が
つ
ゝ
ぬ
き
さ
げ
ぎ
り
、
か
ず

を
し
ら
ず
、
か
う
申
あ
さ
い
な
が
人
つ
ぶ
て
、
め
を
お
ど
ろ

か
す
所
に
、
お
や
に
て
候
よ
し
も
り
使
者
を
た
て
、
何
と
て

あ
さ
い
な
ハ
門
を
や
ぶ
ら
ぬ
ぞ
、
も
ん
を
や
ぶ
れ
と
あ
り
し

か
バ
、〔
六
義
：
な
に
と
て
朝
比
奈
は
、
ひ
と
合
戦
仕
ら
ぬ
ぞ
と

あ
り
し
か
ば
、〕
か
し
こ
ま
つ
て
候
と
て
、
い
そ
ぎ
こ
ま
よ
り

と
ん
で
お
り
、
ゆ
ら
り
〳
〵
と
た
ち
こ
ゆ
る
、〔
六
義
：
承
り

候
と
て
、
そ
の
ま
ゝ
馬
よ
り
と
ん
で
お
り
、
大
門
さ
し
て
あ
ゆ
み

行
、〕
う
ち
よ
り
、
す
ハ
あ
さ
い
な
こ
そ
門
を
や
ぶ
れ
、
も

ん
や
ぶ
ら
れ
て
か
な
ハ
じ
と
、
八
ほ
ん
の
か
う
り
や
う
を

か
け
、
大
く
ぎ
大
か
す
が
い
、
う
ち
ぬ
き
〳
〵
た
り
し
ハ
、

〔
六
義
：
ご
ろ
く
ば
ん
じ
や
く
、
大
く
ぎ
・
か
す
が
い
を
、
打
ぬ
き

〳
〵
、
う
つ
た
る
あ
り
さ
ま
は
、〕
た
ゞ
さ
な
が
ら
つ
る
ぎ
の
山

の
ご
と
く
な
り
、

　
『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
和
田
合
戦
の
始
ま
り
は
、
右
の
虎
明
本

の
詞
章
と
同
じ
日
付
の
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
五
月
二
日
条
で

あ
り
、「
申
の
刻
、
和
田
左
衛
門
尉
義
盛
、
伴
党
を
率
し
て
、
た

ち
ま
ち
に
将
軍
の
幕
下
を
襲
ふ
」
と
、
和
田
義
盛
が
蜂
起
し
た
記

事
が
載
る
。
朝
比
奈
の
兄
「
嫡
男
和
田
新
左
衛
門
尉
常
盛
・
同
子

息
新
兵
衛
尉
朝
盛
入
道
」
は
じ
め
、
義
盛
の
子
息
七
人
の
武
者
の

一
人
と
し
て
続
い
た
朝
比
奈
の
様
は
以
下
ご
と
く
見
え
る
。

酉
の
剋
、
賊
徒
つ
ひ
に
幕
府
の
四
面
を
圍
み
、
旗
を
靡
か
せ

箭
を
飛
ば
す
。
相
摸
修
理
亮
泰
時
・
同
次
郎
朝
時
・
上
総
の

三
郎
義
氏
等
、
防
ぎ
戦
ひ
兵
略
を
尽
す
。
し
か
る
に
朝
夷
名

三
郎
義
秀
惣
門
を
敗
り
、
南
庭
に
乱
れ
入
り
て
、
籠
る
と
こ

ろ
の
御
家
人
等
を
攻
撃
し
、
あ
ま
り
さ
へ
火
を
御
所
に
縦
ち

て
、
郭
内
の
室
屋
一
宇
残
さ
ず
焼
亡
す
。
こ
れ
に
依
つ
て
将

軍
家
、
右
大
将
軍
家
の
法
華
堂
に
入
御
す
。
火
災
を
遁
れ
た
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ま
ふ
べ
き
が
故
な
り
。
相
州
・
大
官
令
御
共
に
候
ぜ
ら
る
。

　

朝
比
奈
は
御
所
の
惣
門
を
突
破
し
て
南
庭
に
乱
入
し
建
物
に
火

を
掛
け
、
三
代
将
軍
実
朝
は
頼
朝
の
法
華
堂
に
避
難
し
た
。『
吾

妻
鏡
』
に
見
え
る
朝
比
奈
の
門
破
り
の
記
述
は
簡
潔
な
も
の
で
あ

る
。『
吾
妻
鏡
』
は
、
門
破
り
よ
り
は
こ
の
間
の
義
秀
の
壮
絶
な

戦
ぶ
り
に
つ
い
て
、「
就
中
に
義
秀
猛
威
を
振
ひ
、
壮
力
を
彰
は

す
こ
と
、
す
で
に
も
つ
て
神
の
如
し
。
彼
に
敵
す
る
の
軍
士
、
死

を
免
る
る
こ
と
な
し
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
幕
府
側

に
付
い
た
義
盛
の
甥
で
あ
る
従
兄
弟
の
「
高
井
三
郎
兵
衛
尉
重

茂
」
と
の
落
馬
し
て
の
烈
し
い
組
討
ち
の
様
に
つ
い
て
も
、「
義
秀

と
攻
め
戦
ひ
、
互
ひ
に
弓
を
棄
て
轡
を
並
べ
て
雌
雄
を
決
せ
ん
と

欲
し
、
両
人
取
り
合
ひ
て
、
共
に
も
つ
て
馬
よ
り
落
つ
。
つ
ひ
に

重
茂
討
た
れ
を
は
ん
ぬ
」
と
見
え
て
い
る
。
さ
ら
に
朝
比
奈
の
敵

す
る
者
な
し
と
い
っ
た
壮
絶
な
戦
い
ぶ
り
を
記
す
記
事
が
続
く
。

ま
た
足
利
三
郎
義
氏
、
政
所
前
の
橋
の
傍
に
お
い
て
義
秀
に

相
逢
ふ
。
義
秀
追
ひ
て
義
氏
が
鎧
の
袖
を
取
る
。
縡
は
は
な

は
だ
急
に
し
て
、
義
氏
駿
馬
に
策
つ
て
隍
の
西
に
飛
ば
し

む
。
そ
の
間
鎧
の
袖
中
よ
り
絶
つ
。
し
か
れ
ど
も
馬
倒
れ

ず
、
主
落
ち
ず
。
義
秀
志
を
励
ま
す
と
い
へ
ど
も
、
合
戦
数

剋
に
し
て
、
乗
馬
疲
れ
極
ま
る
の
間
、
泥
み
て
隍
の
東
に
留

ま
る
。
両
士
の
勇
力
を
論
ず
れ
ば
、
互
ひ
に
強
弱
な
き
こ
と

掲
焉
な
り
。
見
る
者
掌
を
抵
ち
、
舌
を
鳴
ら
す
。
義
秀
な
ほ

橋
の
上
に
廻
り
、
義
氏
を
追
は
ん
と
擬
す
る
の
刻
、
鷹
司
官

と
い
ふ
者
、
そ
の
中
を
隔
て
相
支
ふ
る
に
よ
つ
て
、
義
秀
が

た
め
に
害
せ
ら
る
。
こ
の
間
に
義
氏
遁
る
る
こ
と
を
得
て
奔

走
す
と
云
々
。

　

朝
比
奈
が
引
っ
張
っ
た
足
利
義
氏
の
鎧
の
袖
が
切
れ
る
と
い
う

右
の
記
事
の
様
子
な
ど
は
、
例
え
ば
、『
曾
我
物
語
』
を
は
じ
め
、

中
世
・
近
世
期
の
芸
能
で
も
著
名
な
曾
我
五
郎
時
宗
と
の
草
摺
引

き
を
も
想
起
さ
せ
よ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
幸
若
舞
曲
『
和
田
酒

盛
』
本
文
（
寛
永
整
版
舞
の
本
）
か
ら
引
用
す
る）

5
（

。

「
げ
に
、
御
辺
は
出
ま
じ
い
か
」
と
言
ふ
ま
ゝ
に
、
走
り
懸

つ
て
、
腹
巻
の
草
摺
二
三
枚
、
か
ひ
掴
ん
で
、
胴
の
板
に
引

つ
締
め
、
前
ヘ
、「
ゑ
い
、
や
つ
」
と
言
ふ
て
引
け
れ
共
、

ち
つ
と
も
さ
ら
に
働
か
ず
。「
げ
に
、
是
は
強
か
り
け
る
ぞ

や
。
三
浦
一
門
は
九
十
三
騎
。
連
判
は
四
百
八
十
余
人
が
中

に
、
小
林
の
朝
比
奈
と
て
、
名
に
し
負
ふ
た
る
某
が
、
五
郎

を
只
今
座
敷
へ
引
き
出
さ
ぬ
も
の
な
ら
ば
、
生
害
な
り
」
と
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思
ひ
て
、
朝
比
奈
の
三
郎
が
力
の
出
る
し
る
し
に
、
左
右
の

腕
と
肱
に
、
力
筋
と
言
ふ
も
の
が
、
十
四
五
、
二
三
十
、
ふ

つ
〳
〵
と
出
で
に
け
り
。
胸
を
生
ふ
る
力
毛
、
碁
盤
の
面
に

胴
の
針
を
磨
り
並
べ
た
る
ご
と
く
な
り
。
胴
の
筋
が
額
へ
上

が
り
、
額
の
筋
が
胴
へ
下
が
り
、
物
に
よ
く
〳
〵
譬
ふ
れ

ば
、
九
重
の
藤
が
松
を
絡
ん
で
、
麒
麟
が
友
を
恋
う
た
る

に
、
ち
つ
と
も
違
は
ざ
り
け
り
。
…
…
踏
ん
じ
か
つ
て
立
つ

た
。
ば
つ
し
ん
を
苛
ら
げ
、
前
ヘ
、「
ゑ
い
」
と
引
た
。
後

ろ
へ
、「
ゑ
い
」
と
退
ひ
た
。
草
摺
切
れ
て
退
き
け
れ
ど
、

立
ち
所
を
去
ら
ず
し
て
、
踏
ん
じ
か
つ
て
立
た
、
曾
我
の
五

郎
時
宗
を
、
大
力
と
申
て
、
怖
ぢ
ぬ
人
こ
そ
な
か
り
け
れ
。

　

五
郎
の
大
力
を
語
る
件
り
で
は
あ
る
も
の
の
、
右
の
傍
線
部

に
見
る
ご
と
く
、『
和
田
酒
盛
』
は
朝
比
奈
の
剛
力
に
つ
い
て
も

語
っ
て
お
り
、
右
の
形
容
は
や
が
て
江
戸
歌
舞
伎
の
作
品
に
お

け
る
朝
比
奈
の
造
型
に
も
摂
取
さ
れ
て
行
く
。
三
浦
氏
一
門
を

九
十
三
騎
と
も
、
一
族
を
四
百
八
十
人
と
も
語
る
の
は
、〈
朝
比

奈
〉
の
大
蔵
流
・
和
泉
流
、
何
れ
の
詞
章
と
も
関
連
が
窺
え
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
に
書
写
さ
れ
た

太
山
寺
本
『
曾
我
物
語
』（
仮
名
本
）
巻
第
六
「
大
磯
に
て
盃
論

の
事
」
の
草
摺
引
を
め
ぐ
る
本
文
中
の
朝
比
奈
が
「
さ
し
た
る
事

も
な
く
て
、
事
を
為
出
だ
し
、
何
の
詮
か
あ
ら
ん
。
さ
れ
ば
と

て
、
異
姓
他
人
に
も
あ
ら
ざ
る
や
。
何
と
な
き
体
に
持
て
成
し

て
、
座
敷
を
立
た
ば
や
」
と
思
案
す
る）

（
（

ご
と
く
、
父
義
盛
の
叔
父

で
あ
る
三
浦
義
澄
が
曾
我
兄
弟
の
伯
母
の
婿
に
当
た
る
。
こ
の
血

縁
関
係
は
、
例
え
ば
人
形
浄
瑠
璃
『
世
継
曾
我
』
第
一
に
「
曾
我

は
三
浦
の
一
家
な
れ
ば
我
々
と
て
も
逃
れ
ぬ
中
」
な
ど
と
語
ら
れ

る
よ
う
に
、
曾
我
兄
弟
の
活
躍
を
扱
う
近
世
期
の
「
曾
我
物
の
世

界
」
の
中
に
朝
比
奈
が
繰
り
返
し
登
場
す
る
こ
と
の
要
因
と
も

な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た）

7
（

。

　
『
吾
妻
鏡
』
の
本
文
に
戻
る
。
続
く
五
月
二
日
条
で
は
、
や
が

て
義
盛
勢
は
劣
勢
と
な
っ
て
前
浜
に
引
く
記
事
が
見
え
、
翌
三
日

条
に
は
、
義
盛
が
討
死
し
、「
朝
夷
名
三
郎
義
秀
〈
卅
八
。〉
並
び

に
数
率
等
海
浜
に
出
で
、
船
に
棹
さ
し
て
安
房
国
に
赴
く
。
そ
の

勢
五
百
騎
、
船
六
艘
と
云
々
」
と
、
朝
比
奈
ら
が
安
房
に
遁
れ
る

記
事
が
見
え
る
。
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
で
和
泉
流
の
六
義
が
、
和
田

合
戦
を
三
日
の
こ
と
と
語
っ
た
点
に
も
根
拠
は
あ
っ
た
も
の
と
見

え
る
。

　

一
方
、〈
朝
比
奈
〉
で
は
、
朝
比
奈
の
門
破
り
に
関
す
る
い
く
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さ
語
り
は
、
な
お
も
以
下
の
ご
と
く
続
く
（
虎
明
本
）。

あ
さ
い
な
心
に
思
ふ
や
う
、
な
に
ほ
ど
の
事
の
あ
る
べ
き
ぞ

と
、
こ
ん
が
う
り
き
じ〇

イ
カゆ

の

し
ヒ

ち
か
ら
を
い
だ
し
、
も
ん
の
と

び
ら
に
手
を
か
け
、
さ
ら
り
〳
〵
と
な
づ
れ
バ
、
か
ね
ハ
ゆ

と
な
つ
て
な
が
れ
ぬ
る
、
ま
た
も
ん
の
と
び
ら
に
手
を
か

け
、
ゑ
い
や
と
お
せ
バ
ゑ
い
や
と
か
ゝ
へ
、
〳
〵
、
ゑ
い
や

〳
〵
と
お
し
た
り
し
ハ
、
た
ゞ
さ
な
が
ら
大
じ
し
ん
の
ゆ
る

ご
と
く
ゆ
ら
め
ひ
て
有
し
よ
な
、
さ
れ
ど
も
あ
さ
い
な
が
力

や
ま
さ
り
け
ん
、
八
本
の
か
う
り
や
う
も
お
れ
、
く
わ
ん
ぬ

き
と
くヒ
び
おら

し
お
と
し
、
内
な
る
む
し
や
ハ
三
十
騎
ば
か
り

お
し
に
う
て
た
り
し
ハ
、
そ
の
ま
ゝ
す
し
を
し
た
る
ご

が

と
く

な
り
、
爰
に
御
所
中
の
つ
ハ
物
に
、
い
が
ら
し
の
、
こ
ぶ
ん

じ
と
い
つ
し
も
の
、
あ
さ
い
な
を
目
が
け
て
か
ゝ
る
、
何
ほ

ど
の
事
ての

あ
ヒ

る
べ
き
ぞ
と
思
ひ
、
か
の
こ
ぶ
ん
じ
を
と
つ
て

ひ
き
よ
せ
、
く
ら
の
ま
へ
わ
に
お
し
つ
け
て
、

　

そ
の
怪
力
は
金
剛
力
士
の
剛
力
に
喩
え
ら
れ
、
朝
比
奈
は
門

の
扉
（
六
義
は
「
門
の
柱
」）
に
手
を
掛
け
て
壊
し
、
門
を
打
ち

破
っ
て
侵
入
し
、
鎌
倉
御
所
に
い
た
「
五
十
嵐
小
豊
次
」（『
吾
妻

鏡
』）
を
引
っ
捕
ら
え
て
、
自
ら
の
鞍
の
前
輪
に
押
し
付
け
る
。

『
吾
妻
鏡
』
の
本
文
に
お
い
て
も
、
文
学
や
芸
能
に
語
ら
れ
る
と

こ
ろ
に
お
い
て
も
、
門
破
り
と
い
い
、
鎧
引
や
草
摺
引
と
い
い
、

朝
比
奈
の
戦
の
描
写
に
お
い
て
は
、
専
ら
そ
の
手
で
引
き
寄
せ
、

押
さ
え
、
押
し
破
る
と
い
う
、
腕
と
手
の
力
の
形
容
が
際
立
っ
て

い
る
の
で
あ
る）

8
（

。

三
、
シ
テ
朝
比
奈
の
造
型
─
狂
言
演
出
資
料
か
ら

　

本
項
で
は
ま
ず
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
『
看
聞
御
記）

9
（

』
か
ら
、

狂
言
〈
朝
比
奈
〉
に
先
行
す
る
室
町
期
前
期
の
芸
能
や
絵
画
の
様

相
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

応
永
三
十
年
（
一
四
二
三
）
七
月
条
に
は
、
貞
成
親
王
の
所
領

山
城
国
伏
見
荘
で
行
わ
れ
た
祭
礼
の
様
子
に
関
す
る
記
事
が
見
え

る
（〈　

〉
は
割
書
）。

十
五
日
。
晴
。
蓮
供
御
祝
着
如
例
。
宰
相
以
下
。
行
豊
朝
臣
等

候
。
…
…
夜
光
台
寺
茶
接
待
密
々
見
物
。
若
宮
。
宰
相
以
下

相
伴
。
茶
屋
座
敷
錺
。
風
流
灯
炉
等
驚
目
有
其
興
。
雑
人
群

集
之
間
急
帰
。
其
後
山
村
拍
念
仏
石
井
ニ
来
。
次
御
所
ニ

参
。
風
流
躰
高
野
聖
懸
負
有
十
余
人
。
又
作
物
紅
葉
枝
懸
提

灯
炉
。〈
林
間
暖
酒
詩
心
云
々
。〉
種
々
異
形
風
情
有
其
興
。
次
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石
井
風
流
又
山
村
ヘ
行
。〈
殿
原
田
向
侍
共
作
之
。〉
石
引
之
躰

也
。
馬
乗
一
人
先
行
。
次
石
〈
石
上
ニ
人
形
持
幣
。〉
付
縄
大

勢
引
之
。
風
情
其
興
不
少
。
次
舟
津
浅
井
名
門
破
風
情
也
。

門
ヲ
作
浅
井
名
乗
馬
。〈
着
鎧
付
七
具
足
。〉
武
者
二
騎
相
従
。

又
勧
進
僧
十
人
許
各
持
扚
。
鐘
ヲ
灯
炉
ニ
張
。
種
々
風
流
其

興
千
万
也
。

　

舟
津
の
民
が
作
っ
た
山
車
の
よ
う
な
風
流
の
作
り
物
で
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
仮
装
し
た
行
列
等
で
あ
る
の
か
、
判
然
と
し
な
い

が
、
鎌
倉
か
ら
遠
く
離
れ
た
こ
こ
山
城
国
に
お
い
て
も
、
朝
比
奈

の
門
破
り
は
知
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
武
者
二
騎
を
従
え
た
朝
比

奈
は
乗
馬
姿
ら
し
く
、
今
に
も
門
を
破
ろ
う
と
す
る
場
面
を
捉
え

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
そ
の
朝
比
奈
は
、
鎧
を
着
し
「
七
具

足
」
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
現
在
の
〈
朝
比
奈
〉
の
舞

台
に
お
い
て
シ
テ
朝
比
奈
が
背
負
っ
て
出
る
七
つ
道
具
と
同
様
の

武
具
を
指
す
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
同
書
の
永
享
十
年
（
一
四
三
八
）
六
月
条
に
は
、
六
代

将
軍
足
利
義
教
か
ら
進
ぜ
ら
れ
た
和
田
義
盛
を
描
い
た
絵
巻
に
つ

い
て
の
記
事
が
見
え
る
。

十
日
。
雨
降
。
内
裏
よ
り
又
目
連
尊
者
絵
三
局
。
奥
書
云
〈
筆

写
長
官
前
大
蔵
権
少
輔
従
五
位
下
藤
原
光
益
。
嘉
慶
二
年
六
月

日
。〉
給
之
。
殊
勝
絵
也
。〈
絹
ニ
書
。
詞
筆
者
不
載
。
殊
勝
筆

跡
也
。〉
又
和
田
左
衛
門
尉
平
義
盛
絵
七
局
〈
浅
井
三
郎
義
秀

幕
府
住
所
門
破
事
。〉
同
給
。
是
等
自
室
町
殿
被
進
云
々
。
殊

勝
絵
也
。
握
翫
無
極
。

　

七
巻
も
の
絵
巻
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
義
盛
の
一
代
記
の
よ
う

な
作
品
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
但
し
、
割
書
に
朝
比
奈
が
鎌
倉

幕
府
の
門
を
破
っ
た
場
面
に
つ
い
て
敢
え
て
記
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
大
部
の
絵
巻
の
中
心
的
場
面
と
し
て
、
和
田
合
戦
に
お

け
る
朝
比
奈
の
門
破
り
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ

れ
る
。『
新
横
須
賀
市
史 

資
料
編
古
代
・
中
世
補
遺）

（1
（

』
は
、『
お

湯
殿
上
日
記
』
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
九
月
十
一
日
条
の
記
事

か
ら
、
こ
の
絵
巻
が
室
町
殿
の
絵
巻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
所
蔵

さ
れ
続
け
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
朝
鮮
通
信
使
関
連
史
料
を

掲
げ
て
、
近
世
期
に
入
っ
て
も
徳
川
家
綱
や
家
宣
ら
が
将
軍
就
任

の
際
に
祝
賀
に
来
日
し
た
通
信
使
に
、
朝
比
奈
の
門
破
り
の
場
面

を
描
い
た
屏
風
を
持
ち
帰
ら
せ
た
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。

　

屏
風
絵
と
し
て
伝
存
し
て
い
る
作
品
と
し
て
、
例
え
ば
、
近
世
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期
初
期
の
竹
之
下
信
成
筆
の
屏
風
『
和
田
合
戦
図
』（
都
城
市
立

美
術
館
寄
託）

（（
（

）
は
、
鹿
児
島
藩
郷
校
明
道
館
旧
蔵
品
で
あ
る
が
、

そ
の
六
曲
一
隻
の
屏
風
の
中
央
第
三
・
四
扇
下
半
部
に
朝
比
奈
の

門
破
り
の
場
面
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
当
該
場
面
の
注
目
さ

れ
る
点
は
、
連
銭
葦
毛
の
立
派
な
馬
に
乗
る
白
髪
白
髭
姿
の
老
練

な
武
者
が
右
手
で
朝
比
奈
の
門
破
り
を
指
示
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
門
破
り
の
構
図
は
、

『
吾
妻
鏡
』
の
和
田
合
戦
関
連
記
事
の
記
述
か
ら
は
、
直
接
は
生

ま
れ
て
来
な
い
。
む
し
ろ
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
の
和
田
合
戦
を
め
ぐ

る
い
く
さ
語
り
、
そ
れ
も
「
親
に
て
候
義
盛
使
者
を
立
て
、
何
と

て
朝
比
奈
は
門
を
破
ら
ぬ
ぞ
、
門
を
破
れ
と
あ
り
し
か
ば
、
畏
ま

つ
て
候
と
て
、
急
ぎ
駒
よ
り
飛
ん
で
降
り
、
ゆ
ら
り
ゆ
ら
り
と
立

ち
越
ゆ
る
」（
前
掲
虎
明
本
校
訂
）
と
語
る
大
蔵
流
の
詞
章
と
の

密
接
な
関
わ
り
が
窺
え
る
図
で
あ
る
。

　

因
み
に
、『
続
狂
言
記
』
も
「
義
盛
使
を
立
て
、
何
と
て
朝
比

奈
は
門
破
ら
ぬ
ぞ
、
急
ぎ
破
れ
と
有
し
か
ば
」
と
、
門
破
り
が
義

盛
の
指
示
で
あ
る
と
語
る
が
、
一
方
和
泉
流
で
は
、
六
義
「（
抜

書
）
卅
六
△
朝
比
奈）

（2
（

」
に
、「
親
に
て
候
者
よ
り
使
者
を
た
て
、

な
に
と
て
朝
比
奈
ハ
、
ひ
と
合
戦
仕
ら
ぬ
ぞ
と
あ
り
し
か
ば
、
承

り
候
と
て
、
そ
の
ま
ゝ
馬
よ
り
と
ん
で
お
り
、
大
門
さ
し
て
あ
ゆ

ミ
行
」
と
あ
る
よ
う
に
、
義
盛
は
（
前
に
「
お
や
に
て
候
よ
し

盛
、
し
ら
が
が
し
ら
に
、
か
ぶ
と
を
い
た
だ
か
ん
と
い
ふ
上
は
」

と
語
っ
て
い
る
）、
朝
比
奈
に
一
合
戦
す
る
よ
う
促
す
の
で
あ
り
、

具
体
的
に
門
を
破
る
よ
う
指
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
鷺

流
の
享
保
保
教
本
も
和
泉
流
と
同
様
で
あ
る
。

　

ま
た
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
版
の
菱
川
師
宣
画
『
古
今
武

士
道
絵
つ
く
し
』
に
も
、
義
盛
の
指
示
で
朝
比
奈
が
門
を
押
す
と

い
う
類
似
し
た
構
図
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る）

（3
（

。

　

な
お
も
明
道
館
旧
蔵
和
田
合
戦
図
屏
風
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、

鎧
を
着
し
た
朝
比
奈
が
、
背
に
右
か
ら
順
に
槌
・
金
撮
棒
・
斧
等

の
五
つ
の
武
具
（
あ
と
二
つ
道
具
が
描
か
れ
て
い
る
が
何
の
道
具

か
は
判
然
と
し
な
い
）
を
負
っ
た
姿
で
あ
り
、
両
腕
を
力
一
杯
に

張
り
、
門
を
破
っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

の
五
つ
の
武
具
は
、〈
朝
比
奈
〉
と
同
様
に
、
や
は
り
七
つ
道
具
を

表
象
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
明
道
館
旧
蔵
屏
風
は
、
こ
の
点
に

も
狂
言
の
シ
テ
朝
比
奈
の
造
型
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

で
は
、
室
町
期
の
〈
朝
比
奈
〉
舞
台
の
様
子
を
探
る
よ
う
な
、
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は
や
い
時
期
の
資
料
は
何
か
伝
存
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
慶
長

末
年
頃
の
京
都
の
情
景
を
写
し
た
と
さ
れ
る
東
京
国
立
博
物
館
蔵

『
洛
中
洛
外
図
屏
風
〔
舟
木
本
〕』
六
曲
一
双
の
右
隻
第
六
扇
に

は
、
四
条
河
原
付
近
で
演
じ
ら
れ
る
〈
朝
比
奈
〉
が
描
か
れ
て
い

る
と
の
指
摘
が
あ
る）

（1
（

。〈
朝
比
奈
〉
に
は
囃
子
が
出
る
の
で
、
囃

子
方
の
役
者
が
複
数
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
当
該
場
面

が
〈
朝
比
奈
〉
上
演
の
様
を
想
起
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
、
閻
魔
王
と
覚
し
き
役
者
は
、
確
か
に
〈
朝
比
奈
〉
の
シ
テ
の

面
で
あ
る
武
悪
に
似
た
面
を
付
け
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
右
手
に

は
羽
団
扇
の
よ
う
な
も
の
を
手
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
れ
を
迎
え
る
長
刀
を
手
に
し
た
武
者
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
こ
ち
ら
は
ま
だ
月
代
の
頭
で
な
い
若
武
者
姿
の
よ
う
で
あ

る
。〈
朝
比
奈
〉
の
シ
テ
が
若
武
者
に
造
型
さ
れ
て
い
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
や
は
り
こ
れ
は
〈
朝
比
奈
〉
の
舞
台
図
と
は
考
え

難
い
。
む
し
ろ
現
行
の
能
〈
鞍
馬
天
狗
〉
の
舞
台
の
様
子
に
近
い

も
の
に
思
わ
れ
る
。
狂
言
の
舞
台
図
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
、
再

検
討
を
要
し
よ
う
。

　

だ
が
一
方
で
、〔
舟
木
本
〕
の
武
者
が
手
に
す
る
長
刀
に
注
目

す
る
こ
と
か
ら
、〈
朝
比
奈
〉
の
小
道
具
に
つ
い
て
新
た
な
疑
問

が
浮
か
ぶ
。
そ
れ
は
、
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
で
は
七
つ
道
具
を
背
に

し
た
シ
テ
が
右
手
に
大
竹
を
携
え
て
登
場
す
る
が
、
一
体
、
こ
の

大
竹
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
大
竹
に
つ

い
て
、
近
世
期
の
狂
言
関
連
資
料
か
ら
、
検
討
し
て
み
た
い
。

　
〈
朝
比
奈
〉
の
大
竹
に
関
連
し
て
は
、
ま
ず
、
大
蔵
虎
明
の
万

治
三
年
（
一
六
六
〇
）
成
立
『
わ
ら
ん
べ
草
』「
二 

＼
二
十
五

段
」
の
記
事
が
注
目
さ
れ
る）

（1
（

。

＼
槍
、
長
刀
、
鉾
の
類
は
、
我
身
の
耳
丈
に
柄
を
切
る
べ

し
。
軍
法
に
は
、
柄
の
長
さ
、
長
刀
は
背
丈
と
い
へ
ど
、
少

短
き
方
を
用
べ
し
。
其
内
、
槍
、
鉾
な
ど
は
、
柄
の
長
さ
、

背
丈
よ
か
る
べ
し
。
鬼
の
杖
は
、
す
こ
し
太
き
竹
を
用
、
幽

霊
、
盲
目
の
杖
は
、
細
き
竹
を
用
べ
し
。
余
は
是
に
順
べ

し
。
仕
廻
杖
は
、
我
乳
竹
な
り
。
柄
振
の
長
さ
も
乳
丈
な

り
。
…
…
幽
霊
・
盲
目
の
杖
は
、
乳
丈
よ
り
も
少
長
く
、
肩

丈
よ
か
る
べ
し
。
櫂
棹
は
、
我
耳
の
下
丈
な
り
。
朝
比
奈
の

棒
は
、
背
丈
に
少
な
が
く
、
太
き
な
り
。
丸
さ
、
中
指
に
て

二
ツ
三
ツ
伏
也
。

　

虎
明
は
、「
＼
衣
装
付
の
本
に
委
く
あ
れ
ば
略
レ
之
。
衣
装
付

の
本
を
、
か
ら
う
の
太
事
と
云
」
と
し
て
詳
述
は
し
て
い
な
い
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が
、「
狂
言
の
道
具
、
我
身
を
曲
尺
に
し
て
、
寸
尺
さ
だ
ま
る
。

武
具
に
同
じ
と
い
へ
ど
・
す
こ
し
の
か
は
り
あ
り
。
是
も
別
紙
に

あ
り
」
と
、
手
に
携
え
る
小
道
具
の
長
さ
は
役
者
の
背
丈
に
応
じ

て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
き
、
そ
の
持
ち
様
に
つ
い
て
も
、

「
＼
幽
霊
、
盲
目
、
畜
類
の
杖
は
、
先
へ
つ
き
出
す
べ
し
。
鬼
の

類
、
力
の
強
き
類
は
、
腕
を
つ
き
出
し
の
べ
、
棒
の
も
と
を
前
ヘ

つ
く
べ
し
」
と
説
く
。〈
朝
比
奈
〉
に
つ
い
て
は
、
役
者
の
背
丈

よ
り
少
し
長
く
、「
丸
さ
」
と
は
そ
の
直
径
の
こ
と
か
、
持
ち
手

で
握
り
し
め
る
ほ
ど
の
も
の
だ
ろ
う
か
、
そ
の
太
さ
に
関
し
て
も

言
及
し
て
い
る
。
だ
が
虎
明
は
、「
朝
比
奈
の
棒
」
と
言
い
大
竹

と
は
記
し
て
い
な
い
。
直
前
の
記
事
に
「
す
こ
し
太
き
竹
」
或
い

は
「
細
き
竹
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
は
竹
杖
を
想
定
し
て
お

く
。
ま
た
こ
の
杖
が
、
朝
比
奈
が
携
え
る
も
の
か
、
閻
魔
王
か
も

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
幽
霊
・
盲
目
の
杖
は
」
と
す
る

文
脈
か
ら
、
シ
テ
朝
比
奈
の
携
え
る
大
竹
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る

も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　

次
に
、
大
蔵
虎
寛
本
「
あ
さ
ひ
な
」
の
詞
章
に
付
記
さ
れ
た

装
束
・
道
具
付
を
見
る）

（1
（

と
、「
閻
魔
」
に
つ
い
て
も
、「
一 

鬼
頭

巾　

一 

杖
竹
」
と
竹
杖
を
携
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、「
シ

テ
」
の
朝
比
奈
に
つ
い
て
は
、「
一 

太
刀
は
く　

一 

大
竹
を
持
」

と
大
竹
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、「
但
し
は
つ
ぴ
の
肩
取
り
て
も

す
る
其
時
は
着
付
厚
板
よ
し
」
と
武
者
の
鎧
姿
を
思
わ
せ
る
装
束

も
記
す
。
続
く
「
一 

作
物
」
は
か
な
り
具
体
的
な
記
述
で
あ
る
。

七
ツ
道
具　
大
竹
八
寸
廻
り
長
さ
六
尺　

杖
竹
一
本

真
中
に
て
三
尺
鋸
長
さ
壹
尺
三
寸
熊
手
鎌
斧
槌
共
に
箔
置
柄

白
木
左
右
へ
ひ
ら
き
格
か
う
よ
く
順
は 

熊
手 

斧 

鋸 

槌 

鎌

　

傍
線
部
の
ご
と
く
「
八
寸
廻
り
長
さ
六
尺
」
と
見
え
、
い
か
に

手
の
大
き
な
役
者
で
あ
っ
て
も
握
り
し
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
、

も
は
や
杖
と
は
形
容
し
難
い
長
く
太
い
大
竹
で
あ
る
。

　

加
え
て
虎
寛
本
は
、
七
つ
道
具
の
形
状
に
つ
い
て
も
、
か
な

り
具
体
的
に
記
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
〈
朝
比
奈
〉
の
大
竹

が
、
熊
手
・
斧
・
鋸
・
槌
・
鎌
の
五
つ
の
武
具
を
表
象
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
は
知
れ
る
。
な
お
、
七
つ
道
具
が
五
つ
の
武
具
を

も
っ
て
示
さ
れ
る
例
も
多
い
こ
と
は
、
狂
言
の
舞
台
ば
か
り
で
な

く
、
前
述
の
明
道
館
旧
蔵
屏
風
の
朝
比
奈
の
姿
や
、
チ
ェ
ス
タ
ー

･
ビ
ー
テ
ィ･

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
蔵
『
義
経
地
獄
破
り
』（
絵
本
袋
綴

二
冊
・
十
七
世
紀
後
半
～
十
八
世
紀
初
期
写
）
に
描
か
れ
た
義
経

一
行
の
閻
魔
庁
の
鉄
門
破
り
の
場
面
に
描
か
れ
る
弁
慶
の
姿
等
、
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絵
画
資
料
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
七
つ
道
具
に
つ
い
て
は
、
弁
慶

の
例
か
ら
も
検
討
さ
れ
て
き
た）

（1
（

。

　

さ
ら
に
、
七
つ
道
具
も
手
掛
か
り
に
し
て
大
竹
に
つ
い
て
考
え

た
い
。
鷺
流
伝
書
で
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
以
前
書
写
の
保
教

本
「
朝
比
奈）

（1
（

」
は
、
前
付
に
装
束
・
道
具
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。

髪
乱
白
鉢
巻　

大
口　

腰
帯

襟ヱ
リ

色
口
伝　

着
付
厚
板
カ
白
小
袖　

太
刀　

刀　

練子
リ

ツ
ホ
折

扇
修
羅
口
伝　

七
ツ
道
具　

一
尺
廻
リ
程
ノ
竹
カ
タ
ケ
出
ル

鉄テ
ツ
ノ
ホ
ウ棒

ノ
心
持
ナ
リ　

法
被
ニ
テ
モ
吉
法
被
ノ
肩
ヲ
上
タ
ル

ハ
ツ
ホ
折
ゟ
強
テ
吉　

此
出
立
ハ
色
々
口
伝
有
委
書
ニ
ハ
難

記

　

保
教
本
も
朝
比
奈
の
甲
冑
姿
を
想
起
さ
せ
る
装
束
附
に
つ
い
て

記
し
て
い
る
が
、
傍
線
を
付
し
た
ご
と
く
、
大
竹
は
虎
寛
本
よ
り

も
太
く
、
し
か
も
そ
れ
は
「
鉄
棒
の
心
持
」
と
、
武
具
を
形
容
し

た
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
太
い
鉄
棒
の
武
具
で

あ
る
か
ら
、
金
撮
棒
の
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

同
様
の
記
述
は
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
跋
の
大
蔵
虎
光

『
狂
言
不
審
紙
』「
冬
」
冊）

（1
（

に
も
見
え
る
。

謡
ニ
、
朝
比
奈
腹
ニ
す
へ
兼
て
、
熊
手
な
ひ
鎌
か
な
さ
ひ
棒

を
も
た
す
る
ち
う
げ
の
な
き
ま
ゝ
に
。

金
サ
イ
棒
長
サ
一
丈
余
、
重
サ
六
十
斤
ト
ア
リ
。
七
ツ

道
具
を
さ
す
事
ハ
、
唯
強
勇
の
印
な
る
べ
し
。

按
ニ
、
ち
う
げ
の
無
儘
ニ
ト
云
、
従
下
の
な
き
ト
云
略

言
成
べ
し
。
従
下
部
の
な
き
成
べ
し
。

此
狂
言
作
は
玄
恵
法
印
。

　

狂
言
〈
朝
比
奈
〉
終
曲
部
の
謡
か
ら
は
、
シ
テ
朝
比
奈
が
熊

手
・
薙
鎌
・
金
撮
棒
を
携
え
る
武
者
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
虎
光
本
は
そ
の
詞
章
に
つ
い
て
、「
金
サ
イ

棒
」
と
「
七
ツ
道
具
」
に
分
け
て
注
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

シ
テ
朝
比
奈
が
手
に
す
る
も
の
は
金
撮
棒
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た

こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
狂
言
舞
台
図
か
ら
─
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
の
古
演
出

　

狂
言
舞
台
図
等
の
絵
画
資
料
か
ら
更
に
検
討
し
て
み
た
い
。
図

Ａ
は
、
十
七
世
紀
後
半
筆
と
さ
れ
る
〈
朝
比
奈
〉
の
舞
台
図
で
あ

る）
21
（

（
以
下
、
資
料
館
本
）。
シ
テ
朝
比
奈
が
力
強
く
立
つ
の
か
、

或
い
は
床
几
に
腰
掛
け
て
い
る
の
か
、
ア
ド
の
閻
魔
王
は
、
太
刀

を
佩
く
朝
比
奈
の
手
に
す
る
大
竹
に
縋
り
つ
い
て
い
る
。
大
力
の
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朝
比
奈
に
閻
魔
王
が
振
り
回
さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
ろ
う
か
。
但

し
こ
の
大
竹
は
、
二
、
三
の
竹
の
節
も
見
え
、
朝
比
奈
の
背
丈
を

越
え
る
よ
う
な
長
さ
で
は
あ
る
が
、
朝
比
奈
役
の
役
者
の
右
手
は

握
り
し
め
て
い
る
に
見
え
、
虎
寛
本
や
保
教
本
の
よ
う
な
太
さ
の

あ
る
大
竹
に
は
見
え
な
い
。
杖
竹
と
も
大
竹
と
も
形
容
し
得
る
よ

う
な
太
さ
の
竹
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
〈
朝
比
奈
〉
を
描
い
た
近
世
期
の
舞
台
図
の
一
つ
の
典

型
的
な
構
図
で
あ
っ
た
と
見
え
、
同
様
の
構
図
の
絵
が
複
数
例
確

認
出
来
る
。
江
島
弘
志
氏
蔵
『
古
狂
言
後
素
帖
』
に
も
、
装
束
の

色
な
ど
に
資
料
館
本
と
は
違
い
が
見
え
る
も
の
の
、
同
構
図
の
団

扇
型
絵
「
朝
比
奈
」
が
見
え
る
。
だ
が
江
島
本
の
朝
比
奈
が
手
に

す
る
大
竹
は
、
鮮
明
な
緑
色
に
塗
ら
れ
た
青
竹
で
あ
る
。
青
竹
を

描
い
て
い
る
点
で
は
、
十
八
世
紀
画
と
い
う
東
京
国
立
博
物
館
蔵

蔵
『
能
狂
言
絵
巻
』
三
巻
の
う
ち
の
「
朝
比
奈
」
図
も
同
様
で
あ

り
、
同
図
の
朝
比
奈
が
手
に
す
る
竹
は
細
く
杖
竹
と
も
言
え
そ
う

で
あ
る
が
、
対
す
る
右
側
に
描
か
れ
た
閻
魔
王
が
手
に
す
る
棒
状

の
杖
に
比
す
と
、
右
手
に
力
強
く
青
竹
を
つ
い
て
構
え
て
い
る
様

子
が
窺
え
る
。
一
方
、
資
料
館
本
、
江
島
本
両
図
の
朝
比
奈
の
背

負
う
七
つ
道
具
に
目
を
転
じ
る
と
、
右
か
ら
順
に
、
斧
（
鉞
と
も

見
え
る
）・
鋸
・
熊
手
・
鎌
・
金
撮
棒
の
順
で
あ
る
。
い
ち
ば
ん

左
側
の
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
棒
状
の
武
具
は
や
や
小
ぶ
り
だ
が
金
撮
棒

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
遡
る
狂
言
絵
で
あ
り
、
寛
永
初
期
筆
と
さ

れ
る
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
蔵
『
狂
言
古
図
貼
交
屏
風
』
四
曲

一
隻
に
は
十
枚
の
古
図
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
第
一
扇
下
部
に
貼
ら

れ
て
い
る
の
が
団
扇
型
に
縁
取
ら
れ
た
〈
朝
比
奈
〉
図
で
あ
る

（
以
下
、
演
劇
博
物
館
本
）。
林
和
利
氏）

2（
（

に
よ
れ
ば
、
本
屏
風
に
描

か
れ
て
い
る
の
は
、
大
蔵
流
系
統
の
近
世
期
初
期
の
舞
台
図
の
様

図A　国文学研究資料館蔵『狂言絵』
　　　　「イ十二・あさいな」（部分）



71　　「朝比奈」という勇将 　　70

子
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
図
に
は
、
右
足
を
つ
い
て
し
ゃ

が
み
、
朝
比
奈
の
携
え
る
太
杖
の
真
ん
中
や
や
下
方
に
両
手
で
取

り
付
く
閻
魔
王
が
描
か
れ
て
お
り
、
資
料
館
本
や
江
島
本
と
同
様

の
構
図
で
あ
る
。
但
し
、
演
劇
博
物
館
本
の
朝
比
奈
の
体
勢
や
装

束
の
様
子
か
ら
考
え
る
と
、
現
行
の
舞
台
演
出
と
は
異
な
る
が
、

朝
比
奈
は
床
几
に
腰
掛
け
て
お
り
、
こ
の
構
図
が
い
く
さ
語
り
の

最
中
の
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
推
定
さ
れ
よ
う）

22
（

。
朝

比
奈
が
手
に
す
る
の
は
大
竹
で
あ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
シ

テ
の
役
者
の
右
掌
も
ア
ド
閻
魔
王
の
役
者
も
握
り
し
め
る
に
は
指

の
長
さ
が
及
ば
な
い
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
太
さ
の
あ
る
棒
状

の
小
道
具
で
あ
る
。
し
か
し
、
演
劇
博
物
館
本
で
は
、
閻
魔
王
の

左
側
に
役
不
明
の
登
場
人
物
が
一
人
描
か
れ
て
い
る
。
太
刀
を
左

腰
に
さ
し
た
元
結
い
袴
姿
の
男
は
、
右
膝
を
つ
い
て
膝
上
に
扇
を

立
て
朝
比
奈
と
閻
魔
王
と
を
眺
め
て
い
る
様
で
あ
る
。
林
氏
は
、

「
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
描
か
れ
て
い
る
人
物
は
勝
負
を
判
定

す
る
目
代
の
よ
う
に
も
見
え
る
。「
首
引
」
の
よ
う
な
力
比
べ
の

設
定
が
、
あ
る
い
は
固
定
以
前
の
古
式
演
出
に
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

だ
が
演
劇
博
物
館
本
を
手
掛
か
り
に
、
虎
明
本
〈
朝
比
奈
〉
本

文
を
検
証
し
て
み
る
と
、
他
の
可
能
性
も
指
摘
で
き
そ
う
で
あ

る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
朝
比
奈
に
い
く
さ
語
り
を
促
す
、
閻
魔

王
と
の
問
答
の
詞
章
で
あ
る
。

（
閻
魔
王
）
＼
娑
婆
よ
り
冥
途
へ
お
も
む
く
もマ

マ

も
の
に
、
わ
だ
い

く
さ
の
事
を
き
ゝ
た
う
て
尋
る
に
、
ひ
い
き
へ
ん
ば
に
は
な

す
、
そ
の
時
の
か
せ
ん
に
、
か
た
〳
〵
ハ
あ
ハ
れ
た
と
き
ひ

て
有
程
に
、
其
時
の
合
戦
物
が
た
り
が
き
ゝ
た
ひ
、
か
た
つ

て
き
か
し
め

（
朝
比
奈
）
＼
何
と
わ
だ
い
く
さ
の
や
う
だ
ひ
を
き
ゝ
た
ふ
て
、

し
や
ば
よ
り
め
い
ど
へ
お
も
む
く
も
の
に
た
づ
ぬ
れ
ハ
、
へ

ん
ば
に
は
な
す
、
其
時
の
か
せ
ん
に
、
某
が
あ
ふ
た
と
き
ひ

た
程
に
、
し
や
う
じ
ん
の
あ
さ
い
な
な
ら
ハ
、
わ
だ
い
く
さ

の
や
う
だ
い
か
た
れ
き
か
ふ
と
い
ハ
し
ま
す
か

（
閻
魔
王
）
＼
あ
ふ
そ
の
時
の
か
せ
ん
物
が
た
り
が
き
ゝ
た
ひ

（
朝
比
奈
）
＼
か
た
つ
て
き
か
せ
ふ
、
し
や
う
ぎ
お
こ
さ
し
め

　
　
　
　

＼
し
か
〳
〵
、
心
得
た
と
云
て
、
ま
ん
中
の
よ
き
所

に
し
や
う
ぎ
に
こ
し
を
か
け
、
か
た
れ
〳
〵
と
云
、
つ
き
た

を
す
、
え
ん
ま
わ
う
あ
た
り
の
き
つ
ひ
も
の
じ
や
と
云
、
こ

し
を
か
け
、
七
つ
道
具
ぬ
き
、
お
に
の
は
な
の
さ
き
へ
さ
し
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つ
く
る
、
是
ハ
其
時
の
て
が
ら
し
た
道
具
よ
と
云
て
下
に
を

く
、
た
つ
て
ゐ
る
を
ひ
き
す
ゆ
る

　

虎
明
本
で
は
、「
娑
婆
よ
り
冥
途
へ
赴
く
者
に
、
和
田
軍
の
事

を
聞
き
た
う
て
尋
る
に
、
贔
屓
偏
頗
に
話
す
、
そ
の
時
の
合
戦

に
、
か
た
〴
〵
は
遇
は
れ
た
と
聞
ひ
て
有
る
程
に
、
其
時
の
合
戦

物
語
り
が
聞
き
た
ひ
、
語
つ
て
聞
か
し
め
」（
校
訂
）
と
、
閻
魔

王
が
和
田
合
戦
に
つ
い
て
の
い
く
さ
語
り
を
促
す
。
こ
れ
に
相
当

す
る
詞
章
は
、
例
え
ば
虎
寛
本
で
は
、「
此
土
へ
来
る
程
の
者
に

和
田
軍
の
起
り
を
尋
れ
共
、
贔
屓
偏
頗
で
定
説
が
知
れ
ぬ
。
汝
誠

の
朝
ひ
な
成
ら
ば
、
和
田
軍
の
発
り
を
知
つ
て
居
る
で
有
う
。
語

て
聞
せ
い
」
で
あ
り
、「
そ
の
時
の
か
せ
ん
に
、
か
た
〳
〵
ハ
あ

ハ
れ
た
と
き
ひ
て
有
程
に
」
の
一
文
は
虎
明
本
の
独
自
異
文
で
あ

る
。

　

だ
が
当
該
の
詞
章
は
清
音
「
か
た
〳
〵
ハ
」
で
、
朝
比
奈
が

和
田
合
戦
に
、
い
ず
れ
に
つ
け
て
遇
っ
た
、
の
ご
と
く
副
詞
的

な
意
味
に
解
す
る
の
で
は
意
味
が
通
る
ま
い
。
濁
点
を
付
し
て

「
か
た
〴
〵
ハ
」
遇
っ
た
と
、
複
数
形
の
人
称
代
名
詞
と
し
て
解

す
る
方
が
妥
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
複
数
形
の
人
称
代
名

詞
「
方
々
」
の
狂
言
で
の
用
例
は
、
例
え
ば
虎
明
本
〈
入
間
川
〉

の
「
＼
い
る
ま
の
宿し

や
く

で
ご
ざ
る 

＼
か
た
〳
〵
の
御
名
字
ハ 

＼

い
や
名
も
な
ひ
者
で
ご
ざ
る
」
の
ご
と
き
例
で
あ
る
。
即
ち
〈
朝

比
奈
〉
に
は
、
シ
テ
朝
比
奈
に
加
え
、
朝
比
奈
に
随
行
す
る
亡
者

の
武
者
が
一
人
、
ア
ド
と
し
て
従
っ
て
登
場
し
て
い
た
の
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
シ
テ
朝
比
奈
の
人
物

像
に
も
、
や
や
違
っ
た
面
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　
〈
朝
比
奈
〉
の
結
末
は
、
以
下
の
謡
に
よ
っ
て
閻
魔
王
が
朝
比

奈
に
浄
土
へ
の
案
内
者
を
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
虎

明
本
の
本
文
を
示
す
。

（
朝
比
奈
）
＼
あ
さ
い
な
は
ら
を
す
へ
か
ね
て
、
〳
〵
、
く
ま
で

な
ひ
が
ま
か
な
さ
い
ぼ
う
を
、
も
た
す
る
中
げ
ん
の
な
き

ま
ゝ
に
、
ゑ
ん
ま
わ
う
に
〳
〵
、
ず
つ
し
と
も
た
せ
て
あ
さ

い
な
ハ
、
じ
や
う
ど
へ
と
て
こ
そ
、
い
そ
ぎ
け
れ
＼　
＼
お

に
ゝ
道
具
か
た
げ
さ
す
る
、
お
に
ひ
よ
ろ
り
〳
〵
と
し
て
入
な
り

　

右
の
詞
章
か
ら
、
シ
テ
朝
比
奈
が
少
な
く
と
も
熊
手
・
薙
鎌
・

金
撮
棒
の
三
つ
の
武
具
を
携
え
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
。
但
し
、

現
行
の
演
出
に
従
え
ば
、
シ
テ
が
手
に
す
る
大
竹
に
こ
の
七
つ
道

具
を
結
い
つ
け
て
ア
ド
に
持
た
せ
る
た
め
、
大
竹
が
何
を
表
徴
す

る
武
具
で
あ
る
か
を
比
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
が
こ
の
詞
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章
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
朝
比
奈
は
「
持
た
す
る
中
間
の
無
き
ま

ま
に
」（
校
訂
）
と
、
自
ら
の
持
ち
物
で
あ
る
こ
れ
ら
の
武
具
を

持
た
せ
る
従
者
も
な
く
と
謡
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
初
め
か
ら
武

具
を
持
た
せ
る
従
者
な
ど
い
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て

こ
の
よ
う
に
謡
っ
て
従
者
の
不
在
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
詞
章
は
、
武
具
を
担
が
せ
従
え
て
い
た
ア
ド
同
じ

く
亡
者
で
あ
る
侍
を
こ
こ
六
道
の
辻
に
残
し
、
こ
こ
か
ら
浄
土
へ

は
代
わ
り
に
閻
魔
王
に
武
具
を
担
が
せ
、
閻
魔
王
と
共
に
向
か
っ

た
と
い
う
こ
と
を
謡
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
右
の
詞
章
は
、

ア
ド
の
侍
が
登
場
し
て
い
た
こ
と
と
照
応
す
る
痕
跡
と
も
考
え
ら

れ
そ
う
で
あ
る
。

　

因
み
に
当
該
の
謡
は
、
和
泉
流
の
六
義
に
は
次
の
ご
と
く
あ

る
。し

て
＼
朝
比
奈
は
ら
を
す
へ
か
ね
て
、
〳
〵
、
此
ほ
ど
ち
う
げ

ん
に
こ
と
か
き
つ
る
に
、
熊
手
・
な
い
か
ま
・
か
な
さ
い
ば

う
を
、
ゑ
ん
ま
わ
う
に
づ
つ
し
と
も
た
せ
、
〳
〵
て
あ
さ
い

な
は
、
浄
土
へ
と
て
こ
そ
参
り
け
れ

　

確
か
に
六
義
の
詞
章
で
あ
れ
ば
、
朝
比
奈
は
死
後
、
浄
土
へ
向

か
う
途
次
の
こ
の
程
は
従
者
を
欠
い
て
不
自
由
し
て
い
た
の
で
、

と
解
せ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
大
蔵
流
に
せ
よ
、
和
泉
流
に
せ
よ
、

現
行
の
〈
朝
比
奈
〉
で
は
、
こ
う
し
た
解
釈
で
謡
わ
れ
て
い
よ

う
。

　

だ
が
果
た
し
て
、
室
町
期
の
〈
朝
比
奈
〉
は
、
シ
テ
の
朝
比
奈

と
い
う
武
者
を
、
六
道
の
辻
ま
で
自
力
で
担
い
で
き
た
武
具
を
、

怒
っ
て
閻
魔
王
を
武
力
で
従
え
、
か
わ
り
に
持
た
せ
て
行
く
こ
と

に
し
た
と
い
う
、
よ
り
横
暴
で
、
横
着
を
働
く
武
者
と
し
て
造
型

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
六
義
で
は
最
初
か
ら
浄
土
へ
向

か
っ
て
い
る
朝
比
奈
で
あ
る
が
、
大
蔵
流
〈
朝
比
奈
〉
に
お
い
て

は
、
そ
の
登
場
の
一
声
の
謡
で
は
、「
力
も
や
う
や
う
朝
比
奈
は
、

冥
土
へ
と
て
こ
そ
、
急
ぎ
け
れ
」（
虎
明
本
）
と
、
朝
比
奈
は
冥

界
の
何
れ
へ
と
も
知
れ
ぬ
道
を
急
い
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
六
道

の
辻
で
の
閻
魔
王
と
の
交
渉
を
経
て
、「
朝
比
奈
は
、
浄
土
へ
と

て
こ
そ
、
急
ぎ
け
れ
」
と
、
自
ら
浄
土
を
選
択
し
て
向
か
う
こ
と

に
し
た
、
と
解
釈
し
得
る
詞
章
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
演
劇

博
物
館
本
に
描
か
れ
る
不
明
の
人
物
と
、
虎
明
本
の
詞
章
と
は
、

朝
比
奈
の
人
物
像
を
め
ぐ
っ
て
、
シ
テ
の
造
型
に
変
遷
が
あ
っ
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

前
項
か
ら
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
シ
テ
朝
比
奈
の
携
え
る
棒
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状
の
も
の
は
、
太
さ
や
長
さ
と
い
っ
た
形
状
に
つ
い
て
も
、
大
竹

で
あ
っ
た
か
、
青
竹
で
あ
っ
た
か
、
は
た
ま
た
金
撮
棒
と
い
っ
た

武
具
の
表
徴
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
捉
え
方
に
つ
い
て
も
変
遷
が
あ

り
、
加
え
て
そ
の
携
え
る
七
つ
道
具
に
つ
い
て
も
、
変
遷
が
あ
っ

た
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
れ
ら
の
武
具
の
小
道
具
と
そ
の
舞
台
上
で

の
演
出
と
に
は
密
接
な
関
わ
り
が
窺
え
る
。
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
の

室
町
期
の
舞
台
へ
と
溯
源
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
で
も
あ
ろ

う
。五

、
朝
比
奈
と
草
合
紋
─
近
世
期
の
資
料
か
ら

　

次
に
、
江
戸
期
初
期
に
演
じ
ら
れ
た
歌
舞
伎
の
舞
台
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
か
ら
、
朝
比
奈
の
造
型
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

　

貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
三
月
、
江
戸
中
村
座
に
て
歌
舞
伎

『
全
盛
梶
原

奴
朝
比
奈

大
磯
通
』
が
上
演
さ
れ
た
。
こ
れ
を
記
し
た
立
川
焉
馬
編

『
花
江
都

歌
舞
妓

年
代
記
』「
巻
之
一
」
は
、「
一 

朝
ひ
な 

古
中
村
傳
九
郎
」

「
往
古
よ
り
江
戸
役
者
の
開
山
と
は
此
傳
九
郎
を
い
ふ
奴
丹
前
。

朝
比
奈
は
家
の
芸
也
」
と
す
る
。
同
三
月
、
山
村
座
で
は
初
世
市

川
團
十
郎
が
曾
我
五
郎
時
宗
を
演
じ
た
『

古
今

兄
弟

兵
曾
我
』
が
、
市
村

座
で
は
初
世
中
村
七
三
郎
が
曾
我
十
郎
祐
成
を
演
じ
た
『

鎌
倉
五
人
女

若
殿
腹
楽
遊

初
戀
曾
我
』
が
演
じ
ら
れ
て
お
り
、「
右
三
座
。
五
郎
。
十
郎
。

朝
比
奈
。
古
今
名
人
三
幅
対
の
大
当
と
い
ふ
」
と
も
記
し
て
い

る
。
五
郎
・
十
郎
・
朝
比
奈
と
い
う
三
人
の
武
者
が
歌
舞
伎
の
舞

台
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
は
、『
曾
我
物
語
』
に
取

材
し
た
「
曾
我
物
の
世
界
」
の
確
立
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
も
の
だ
が
、『
歌
舞
伎
年
代
記
』
は
、
鎌
ッ
ぽ
う
、
猿
隈
、
猛

者
言
葉
と
い
っ
た
そ
の
朝
比
奈
の
演
技
の
特
徴
に
つ
い
て
詳
述

し
、
初
世
中
村
傳
九
郎
が
創
出
し
て
演
じ
た
朝
比
奈
が
、
江
戸
歌

舞
伎
に
お
け
る
奴
荒
事
と
い
う
新
た
な
武
者
朝
比
奈
像
の
創
出
と

強
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

そ
の
朝
比
奈
の
装
束
に
つ
い
て
も
、「
素
袍
の
紋
に
は
替
紋
の

鶴
の
丸
を
付
し
ゆ
ゑ
昔
の
朝
比
奈
の
紋
。
三
浦
の
三
引
よ
り
は
。

鶴
の
丸
と
諸
人
覚
る
評
判
寔
に
三
ヶ
津
の
名
人
な
り
」
と
、
替
紋

の
鶴
に
丸
紋
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ

れ
に
先
立
ち
、「
四
代
目
中
村
勘
三
郎
。
隠
居
し
て
舞
台
を
勤
め
。

中
村
傳
九
郎
と
い
ふ
。
紋
所
（
図
Ｂ
中
央
上
部
）
如
此
。
こ
れ
を

中
車
と
い
ふ
。
役
者
大
全
に
曰
。
傳
九
郎
紋
は
（
図
Ｂ
左
隅
）
な

り
。
中
村
本
家
の
紋
は
。
銀
杏
な
れ
ど
も
。
猿
若
と
号
せ
し
。
役

者
は
こ
れ
を
用
ゆ
」
と
、
傳
九
郎
家
の
紋
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
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い
る）

23
（

。

　

朝
比
奈
が
描
か
れ
る
際
に
は
、
専
ら
鶴
の
丸
紋
や
鶴
模
様
の
装

束
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
先
覚
が
草
双
紙
や
歌
舞
伎

と
の
関
連
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る）

21
（

が
、
そ
の
実
態
に
は
疑
問
の

点
も
あ
る
。
例
え
ば
次
の
ご
と
く
、『
有
徳
院
殿
御
実
紀
（
徳
川

実
紀
）』
附
録
巻
十
七）

21
（

に
は
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
朝
比
奈
の

紋
章
に
言
及
す
る
記
事
が
あ
る
。

有
馬
出
羽
守
純
珍
御
前
に
出
し
時
。
朝
比
奈
三
郎
義
秀
が
紋

は
何
な
る
や
と
御
尋
あ
り
し
か
ば
。
鶴
の
丸
と
う
け
た
ま

は
り
し
と
申
け
る
に
。
そ
は
中
村
勘
三
郎
と
い
へ
る
俳
優

が
。
は
じ
め
て
朝
比
奈
が
狂
言
せ
し
と
き
。
を
の
が
紋
を
つ

け
し
よ
り
あ
や
ま
り
て
。
世
人
み
な
鶴
の
丸
を
。
朝
比
奈
が

紋
と
覚
え
た
る
な
り
。
朝
比
奈
が
紋
は
草
合
と
て
。
稲
束
を

打
ち
が
へ
し
も
の
な
り
と
て
。
そ
の
図
を
か
ゝ
し
め
て
下
さ

れ
し
か
ば
。
出
羽
守
甚
感
佩
し
。
初
て
承
り
ぬ
と
申
て
退
き

し
に
。
な
を
し
ば
し
と
留
め
た
ま
ひ
。
我
さ
き
に
日
光
山
に

参
り
し
と
き
。
番
卒
の
う
ち
に
。
か
ゝ
る
紋
を
そ
め
し
幕
の

有
し
か
ば
。
其
名
を
と
は
し
め
し
に
。
小
林
源
五
郎
正
壽
と

て
。
朝
比
奈
が
子
孫
に
て
。
い
に
し
へ
よ
り
数
世
。
こ
の
紋

を
用
ひ
来
れ
り
と
申
せ
し
を
も
つ
て
も
し
る
べ
し
と
仰
せ
あ

り
け
れ
ば
。
出
羽
守
い
よ
〳
〵
感
服
し
て
ま
か
で
け
り
。

　

吉
宗
は
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
五
月
に
江
戸
中
村
座
で
、

初
世
市
川
團
十
郎
・
九
蔵
（
二
世
團
十
郎
）
ら
に
よ
っ
て
初
演
さ

れ
た
歌
舞
伎
『

浅
黄
綌

黒
小
袖

兵
根
元
曾
我
』
に
お
い
て
、
初
世
傳
九
郎

（
後
に
引
退
し
て
初
世
中
村
勘
三
郎
を
名
乗
る
）
が
自
家
の
紋
で

あ
る
鶴
の
丸
を
付
け
た
装
束
を
着
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
朝
比
奈

図B　国立国会図書館
蔵『花江戸歌舞伎年代
記』より抜粋
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は
鶴
の
丸
紋
で
あ
る
と
一
般
に
誤
っ
て
記
憶
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
興
味
深
い
の
は
、「
小

林
」
と
い
う
、『
吾
妻
鏡
』
に
も
見
え
る
鎌
倉
幕
府
創
始
の
地
小

る
朝
比
奈
の
諸
肌
の
袖
に
、
車
字
に
も
似
て
い
る
が
、
確
か
に
稲

束
の
よ
う
な
草
を
四
方
に
組
み
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
な
紋
が
つ
い

て
い
る
の
が
確
か
め
ら
れ
る）

21
（

。

　

ま
た
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
序
の
図
Ｄ
『
名
取
草
』
に
も

林
郷
の
地
名
（
現
在
の
鶴
岡
八
幡
宮
の
位
置
す
る
辺
り
）
が
、

「
草
合
」
と
い
う
紋
と
結
び
つ
き
、
吉
宗
に
記
憶
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
子
孫
の
存
在
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
「
草
合
」
と
は
著
名
な
紋
の
名
称
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、『
兵
根

元
曾
我
』
絵
入
狂
言
本
に
は
、
肩
脱
ぎ
姿
で
馬
を
担
ぐ
朝
比
奈

や
、
図
Ｃ
の
ご
と
く
碁
盤
上
の
曾
我
五
郎
の
鎧
の
草
摺
を
引
っ
張 図C　『兵根元曾我』絵入狂言本

図D　国立国会図書館蔵『名取草』
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「
此
三
人
を
あ
づ
ま
の
三
名
物
と
称
ず
」
と
し
て
、
荒
事
の
初
世

團
十
郎
扮
す
る
曾
我
五
郎
、
江
戸
和
事
の
初
世
中
村
七
三
郎
扮
す

る
曾
我
十
郎
と
し
て
、
奴
荒
事
の
朝
比
奈
が
見
え
る）

21
（

。
朝
比
奈
の

着
物
に
は
、
三
浦
氏
・
和
田
氏
の
定
紋
と
さ
れ
る
丸
に
三
つ
引
紋

と
共
に
、
袂
に
「
草
合
」
紋
に
よ
く
似
た
紋
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
紋
章
が
、
恐
ら
く
吉
宗
が
言
う
「
稲
束
を
打
ち
ち
が
へ

し
も
の
」
を
図
案
化
し
た
「
草
合
」
紋
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ

う
。

　

初
世
傳
九
郎
家
の
紋
に
因
む
も
の
か
、
本
来
の
朝
比
奈
或
い
は

三
浦
氏
の
紋
に
由
来
す
る
も
の
か
、
そ
の
起
源
は
説
の
分
か
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
先
覚
の
検
討
で
あ
ま
り
顧
み
ら

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
草
合
」
紋
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ

れ
は
想
像
を
少
し
逞
し
く
す
れ
ば
、
こ
の
紋
は
、
恐
ら
く
、
図
Ｃ

歌
舞
伎
『
兵
根
元
曾
我
』
の
場
面
に
も
影
響
を
与
え
た
、『
曾
我

物
語
』
の
草
摺
引
の
場
面
に
お
け
る
、
鎧
の
「
草
摺
」
に
掛
け

た
、
朝
比
奈
と
五
郎
と
の
力
比
べ
の
構
図
に
関
係
す
る
と
も
考
え

ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
武
者
の
力
比
べ
を
象
徴
し
た
紋
が
、
歌
舞

伎
に
登
場
す
る
朝
比
奈
像
の
始
原
に
お
い
て
、
そ
の
扮
装
に
ま
で

関
与
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
今
は
提
示
し
て
お
き
た
い
。

六
、
近
世
期
芸
能
と
の
関
連	

─
曾
我
五
郎
と
鎮
西
八
郎
為
朝

　

現
代
に
お
い
て
も
、
歌
舞
伎
『
曾
我
の
対
面
』『
正
札
附
根
元

草
摺
引
』
等
の
舞
台
に
朝
比
奈
は
屡
々
登
場
し
、
中
に
は
小
林
朝

比
奈
の
妹
舞
鶴
と
い
う
、
い
わ
ば
二
次
的
に
創
作
さ
れ
た
女
武
者

も
出
て
い
る
。
歌
舞
伎
を
は
じ
め
と
す
る
芸
能
で
は
、
近
世
期
を

通
し
て
朝
比
奈
が
登
場
す
る
作
品
は
枚
挙
に
暇
な
い
と
い
っ
た
様

相
で
あ
る
。
ま
た
読
本
で
は
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
曲

亭
馬
琴
作
『
朝
夷
巡
島
記
全
伝
』
初
篇
が
刊
行
さ
れ
て
以
降
（
八

篇
が
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
刊
行
さ
れ
る
も
未
完
）、
朝
比

奈
の
異
国
へ
の
冒
険
譚
は
、
多
く
の
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
り
、
見

世
物
等
に
も
取
材
さ
れ
る）

21
（

。
本
稿
で
は
近
世
期
を
通
し
て
の
朝
比

奈
像
の
変
遷
を
追
跡
す
る
に
は
及
ば
な
い
が
、
近
世
期
初
期
の
芸

能
に
見
え
る
武
者
像
と
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
の
朝
比
奈
像
と
の
関
連

に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
ま
ず
、〈
朝
比
奈
〉

の
シ
テ
が
携
え
る
大
竹
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

近
世
期
初
期
の
芸
能
に
お
い
て
、
ま
ず
竹
と
の
関
連
で
思
い

浮
か
ぶ
の
は
東
京
国
立
博
物
館
蔵
鳥
居
清
倍
（
初
代
）
画
市
川
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團
十
郎
の
曾
我
五
郎
竹
抜
き
図
で
あ
る
。
当
該
図
は
元
禄
十
年

（
一
六
九
七
）
頃
版
と
言
わ
れ
る
が
、
江
戸
歌
舞
伎
に
お
け
る
荒

事
芸
の
確
立
に
お
い
て
、
曾
我
五
郎
時
宗
は
代
表
的
な
役
で
あ

り
、
こ
の
全
身
を
真
っ
赤
に
し
て
力
を
漲
ら
せ
た
五
郎
の
太
竹
を

抜
か
ん
と
鍛
錬
す
る
様
は
、
剛
勇
性
や
破
邪
を
象
徴
す
る
場
面
で

も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。「
曾
我
物
の
世
界
」
を
介
し
て
朝
比
奈

と
も
密
接
な
関
連
が
指
摘
で
き
る
五
郎
の
造
型
に
お
け
る
太
竹
の

象
徴
性
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
十
八
世
紀
後
半
に
描
か
れ
た
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
曽
我

蕭
白
筆
の
二
曲
一
隻
の
屏
風
は
、「
朝
比
奈
首
曳
図
屏
風
」
と
通

称
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
名
の
通
り
、
朝
比
奈
と
見
ら
れ
る
武
者

が
侍
烏
帽
子
で
上
半
身
諸
肌
の
武
者
が
鬼
と
首
に
縄
を
掛
け
て
引

き
合
う
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
腰
の
据
わ
っ
た
武
者
は
太
腹

で
髭
を
蓄
え
て
目
を
向
い
た
姿
で
あ
り
、
体
に
何
か
を
重
し
に
た

す
き
掛
け
で
結
わ
え
た
鬼
も
腰
を
下
ろ
し
、
目
を
向
い
て
い
る
。

寮
舎
の
首
引
の
姿
を
軍
陣
の
幔
幕
ら
し
き
側
か
ら
二
人
の
壮
年
の

武
者
が
見
守
っ
て
い
る
。
作
品
名
の
ご
と
く
朝
比
奈
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
確
証
は
な
い
の
で
あ
る
が
、「
あ
さ
ひ
な

と
首
引
き
」
と
い
う
諺
を
載
せ
て
い
る
辞
書
も
あ
り）

21
（

、
朝
比
奈
の

剛
力
の
イ
メ
ー
ジ
が
江
戸
中
期
に
芸
能
以
外
に
お
い
て
も
浸
透
し

て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
た
だ
こ
の
屏
風
絵
は
一
見
し
て
、
狂

言
『
首
引
』
の
舞
台
で
、
シ
テ
親
鬼
の
見
守
る
中
、
ア
ド
鎮
西
八

郎
為
朝
と
小
ア
ド
姫
鬼
と
が
さ
ら
し
布
を
首
に
掛
け
て
引
き
合
う

姿
を
想
起
さ
せ
る
構
図
で
あ
る
（
但
し
和
泉
流
は
「
ち
ん
ぜ
い
の

八
郎
た
め
と
も
」（
六
義
）
と
鷺
流
は
「
八
郎
為
朝
・
鎮
西
ノ
八

郎
為
朝
ト
申
者
」（
保
教
本
）
だ
が
、
大
蔵
流
は
「
ち
ん
ぜ
い
八

郎
た
め
と
も
の
ゆ
か
り
の
者
」（
虎
明
本
）「
鎮
西
の
由
縁
の
者
」

（
虎
寛
本
）
と
一
様
で
な
い
）。
こ
こ
に
も
、
剛
力
を
介
し
た
朝
比

奈
と
源
為
朝
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
共
通
、
類
似
が
指
摘
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

そ
し
て
為
朝
と
い
え
ば
、
図
Ｅ
の
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
版

の
一
陽
斎
豊
国
（
三
代
豊
国
）
画
「
押
戻

お
し　

も
ど
し

」
に
描
か
れ
る

「
十
八
番
の
内
八 

鎮
西
八
郎
為
朝
」
に
描
か
れ
る
源
為
朝
像
も
想

起
さ
れ
よ
う）

31
（

。
車
鬢
に
筋
隈
を
施
し
左
手
に
は
大
太
刀
や
脇
差
し

を
携
え
た
為
朝
は
、
大
鯉
が
描
か
れ
た
表
着
を
肩
脱
ぎ
し
、
高
下

駄
を
は
い
て
笠
を
背
に
し
て
お
り
、
一
見
、
歌
舞
伎
の
『
国
性
爺

合
戦
』
の
和
藤
内
を
想
起
さ
せ
る
拵
え
で
あ
る
。
当
該
図
の
為
朝

は
、
右
手
に
笹
の
葉
の
つ
い
た
太
い
青
竹
を
杖
の
ご
と
く
つ
い
て
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見
得
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
代
の
歌
舞
伎
で
「
押
戻
」
が
出
る

舞
台
と
言
え
ば
、『
京
鹿
子
娘
道
成
寺
』
後
半
の
大
館
左
馬
五
郎

が
代
表
的
な
例
で
あ
ろ
う
が
、
こ
ち
ら
は
鬘
に
お
い
て
も
よ
り
和

藤
内
の
拵
え
に
近
い
。
押
戻
に
為
朝
役
が
出
て
い
た
演
目
に
つ
い

て
は
、
今
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
荒
事
芸

の
為
朝
の
造
型
に
お
い
て
、
大
竹
を
携
え
て
い
る
点
に
、
朝
比
奈

と
共
通
す
る
要
素
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
そ
の
演
目
や
人
物
像
に
お
い
て
敢
え
て
、
朝
比
奈
が
五

郎
や
為
朝
と
は
共
通
し
な
い
点
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
朝

比
奈
は
五
郎
や
為
朝
の
よ
う
な
若
武
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
に
歌
舞
伎
作
品
に
お
け
る
、
滑
稽
味
を
加
味
し
た
奴

荒
事
が
分
岐
し
て
く
る
余
地
が
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
点

は
、
壮
年
武
者
の
造
型
と
い
う
共
通
性
に
お
い
て
、
先
に
検
討
し

た
七
つ
道
具
な
ど
の
作
物
と
も
併
せ
、
弁
慶
と
共
通
す
る
点
が
見

出
せ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

右
に
見
る
ご
と
く
、
初
期
江
戸
歌
舞
伎
に
お
け
る
荒
事
芸
の
武

者
造
型
に
お
い
て
、
大
竹
は
象
徴
的
な
小
道
具
で
あ
る
。
例
え

ば
、
武
井
協
三
氏
「
狂
言
の
仁
王
、
ゆ
う
な
ん
の
物
真
似
、
荒
事

の
見
得｣

は
、
荒
事
芸
の
確
立
を
め
ぐ
っ
て
、
狂
言
〈
仁
王
〉
の

影
響
、
関
連
に
つ
い
て
、
主
に
そ
の
足
の
構
え
に
注
目
し
て
説
い

て
い
る）

3（
（

。
一
方
、〈
朝
比
奈
〉
の
シ
テ
も
「
金
剛
力
士
」
に
形
容

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
力
の
造
型
は
、
腕
や
手
に
注
目
し
て
な

さ
れ
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
稿
者
が
、
狂
言
の
作
品
と
歌
舞

伎
の
荒
事
芸
と
の
関
連
を
想
定
す
る
所
以
で
あ
る
。

　

狂
言
〈
朝
比
奈
〉
の
シ
テ
朝
比
奈
の
剛
勇
性
を
象
徴
し
て
い
た

大
竹
が
、
江
戸
歌
舞
伎
に
お
け
る
若
武
者
の
剛
勇
性
の
創
造
に

影
響
を
与
え
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
但
し
狂
言
〈
朝
比
奈
〉

は
、
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
五
月
の
糺
河
原
勧
進
猿
楽
三
日
目

図E　国立国会図書館蔵「押戻」
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に
狂
言
「
あ
さ
ひ
な
」
上
演
の
記
録
が
見
え
る
古
い
作
品
で
は
あ

る
も
の
の
、
室
町
期
に
遡
り
得
る
狂
言
台
本
は
伝
存
せ
ず
、
そ
の

演
出
に
つ
い
て
も
、
江
戸
期
初
期
の
舞
台
の
様
子
を
遡
る
こ
と
に

は
困
難
も
あ
る
。
江
戸
歌
舞
伎
に
お
け
る
荒
事
の
造
型
が
、
狂
言

〈
朝
比
奈
〉
に
お
け
る
シ
テ
の
造
型
に
影
響
を
与
え
、
或
い
は
そ

の
影
響
に
よ
っ
て
、
シ
テ
朝
比
奈
の
携
え
る
金
撮
棒
が
大
竹
に
変

容
し
て
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
想
定
し

得
る
わ
け
で
あ
る
。
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
が
先
か
、
江
戸
歌
舞
伎
の

荒
事
創
出
が
先
な
の
か
、
何
れ
と
断
ず
る
の
も
容
易
な
こ
と
で
は

な
い
。
だ
が
稿
者
に
は
、
狂
言
〈
朝
比
奈
〉
の
シ
テ
の
携
え
る
大

竹
は
、
中
世
期
の
芸
能
か
ら
江
戸
初
期
の
芸
能
へ
の
展
開
、
関
連

を
追
跡
す
る
上
で
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
武
蔵
野
大
学
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
公
開
講

座
（
二
〇
一
七
年
八
月
四
日
開
催
）
に
お
け
る
同
題
の
講
演
に
改
編
・
補

筆
し
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
当
日
の
講
演
で
言

及
し
た
、
朝
比
奈
と
地
獄
破
り
の
問
題
に
つ
い
て
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
講
演
に
際
し
て
参
照
し
た
主
要
な
先
覚
の
研
究
を
掲
げ
て
お
く
。

德
竹
由
明
氏
「
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
奈
良
絵
本
『
朝
日
奈
』
解

題
・
翻
刻
」（『
三
田
国
文
』
第
三
十
四
号
、
二
〇
〇
一
年
九
月
）

德
竹
由
明
氏
「
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
奈
良
絵
本
『
朝
日
奈
』
に

つ
い
て
」（『
研
究
紀
要
（
駒
場
東
邦
中
学･

高
等
学
校
）』
30
号
、

二
〇
〇
二
年
三
月
）

宮
腰
直
人
氏
「
義
経
地
獄
破
り 

画
面
解
説｣

（『
甦
る
絵
巻･

絵
本
1 

チ
ェ
ス
タ
ー･

ビ
ー
テ
ィ･

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
所
蔵 

義
経
地
獄
破
り
』

二
〇
〇
五
年
、
勉
誠
出
版
）

伊
藤
慎
吾
氏
「
弁
慶
地
獄
破
り
の
舞
と
道
味
」（『
室
町
戦
国
期
の
文
芸
と

そ
の
展
開
』
二
〇
一
〇
年
、
三
弥
井
書
店
）

網
本
尚
子
氏
「
狂
言｢

朝
比
奈｣

と
閻
魔
物
形
成
に
関
す
る
一
考
察
」

（『
富
士
論
叢
』
第
55
巻
第
１
号
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
）

注

（
1
） 

以
下
、『
吾
妻
鏡
』
の
本
文
は
、
永
原
慶
二
氏
監
修
・
貴
志
正

造
氏
訳
注
『
全
訳
吾
妻
鏡 

第
二
巻
・
第
三
巻
』（
一
九
七
六
年
・

一
九
七
七
年
、
新
人
物
往
来
社
）
に
よ
る
。
な
お
本
稿
中
で
は
便

宜
上
、「
朝
比
奈
」
の
表
記
で
統
一
す
る
。

（
2
） 
原
道
生
氏
「｢

歴
史｣

確
認
の
ド
ラ
マ
─
知
盛
と
実
盛
─
」（『
軍

記
物
語
と
そ
の
劇
化 

『
平
家
物
語
』
か
ら
『
太
閤
記
』
ま
で
』

二
〇
〇
〇
年
、
臨
川
書
店
）
は
、
近
世
期
演
劇
に
お
け
る
「
世
界
」
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の
枠
組
み
へ
と
繋
が
る
「
歴
史
」
に
つ
い
て
、「
当
然
、
実
際
に

あ
っ
た
歴
史
的
な
事
実
、
つ
ま
り
史
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、

…
…
大
体
『
平
家
物
語
』
の
よ
う
な
軍
記
か
ら
始
ま
っ
て
、
さ
ら

に
は
中
世
の
謡
曲
や
幸
若
舞
曲
、
そ
う
い
う
文
学
、
芸
能
あ
る
い

は
伝
承
等
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
て
、
近
世
の
人
々
の
間
に
共

通
の
知
識
と
し
て
定
着
す
る
に
至
っ
て
い
た
、
い
わ
ば
カ
ッ
コ
付

き
の
「
歴
史
」
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
る
。
本
稿
も
〈
朝
比
奈
〉

を
、
こ
う
し
た
「
歴
史
」
の
形
成
に
関
与
し
た
芸
能
の
作
品
と
し

て
捉
え
た
い
。

（
3
） 

虎
明
本
の
詞
章
は
、
大
塚
光
信
氏
編
『
大
蔵
虎
明
能
狂
言
集
翻
刻

註
解 

上
巻
』（
二
〇
〇
六
年
、
清
文
堂
出
版
）
に
よ
り
一
部
、
私
に

濁
点
を
付
す
。

（
4
） 『
狂
言
六
義
』
の
本
文
（
以
下
、
六
義
）
は
、
北
川
忠
彦
氏
他
編

『
中
世
の
文
学 

天
理
本
狂
言
六
義
（
上
巻
）』（
一
九
九
四
年
、
三
弥

井
書
店
）、
及
び
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
』
所
収
の
影
印
版
を
参

照
し
、
私
に
濁
点
を
付
す
。

（
5
） 

麻
原
美
子
氏
・
北
原
保
雄
氏
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 
舞
の

本
』（
一
九
九
四
年
、
岩
波
書
店
）
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

（
（
） 

村
上
美
登
志
氏
校
注
『
太
山
寺
本 

曽
我
物
語
』（
一
九
九
九
年
、
和

泉
書
院
）
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

（
7
） 

坂
井
孝
一
氏
「
和
田
義
盛
と
和
田
一
族
─
歴
史
・
文
学
・
芸
能
に

お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
─
」（
松
尾
葦
江
氏
編
『
文
化
現
象
と
し
て

の
源
平
盛
衰
記
』
二
〇
一
五
年
、
笠
間
書
院
）
は
、『
吾
妻
鏡
』
の

和
田
合
戦
に
関
す
る
「
激
闘
の
記
憶
」
に
お
い
て
、
南
北
朝
期
や

室
町
期
成
立
の
仮
名
本
『
曾
我
物
語
』
や
風
流
や
番
外
謡
曲
等
、

中
世
の
文
学
・
芸
能
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、「
朝
比
奈
三
郎
義
秀
が

義
盛
と
立
場
を
逆
転
さ
せ
」「
主
役
の
座
」
を
締
め
る
よ
う
に
な
っ

た
と
指
摘
す
る
。

（
8
） 

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
版
行
北
尾
重
政
画
『
歴
代
武
将
通
鑑
』

前
編
中
巻
に
は
、
和
田
合
戦
後
の
朝
比
奈
が
母
衣
を
背
に
大
き
く

太
い
金
撮
棒
を
右
手
に
提
げ
る
姿
で
落
ち
て
行
く
様
で
描
か
れ
て

い
る
が
、
こ
う
し
た
例
が
や
が
て
怪
力
の
朝
比
奈
の
描
写
に
も
影

響
し
た
ら
し
く
、
例
え
ば
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
版
行
永

島
辰
五
郎
（
歌
川
芳
虎
）
画
『
和
田
合
戦 

朝
比
奈
一
代
記
』
上
・

下
表
紙
に
は
、
母
衣
に
金
撮
棒
を
携
え
て
門
破
り
を
す
る
朝
比
奈

の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
9
） 『
続
群
書
類
従 

補
遺
二 

看
聞
御
記
（
上
）』
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

（
10
） 

横
須
賀
市
編
、
二
〇
一
一
年
。

（
11
） 

高
城
秀
樹
氏
「
解
説
『
和
田
合
戦
図
屏
風
』」（『
三
浦
氏
研
究
』
第

19
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
参
照
。

（
12
）『
狂
言
六
義
』
の
本
文
（
以
下
、
六
義
）
は
、
北
川
忠
彦
氏
他
編

『
中
世
の
文
学 

天
理
本
狂
言
六
義
（
上
巻
）』（
一
九
九
四
年
、
三
弥

井
書
店
）、
及
び
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
』
所
収
の
影
印
版
を
参

照
し
、
一
部
、
私
に
濁
点
を
補
う
。

（
13
）…

松
葉
涼
子
氏
「
近
世
期
の
画
像
資
料
に
み
る
門
破
り
図
像
の
受
容

と
展
開
」（『
立
命
館
文
学
』
（30
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
所
掲
の
大

英
博
物
館
蔵
本
の
画
像
を
参
照
。

（
14
） 

北
川
忠
彦
氏
・
安
田
章
氏
校
注
『
日
本
古
典
文
学
全
集 

狂
言
集
』
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（
一
九
七
二
年
、
小
学
館
）
巻
頭
の
カ
ラ
ー
図
版
は
「
従
来
こ
れ
は

能
の
舞
台
と
さ
れ
て
き
た
が
、
人
物
か
ら
み
れ
ば
明
ら
か
に
狂
言

『
朝
比
奈
』
で
、
し
た
が
っ
て
狂
言
の
舞
台
図
と
し
て
は
最
も
古
い

も
の
の
一
つ
で
あ
る
」
と
解
説
を
付
し
て
い
る
。『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集 
狂
言
集
』（
二
〇
〇
〇
年
、
小
学
館
）
も
頭
注
で
「
左
の

朝
比
奈
は
白
装
束
で
は
な
く
、
手
に
し
て
い
る
の
は
大
竹
で
は
な

く
長
刀
の
よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
し
な
が
ら
も
、
最
古
の
狂
言
舞

台
図
と
の
見
解
を
踏
襲
し
て
い
る
。

（
15
） 『
増
補
国
語
国
文
学
研
究
資
料
大
成
8
謡
曲 

狂
言
』（
一
九
七
七
年
、

三
省
堂
）
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

（
1（
） 

笹
野
堅
氏
校
訂
『
能
狂
言 

中
』（
岩
波
文
庫
）
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

（
17
）…

志
田
義
秀
氏
「
辨
慶
の
七
つ
道
具
」（『
日
本
の
傳
説
と
童
話
』

一
九
四
一
年
、
大
東
出
版
社
）、
山
本
吉
左
右
氏
「
弁
慶
像
の
変

遷
」（『
太
陽
』
№
291
、
一
九
八
六
年
五
月
、
平
凡
社
）
等
。
な
お
、

七
つ
道
具
の
形
容
が
、
弁
慶
の
例
が
早
い
か
、
朝
比
奈
の
例
が
早

い
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
18
） 『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書 

和
書
之
部
第
六
十
三
巻 

鷺
流
狂
言
伝
書

保
教
本
四
』
所
収
の
影
印
版
に
よ
る
。

（
19
） 

和
田
克
司
氏
解
題
・
校
注
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
第
四
巻 
狂

言
』（
一
九
七
五
年
、
三
一
書
房
）
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

（
20
） 

国
文
学
研
究
資
料
館
編
・
小
林
健
二
氏
解
題
『
国
文
学
研
究
資
料

館
影
印
叢
書
（ 

狂
言
絵 

彩
色
や
ま
と
絵
』（
二
〇
一
四
年
、
勉
誠

出
版
）
よ
り
転
載
す
る
。

（
21
） 「
演
博
蔵
『
狂
言
古
図
貼
交
屏
風
』
の
素
性
と
価
値
」（『
能･

狂
言

の
生
成
と
展
開
に
関
す
る
研
究
』
二
〇
〇
三
年
、
世
界
思
想
社
）。

同
論
の
初
出
は
一
九
九
七
年
三
月
。

（
22
） 

例
え
ば
、
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
『
狂
言
之
絵
』（『
山

口
鷺
流
狂
言
資
料
集
成 

第
一
分
冊
（
書
誌
・
本
狂
言
編
一
）』

（
二
〇
〇
一
年
、
山
口
市
教
育
委
員
会
）
巻
頭
に
カ
ラ
ー
図
版
数
点

を
収
載
）
絵
巻
中
の
「
朝
ヒ
ナ
」
図
は
、
七
つ
道
具
を
背
負
い
杖

竹
を
持
っ
た
朝
比
奈
が
床
几
に
腰
掛
け
、
そ
の
右
側
に
杖
を
振
り

か
ざ
し
た
閻
魔
王
と
対
峙
す
る
と
い
う
構
図
で
描
か
れ
て
い
る
。

な
お
同
図
の
朝
比
奈
の
七
つ
道
具
に
は
刺
股
が
描
か
れ
て
い
る
ら

し
く
、
刺
股
や
突
棒
の
よ
う
な
近
世
期
の
武
具
が
七
つ
道
具
に
加

え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、〈
朝
比
奈
〉
の
諸
流
の
七

つ
道
具
に
も
変
遷
が
あ
っ
た
と
見
え
る
。

（
23
） 

Ｗ
Ｅ
Ｂ
「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
よ
り
転

載
。

（
24
） 

星
瑞
穂
氏
「
朝
比
奈
図
像
考
─
朝
比
奈
と
鶴
を
め
ぐ
っ
て
」（『
絵

入
り
本
研
究
』
第
二
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）、
宮
腰
直
人
氏
「
和

田
酒
盛
譚
考
─
『
曾
我
物
語
』・
舞
の
本
・
古
浄
瑠
璃
正
本
の

挿
絵
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
39
号
、

二
〇
一
三
年
三
月
）
等
。

（
25
） 『
新
訂
増
補
国
史
大
系
第
四
十
六
巻 

徳
川
実
紀
第
九
篇
』（
吉
川
弘

文
館
）
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

（
2（
） 『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集 

江
戸
の
部 

上
巻
』（
一
九
二
五
年
、
早
稲
田

大
学
出
版
部
）
掲
載
図
よ
り
転
載
。

（
27
） 

Ｗ
Ｅ
Ｂ
「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
よ
り
転
載
。
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（
28
） 

久
留
島
浩
氏
「
二
つ
の
「
朝
比
奈
」」（『
浮
世
絵
を
読
む
（
国
芳
』

一
九
九
七
年
、
朝
日
新
聞
社
）、
斉
藤
研
一
氏
「｢

朝
比
奈
島
遊
び｣

を
読
む
」（『
文
学
（
岩
波
書
店
）』
第
10
巻
第
5
号
、
二
〇
〇
九
年

九
月
）
等
。

（
29
） 

例
え
ば
、『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
に
は
、「（
剛
勇
無
双
を

う
た
わ
れ
た
朝
比
奈
三
郎
と
首
引
き
を
す
る
意
か
ら
）
お
よ
び
も

つ
か
な
い
こ
と
、
と
う
て
い
か
な
わ
な
い
こ
と
の
た
と
え
。」
と
あ

る
。
だ
が
こ
の
諺
が
い
つ
頃
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
も
の
か
、
用
例

や
出
典
等
は
俄
に
は
辿
り
得
な
い
。

（
30
） 『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集 

江
戸
の
部 
上
巻
』（
一
九
二
五
年
、
早
稲
田

大
学
出
版
部
）
掲
載
図
よ
り
転
載
。

（
31
） 『
若
衆
歌
舞
伎
・
野
郎
歌
舞
伎
の
研
究
』（
二
〇
〇
〇
年
、
八
木
書

店
）。
同
論
の
初
出
は
一
九
八
二
年
十
二
月
。
な
お
近
世
期
文
芸
に

お
け
る
大
力
の
武
者
の
英
雄
像
の
創
出
に
つ
い
て
は
、
藤
田
真
一

氏
「
樊
噌
・
朝
比
奈
・
桃
太
郎
─
近
世
桃
太
郎
の
誕
生
─
」（
田
中

裕
先
生
の
御
退
職
を
記
念
す
る
会
編
『
語
文
叢
誌
』
一
九
八
一
年
、

文
進
堂
）
も
参
照
。


