
た
て
が
み
を
ふ
り
乱
し
た
黒
馬
に
う
ち
ま
た
が
っ
た
眼
光
鋭
い
武
者
を
描
く
 
 

守
屋
孝
蔵
家
所
蔵
の
騎
馬
武
者
像
（
原
色
図
版
2
・
図
l
）
ほ
ど
、
見
る
人
を
し
て
 
 

南
北
朝
の
動
乱
の
す
さ
ま
じ
さ
を
身
近
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
作
品
も
少
な
 
 

い
。
そ
れ
は
こ
の
騎
馬
武
者
像
が
、
敗
戦
の
将
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
か
も
し
 
 

れ
な
い
。
 
 
 

こ
の
守
屋
家
本
騎
馬
武
者
像
の
像
主
に
つ
い
て
は
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
 
 

江
1
 
 

黒
板
勝
美
博
士
が
「
足
利
尊
氏
の
画
像
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
で
学
界
に
紹
 
 

五 四 三 二  
ほ
じ
め
に
 
 

は
じ
め
に
 
 

足
利
尊
氏
騎
馬
像
 
 

朝
倉
家
本
と
等
持
寺
本
 
 

守
屋
家
本
騎
馬
武
者
像
 
 

四
方
手
と
太
刀
柄
の
紋
 
 

足
利
義
詮
と
高
師
直
 
 

む
す
び
 
 守

屋
家
本
騎
馬
武
者
像
の
像
主
に
つ
い
て
 
 

介
さ
れ
て
以
来
、
長
く
足
利
尊
氏
を
も
っ
て
あ
て
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
 
 

た
。
し
か
し
、
は
や
く
昭
和
十
二
年
〓
九
三
七
）
に
谷
信
一
氏
が
「
出
陣
影
の
 
 

注
2
 
研
究
」
と
超
し
た
論
文
で
、
像
主
を
足
利
尊
氏
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
を
 
 

呈
せ
ら
れ
た
の
を
囁
矢
と
し
、
昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
に
は
こ
の
谷
信
一
氏
 
 

の
論
文
を
批
判
的
に
継
承
さ
れ
た
荻
野
三
七
彦
氏
も
そ
の
論
考
「
守
屋
家
本
伝
 
 

注
3
 
 

足
利
尊
氏
像
の
研
究
」
で
こ
の
像
主
を
足
利
尊
氏
と
す
る
こ
と
の
非
を
説
き
、
 
 

か
の
像
主
は
足
利
尊
氏
に
あ
ら
ず
と
い
う
説
が
、
こ
れ
以
降
、
有
力
と
な
っ
 
 

た
。
こ
れ
ら
谷
、
荻
野
両
氏
の
意
見
に
対
し
、
こ
れ
に
皮
論
を
加
え
て
あ
く
ま
 
 

で
足
利
尊
氏
を
も
っ
て
像
主
に
あ
て
よ
う
と
す
る
意
見
は
今
の
と
こ
ろ
出
て
お
 
 

ら
ず
、
か
の
像
主
が
足
利
尊
氏
で
な
い
こ
と
だ
け
は
、
ほ
ぼ
定
説
と
な
り
つ
つ
 
 

あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
は
、
像
主
が
足
利
尊
氏
で
な
い
 
 

こ
と
ば
、
ほ
と
ん
ど
確
実
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
は
尊
氏
に
か
 
 

わ
り
誰
を
も
っ
て
そ
の
像
主
に
あ
て
る
か
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
定
説
が
な
い
。
 
 

荻
野
氏
は
、
仮
説
と
し
て
細
川
頼
之
説
を
示
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
根
拠
と
 
 

す
る
と
こ
ろ
は
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
い
か
に
も
弛
い
。
像
主
を
確
定
し
な
い
 
 

限
り
、
谷
氏
、
荻
野
氏
と
発
展
的
に
受
け
つ
が
れ
て
き
た
足
利
尊
氏
像
主
否
定
 
 

説
は
完
結
し
な
い
も
の
と
考
え
る
。
本
稿
は
両
氏
の
労
作
争
っ
け
、
今
一
度
近
 
 
 

下
 
坂
 
 
 
守
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年
の
諸
々
の
研
究
成
果
を
も
と
り
入
れ
て
か
の
像
主
が
誰
で
あ
る
か
を
探
ろ
う
 
 

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

一
足
利
尊
氏
騎
馬
像
 
 

守
屋
家
本
騎
馬
武
者
像
の
像
主
を
考
え
る
に
先
だ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
江
戸
時
 
 

代
、
明
治
期
の
文
献
に
現
わ
れ
た
足
利
尊
氏
の
騎
馬
像
と
い
わ
れ
た
も
の
を
、
 
 

今
一
度
、
整
理
、
分
類
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
い
き
た
い
。
 
 
 

黒
川
其
頼
の
『
考
古
画
譜
』
が
、
足
利
尊
氏
の
騎
馬
像
と
し
て
、
狩
野
家
本
、
 
 

稲
葉
家
本
、
或
家
本
、
地
蔵
院
本
の
四
種
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
ば
す
で
に
谷
信
 
 

一
氏
の
論
考
に
も
詳
し
い
。
そ
し
て
こ
の
四
種
の
う
ち
の
地
蔵
院
本
が
足
利
尊
 
 

氏
で
は
な
く
足
利
義
尚
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
同
氏
が
す
で
に
論
証
 
 

注
4
 
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
る
と
『
考
古
画
譜
』
の
あ
げ
る
足
利
尊
氏
像
の
う
 
 

ち
で
は
、
狩
野
家
本
、
稲
葉
家
本
、
或
家
本
の
三
種
が
、
当
面
問
題
と
な
る
の
 
 

で
あ
る
が
、
或
家
本
と
は
『
集
古
十
種
』
（
挿
図
1
）
が
「
或
家
蔵
」
と
し
て
画
 
 

像
を
載
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
指
し
、
そ
の
画
像
に
よ
れ
ば
、
ま
ぎ
れ
も
な
ノ
、
 
 

守
屋
家
本
騎
馬
武
者
像
を
指
す
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
 
 

ず
狩
野
家
本
、
稲
葉
家
本
の
二
種
類
に
つ
い
て
だ
け
考
え
て
い
け
ば
よ
い
こ
と
 
 

に
な
る
。
狩
野
家
本
・
稲
葉
家
本
に
つ
い
て
の
『
考
古
画
譜
』
の
解
説
は
次
の
 
 

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

1
狩
野
家
本
 
 

（
巨
勢
）
 
 

本
朝
画
図
品
目
云
、
両
飛
騨
守
惟
久
、
狩
野
家
蔵
。
 
 

（
患
川
）
 
 
 
 
真
頼
日
、
原
本
絹
、
飛
騨
守
惟
久
と
、
養
朴
筈
書
付
あ
り
、
肇
本
浅
 
 

草
文
庸
に
あ
り
、
甲
田
を
著
し
、
左
手
に
弓
を
も
て
る
、
馬
上
の
像
 
 

な
り
、
 
 

2
稲
葉
家
本
 
 
 

稲
葉
丹
後
守
蔵
、
紙
本
、
画
工
不
詳
、
笹
本
浅
草
文
庫
に
あ
り
、
 
 

実
額
日
、
甲
田
を
著
し
、
白
馬
に
の
り
て
、
弓
を
持
て
る
像
な
り
、
 
 

面
上
に
超
し
て
、
従
一
位
娼
左
大
臣
征
夷
大
将
軍
源
朝
臣
尊
氏
卿
、
 
 

延
文
三
年
の
文
あ
り
、
こ
の
像
、
飛
騨
守
惟
久
が
画
け
り
と
い
ふ
も
 
 
 

挿図1『輿石十種』所載 伝足利尊氏像  
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の
と
甚
似
た
り
、
 
 
 

す
で
に
谷
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
通
り
、
こ
の
『
考
古
画
譜
』
の
解
説
を
信
 
 

じ
る
な
ら
ば
、
狩
野
家
本
・
稲
葉
家
本
は
同
一
の
原
本
か
ら
出
た
も
の
か
、
も
 
 

し
く
は
、
両
本
は
ど
ち
ら
か
が
原
本
で
、
も
う
一
方
が
写
本
と
い
っ
た
関
係
に
 
 

あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
誤
り
な
か
ろ
う
。
 
 
 

谷
氏
は
そ
の
論
考
「
出
陣
影
の
研
究
」
に
、
浅
草
文
庫
に
伝
わ
る
こ
の
狩
野
 
 

家
本
・
稲
葉
家
本
の
足
利
尊
氏
騎
馬
像
模
本
の
上
半
身
部
分
を
掲
げ
て
お
ら
れ
 
 

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
「
真
正
の
仁
山
（
尊
氏
）
像
」
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
 
 

れ
、
も
し
こ
れ
が
「
真
正
の
仁
山
像
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
守
屋
家
本
は
こ
 
 

れ
と
は
あ
ま
り
に
相
違
し
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
守
屋
家
本
が
尊
氏
を
描
い
 
 

た
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
断
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
妥
 
 

当
な
見
解
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
谷
氏
が
論
考
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
の
足
利
尊
氏
騎
馬
像
は
白
描
で
あ
 
 

っ
た
が
、
近
年
、
こ
れ
と
全
ノ
～
同
じ
姿
を
描
い
た
著
色
模
本
が
発
見
さ
れ
た
。
 
 

神
奈
川
県
立
博
物
館
が
現
蔵
す
る
足
利
尊
氏
像
（
図
2
・
3
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
 
 

こ
の
江
戸
後
期
に
模
写
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
足
利
尊
氏
騎
馬
像
に
は
、
左
上
 
 

部
に
「
従
一
位
贈
左
大
臣
征
夷
大
将
軍
源
朝
臣
尊
氏
細
、
延
文
三
年
」
の
墨
書
 
 

が
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
稲
葉
家
本
の
系
統
に
属
す
る
模
本
と
考
え
ら
 
 

れ
る
。
そ
の
姿
態
は
、
紺
糸
威
の
大
鎧
を
著
し
、
重
藤
の
弓
を
左
手
に
持
ち
、
 
 

し
こ
ろ
 
 

白
馬
に
ま
た
が
っ
た
姿
と
な
っ
て
お
り
、
宵
の
萄
、
鎧
、
大
袖
、
草
摺
に
は
 
 

足
利
家
の
家
紋
で
あ
る
五
七
の
桐
の
紋
が
み
え
て
い
る
。
こ
の
新
し
い
足
利
 
 

尊
氏
騎
馬
像
模
本
の
発
見
に
よ
り
、
狩
野
家
本
、
稲
葉
家
本
が
ど
の
よ
う
な
も
 
 

の
で
あ
っ
た
か
を
、
よ
り
具
体
的
に
知
る
手
懸
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
 
 

わ
け
で
あ
り
、
そ
の
発
見
の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

か
つ
て
存
在
し
た
騎
馬
武
者
像
の
な
か
で
、
今
日
で
も
足
利
尊
氏
騎
馬
像
と
 
 

断
定
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
狩
野
家
本
、
稲
葉
家
本
の
具
体
的
な
姿
が
、
こ
 
 

の
神
奈
川
県
立
博
物
館
蔵
の
模
本
に
よ
り
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
す
る
と
、
次
 
 

に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
足
利
尊
氏
騎
馬
像
の
原
本
が
ど
の
よ
う
な
も
の
 
 

で
、
ど
こ
に
伝
来
し
て
い
た
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
狩
野
家
本
・
稲
 
 

葉
家
本
の
い
ず
れ
か
が
原
本
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
 
 

か
し
こ
こ
で
は
一
応
こ
れ
ら
両
本
と
は
別
個
に
原
本
が
存
在
し
た
と
仮
定
し
た
 
 

上
で
、
桃
山
時
代
以
前
の
文
献
で
確
認
で
き
る
足
利
尊
氏
騎
馬
像
に
つ
い
て
検
 
 

討
を
加
え
な
が
ら
、
原
本
の
所
在
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
 
 

桃
山
時
代
以
前
の
文
献
に
み
え
る
足
利
尊
氏
騎
馬
像
と
し
て
、
谷
氏
は
、
等
 
 

注
6
 
 

注
5
 
 

持
寺
本
、
朝
倉
家
本
、
乗
福
寺
本
の
三
種
類
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
等
持
寺
本
 
 

と
は
、
『
碧
山
日
録
』
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
十
月
八
日
条
に
「
将
軍
尊
氏
甲
田
之
 
 

像
」
と
み
え
る
の
を
初
見
と
し
、
『
蔭
涼
軒
日
録
』
『
鹿
苑
院
日
録
』
等
に
散
見
 
 

す
る
も
の
で
あ
り
、
足
利
尊
氏
が
創
建
し
た
等
持
寄
に
、
つ
い
で
等
持
院
に
伝
 
 

来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
朝
倉
家
本
と
は
、
『
室
町
御
内
書
 
 

案
』
に
み
え
る
も
の
で
、
天
文
八
年
〓
五
三
九
）
に
、
越
前
国
の
朝
倉
教
景
よ
 
 

り
大
覚
寺
門
跡
義
俊
を
通
じ
て
、
将
軍
足
利
義
暗
に
寄
進
さ
れ
た
と
い
う
「
等
 
 

持
院
殿
様
軍
陣
御
影
」
を
指
し
、
乗
福
寺
本
と
は
、
戦
国
時
代
に
大
内
義
弘
が
 
 

京
都
に
お
い
て
手
に
入
れ
、
の
ち
周
防
の
乗
福
寺
に
預
け
置
い
た
と
い
わ
れ
る
 
 

「
等
持
院
殿
甲
曽
尊
像
一
幅
」
を
い
う
。
 
 
 

こ
れ
ら
三
種
の
足
利
尊
氏
騎
馬
像
の
う
ち
、
乗
福
寺
本
は
『
長
防
風
土
記
』
 
 

そ
の
所
在
を
示
す
記
事
が
載
る
だ
け
で
、
像
主
の
装
束
・
姿
態
が
ど
の
よ
う
な
 
 

も
の
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
等
持
寺
本
に
つ
い
て
は
『
親
元
日
 
 

二
 
朝
倉
家
本
と
等
持
寺
本
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謂
㌔
誇
”
”
笥
雛
断
用
即
完
蝿
㌶
紺
朗
鮎
酢
如
如
サ
同
掛
二
御
 
 

目
】
侯
、
此
御
影
ヲ
ハ
致
二
進
上
一
之
由
申
レ
之
云
々
、
偽
御
内
番
両
通
 
 

可
レ
被
二
成
下
一
侯
、
御
案
文
可
レ
致
二
詞
準
之
由
被
二
仰
下
一
侯
、
何
も
 
 

被
二
持
下
－
拝
見
さ
せ
ら
れ
侯
也
、
随
而
御
案
文
則
令
二
調
進
上
一
也
、
 
 
 

ま
ず
朝
倉
家
本
の
方
か
ら
み
て
い
く
と
、
最
初
に
問
題
と
な
る
の
は
、
像
主
の
 
 

装
束
・
姿
態
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
御
影
ノ
上
ニ
ホ
ウ
ケ
ウ
院
殿
様
御
判
被
レ
 
 

居
レ
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
図
像
の
上
に
室
町
幕
府
第
二
代
将
軍
足
利
 
 

義
詮
（
法
名
宝
筐
院
）
の
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
花
押
を
像
主
の
 
 

上
に
据
え
る
と
い
う
形
式
は
、
ま
さ
に
守
屋
家
本
騎
馬
武
者
像
と
同
じ
も
の
で
 
 

あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
朝
倉
家
本
と
守
屋
家
本
は
、
同
一
形
式
を
踏
ん
で
 
 

い
た
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
そ
こ
に
記
さ
れ
た
装
束
・
姿
態
か
ら
し
て
、
両
者
 
 

は
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
ば
ま
ち
が
い
な
い
。
 
 
 

荻
野
氏
は
、
こ
れ
ら
像
主
の
上
に
据
え
ら
れ
た
足
利
義
詮
の
花
押
を
、
そ
の
 
 

位
置
か
ら
み
て
目
上
の
者
が
目
下
の
者
に
与
え
た
証
判
に
類
す
る
も
の
と
さ
れ
 
 

記
』
文
明
十
年
（
一
四
七
八
）
六
月
二
十
六
日
条
に
、
ま
た
朝
倉
家
本
は
『
室
町
御
 
 

内
香
案
』
の
な
か
に
、
そ
の
装
束
・
姿
態
を
示
す
記
述
が
み
ら
れ
、
そ
の
有
様
 
 

を
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
史
料
の
主
要
部
分
を
左
に
引
用
す
る
。
 
 
 

1
等
持
寺
本
（
『
親
元
日
記
』
）
 
 
 

一
、
等
持
院
殿
御
影
綱
鵡
駅
翫
笥
同
一
盈
頂
、
御
方
御
所
様
衛
拝
見
、
 
 

蔭
掠
よ
り
被
召
寄
、
自
費
殿
以
御
使
牌
甜
好
一
覧
已
後
、
則
被
返
遥
 
 
 
 
 
 
 
注
 

7
 
 

之
、
 
 
 

2
朝
倉
家
本
（
『
室
町
家
御
内
蕃
案
』
）
 
 

（
義
俊
）
 
 

祐
阿
為
御
使
被
仰
出
、
今
度
大
覚
寺
御
門
跡
越
前
よ
り
御
上
洛
候
時
、
 
 

（
教
菓
）
 
 

従
朝
倉
入
道
方
、
鹿
苑
院
殿
様
御
自
筆
之
物
卜
欄
㌫
Ⅶ
井
御
感
状
雛
軍
 
 

機
上
覧
之
、
将
又
等
持
院
殿
様
軍
陣
御
影
鮎
 
 

（
マ
マ
）
 
 

再
地
釣
御
直
垂
、
浅
黄
株
 
 

廿
四
さ
し
た
る
御
矢
、
重
 
 

た
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
異
論
は
な
い
。
ま
た
同
氏
は
、
『
室
町
家
郷
内
書
 
 

案
』
の
記
事
が
、
こ
の
騎
馬
武
者
像
の
像
主
を
足
利
尊
氏
と
し
て
い
る
こ
と
に
 
 

っ
い
て
は
、
『
室
町
家
御
内
書
案
』
の
書
誌
学
的
な
考
察
を
行
な
わ
れ
た
上
で
、
 
 

そ
の
記
事
の
信
憑
性
に
疑
い
を
呈
さ
れ
、
か
つ
ま
た
そ
の
記
事
を
信
ず
る
に
し
 
 

て
も
「
天
文
八
年
の
時
点
に
お
い
て
既
に
像
主
を
尊
氏
で
あ
る
と
判
定
し
た
そ
 
 

の
こ
と
に
そ
も
そ
も
の
誤
認
が
あ
っ
た
も
の
」
と
考
え
る
べ
き
こ
と
を
強
調
さ
 
 

注
8
 
 

れ
て
お
ら
れ
る
。
荻
野
氏
は
、
守
屋
家
本
と
同
じ
形
式
を
と
る
朝
倉
家
本
の
像
 
 

主
が
、
天
文
八
年
の
時
点
で
足
利
尊
氏
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
否
 
 

定
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
に
結
論
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
天
文
八
年
の
 
 

時
点
で
像
主
が
誤
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
る
に
し
て
も
、
騎
馬
武
者
像
の
 
 

有
様
を
記
し
た
『
室
町
家
御
内
書
案
』
の
記
事
そ
の
も
の
の
信
憑
性
ま
で
を
問
 
 

題
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
 
 

こ
の
朝
倉
家
本
こ
そ
は
、
か
つ
て
守
屋
家
本
と
同
じ
形
式
を
僻
む
騎
馬
武
者
像
 
 

が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
考
え
、
な
ぜ
足
利
義
詮
の
時
 
 

代
に
限
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
証
判
を
加
え
た
騎
馬
武
者
像
が
作
製
さ
れ
た
か
を
 
 

問
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
朝
倉
家
本
の
証
判
そ
の
も
の
の
意
味
に
つ
い
て
 
 

は
、
の
ち
に
守
屋
家
本
の
証
判
と
と
も
に
考
え
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
足
 
 

利
義
詮
の
証
判
を
も
つ
騎
馬
武
者
像
が
、
か
つ
て
朝
倉
家
に
も
伝
来
し
て
い
た
 
 

と
い
う
事
実
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
 
 
 

さ
て
、
装
束
・
姿
態
が
文
献
に
よ
っ
て
判
明
す
る
も
う
一
つ
の
等
持
寺
本
に
 
 

つ
い
て
次
に
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
等
持
寺
に
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
 
 

『
親
元
日
記
』
に
も
み
え
て
い
る
よ
う
に
、
甲
田
を
著
し
た
騎
馬
像
と
、
和
歌
の
 
 

費
が
あ
る
束
帯
像
の
二
種
の
足
利
尊
氏
像
が
伝
来
し
て
い
た
。
当
面
、
問
題
と
 
 

な
る
甲
田
姿
の
騎
馬
像
は
、
『
親
元
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
紺
糸
威
の
鎧
を
つ
け
、
 
 

河
原
毛
の
馬
に
う
ち
ま
た
が
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
だ
け
の
記
事
 
 

46   



で
は
、
い
か
に
も
そ
の
像
容
を
知
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
 
 

は
そ
の
鎧
が
紺
糸
威
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
先
に
み
た
狩
 
 

野
家
本
・
稲
葉
家
本
と
同
系
統
の
神
奈
川
県
立
博
物
館
蔵
の
模
本
足
利
尊
氏
騎
 
 

馬
像
も
紺
糸
威
の
鎧
姿
で
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
両
者
は
全
く
一
 
 

致
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
画
像
を
描
く
場
合
、
そ
の
像
 
 

主
が
著
す
る
甲
田
は
、
像
主
愛
用
の
も
の
か
、
も
し
く
は
重
代
襲
用
の
も
の
が
 
 

描
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
等
持
寺
本
の
鎧
の
威
の
色
が
狩
野
家
本
・
稲
葉
家
本
 
 

と
一
致
す
る
こ
と
ば
、
足
利
尊
氏
常
用
も
し
く
は
足
利
家
重
代
の
甲
曽
が
紺
糸
 
 

威
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
種
類
の
足
 
 

利
尊
氏
騎
馬
像
は
、
そ
の
馬
が
一
方
は
河
原
毛
で
あ
り
、
他
方
は
白
馬
で
あ
る
 
 

こ
と
か
ら
、
た
だ
ち
に
同
一
原
本
か
ら
出
た
も
の
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
が
ど
 
 

注
9
 
 

ち
ら
か
を
写
し
た
も
の
と
速
断
す
る
こ
と
ば
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
二
種
の
 
 

足
利
尊
氏
騎
馬
像
が
、
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
可
能
 
 

で
あ
ろ
う
。
 
 
 

足
利
義
詮
は
父
尊
氏
が
没
し
た
翌
年
の
延
文
四
年
（
一
三
五
九
）
四
月
、
高
野
 
 

山
の
足
利
家
菩
提
所
で
あ
っ
た
安
登
院
に
「
永
代
不
閑
之
追
福
」
に
供
す
る
た
 
 

江
1
0
 
 

（
尊
氏
）
 
 

め
「
先
公
真
影
一
鋪
」
を
「
写
避
」
わ
し
た
と
い
う
。
こ
の
「
写
過
」
わ
し
た
 
 

と
い
う
言
葉
を
文
字
通
り
に
と
れ
ば
、
い
ず
こ
か
に
あ
っ
た
尊
氏
の
「
真
影
」
 
 

を
も
と
に
し
た
写
本
の
「
真
影
」
が
安
養
院
に
遣
わ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
 
 

す
る
と
こ
の
「
真
影
」
は
一
体
ど
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
た
尊
氏
像
を
指
す
の
で
 
 

あ
ろ
う
か
。
「
夷
膨
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
そ
ん
な
に
数
多
く
存
在
し
て
い
た
と
 
 

は
考
え
に
く
く
、
尊
氏
が
創
建
し
た
足
利
家
の
菩
提
寺
等
持
寄
に
安
置
さ
れ
て
 
 

い
た
「
等
持
院
殿
御
影
」
こ
そ
が
、
こ
の
「
真
影
」
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
 
 

前
述
し
た
よ
う
に
等
持
寺
に
は
、
甲
田
を
著
し
た
騎
馬
像
の
ほ
か
に
、
和
歌
の
 
 

賛
の
あ
る
束
帯
像
が
伝
来
し
て
い
た
が
、
室
町
時
代
に
は
、
尊
氏
の
「
甲
宵
 
 

像
」
「
出
陣
像
」
、
「
直
衣
之
像
」
「
和
歌
装
束
之
影
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け
で
 
 

等
持
寺
本
を
指
す
ほ
ど
に
こ
の
二
種
類
の
尊
氏
像
は
広
く
世
に
知
ら
れ
て
い
た
 
 

こ
と
か
ら
も
、
等
持
寺
本
が
「
真
影
」
で
あ
っ
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
い
 
 

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
も
し
こ
れ
ら
の
推
論
が
正
し
け
れ
ば
、
後
世
 
 

作
製
さ
れ
た
尊
氏
像
も
そ
の
多
く
は
何
ら
か
の
形
で
こ
の
等
持
寺
本
の
影
響
を
 
 

う
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
現
在
足
利
尊
氏
の
騎
馬
像
と
し
て
確
認
で
き
 
 

る
狩
野
家
本
・
稲
葉
家
本
、
そ
れ
に
神
奈
川
県
立
博
物
館
蔵
の
模
本
が
、
す
べ
て
 
 

同
一
の
図
形
に
帰
す
る
の
も
決
し
て
偶
然
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
 
 

わ
ち
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
真
影
」
と
呼
ば
れ
た
等
持
寺
本
尊
氏
像
（
騎
馬
像
）
 
 

を
原
本
と
し
て
模
写
さ
れ
た
も
の
か
、
も
し
く
は
そ
の
模
本
を
さ
ら
に
模
写
し
 
 

た
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
同
一
図
形
の
尊
氏
像
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
 
 

る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
、
等
持
寺
本
、
狩
野
家
本
、
稲
葉
家
本
お
よ
び
神
奈
川
県
立
博
物
館
蔵
 
 

の
模
本
足
利
尊
氏
騎
馬
像
の
い
ず
れ
も
が
同
じ
種
類
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
源
 
 

泉
は
等
持
寺
本
に
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
理
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
諸
本
の
関
 
 

連
に
つ
い
て
は
決
し
て
明
確
な
結
論
が
で
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
し
い
 
 

て
結
論
と
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
騎
馬
像
の
像
主
は
す
ぺ
て
紺
糸
威
の
鐘
を
 
 

着
用
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
足
利
尊
氏
 
 

の
甲
曽
姿
と
し
て
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
低
の
条
件
で
あ
っ
た
ら
し
い
 
 

こ
と
だ
け
は
確
認
で
き
た
も
の
と
思
う
。
本
論
の
主
題
に
側
し
て
い
え
ば
、
白
 
 

糸
威
の
鎧
を
着
用
す
る
守
屋
家
本
騎
馬
武
者
像
の
像
主
が
足
利
尊
氏
で
あ
る
可
 
 

能
性
は
こ
の
点
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
低
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
 
 

る
。
そ
れ
で
は
以
上
の
よ
う
な
事
実
を
も
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
次
に
守
屋
家
 
 

本
騎
馬
武
者
像
の
像
主
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
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守
屋
家
本
騎
馬
武
者
像
の
像
主
を
探
る
に
あ
た
り
、
最
初
に
注
目
し
た
い
点
 
 

て
い
 
は
二
つ
あ
る
。
第
一
点
は
、
か
の
騎
馬
武
者
が
敗
戦
の
将
の
体
に
描
か
れ
て
い
 
 

る
こ
と
で
あ
り
、
今
一
つ
は
そ
の
画
像
の
上
に
据
え
ら
れ
て
い
る
足
利
義
詮
の
 
 

証
判
が
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
据
え
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
し
あ
 
 

た
り
こ
の
二
点
に
焦
点
を
絞
り
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

守
屋
家
本
の
騎
馬
武
者
の
異
様
と
も
い
え
る
敗
戦
の
姿
に
つ
い
て
は
、
す
で
 
 

に
こ
れ
ま
た
谷
・
荻
野
両
氏
を
は
じ
め
と
す
る
先
学
の
詳
し
い
指
摘
が
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
敗
戦
の
姿
を
描
く
こ
と
を
く
り
返
し
指
摘
し
な
 
 

が
ら
も
、
な
ぜ
こ
の
像
主
が
こ
の
よ
う
な
姿
に
措
か
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
 
 

た
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
先
学
の
成
果
 
 

を
ふ
ま
え
て
、
今
一
度
、
か
の
像
主
の
敗
戦
の
姿
を
た
ん
ね
ん
に
み
て
い
く
こ
 
 

と
か
ら
始
め
た
い
。
 
 
 

ま
ず
最
初
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
像
主
の
総
髪
で
あ
る
。
か
 
 

っ
て
佐
藤
進
一
氏
は
そ
の
著
『
南
北
朝
の
動
乱
』
の
な
か
で
、
建
武
二
年
〓
 
 

三
三
五
）
に
足
利
尊
氏
が
鎌
倉
に
あ
っ
て
、
後
醍
醐
天
皇
に
弓
引
く
こ
と
を
た
 
 

め
ら
い
、
髪
の
本
結
を
切
り
願
遁
の
意
を
示
し
な
が
ら
、
思
い
な
お
し
総
髪
の
ま
 
 

ま
で
出
陣
し
た
と
い
う
『
太
平
記
』
巻
十
四
の
記
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
守
屋
家
 
 

法
1
1
 
 

本
の
像
主
の
総
髪
を
説
明
さ
れ
た
。
む
ろ
ん
佐
藤
氏
は
か
の
像
主
を
足
利
尊
氏
 
 

と
し
て
説
明
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
像
主
を
か
の
時
の
尊
氏
と
結
び
つ
 
 

け
る
こ
と
は
、
や
は
り
無
理
が
あ
ろ
う
。
像
主
の
姿
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
み
て
 
 

も
、
こ
の
像
主
の
姿
は
ど
う
み
て
も
敗
戦
の
将
の
姿
で
あ
り
、
佐
藤
氏
が
述
べ
 
 

ら
れ
た
よ
う
に
「
尊
氏
が
隠
遁
の
意
を
ひ
る
が
え
し
て
起
っ
た
こ
の
と
き
の
出
 
 

三
 
守
屋
家
本
騎
馬
武
者
像
 
 

障
を
記
念
す
べ
く
描
か
れ
た
」
晴
姿
と
は
考
え
に
く
い
。
た
だ
佐
藤
氏
の
説
明
 
 

の
な
か
で
留
意
す
べ
き
点
は
、
そ
の
総
髪
の
意
味
を
『
太
平
記
』
巻
十
四
の
記
 
 

事
に
よ
っ
て
障
遁
の
姿
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
か
 
 

ら
す
れ
ば
、
こ
の
像
主
の
総
髪
も
隠
遁
の
意
を
表
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
 
 

は
充
分
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

次
に
こ
の
総
髪
に
つ
い
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
か
の
武
者
が
背
負
う
簾
中
 
 

の
矢
と
刀
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
騎
馬
武
者
像
に
お
い
て
は
、
二
十
四
さ
し
た
 
 

矢
を
背
負
い
弓
を
も
つ
と
か
、
弓
矢
を
持
た
な
い
場
合
は
、
細
川
澄
元
像
の
よ
 
 

注
1
2
 
 

う
に
そ
の
代
り
の
長
刀
を
持
つ
と
か
す
る
の
が
通
常
の
姿
で
あ
っ
た
。
守
屋
家
 
 

本
の
像
主
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
異
様
で
あ
る
。
か
の
像
主
の
飽
に
は
、
す
 
 

で
に
六
本
の
失
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
一
本
は
折
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 
 

ま
た
弓
は
戦
い
の
な
か
で
す
で
に
失
っ
た
も
の
か
み
え
ず
、
わ
ず
か
に
抜
刀
し
 
 

た
太
刀
を
肩
に
か
つ
ぐ
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
姿
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
像
主
 
 

が
敗
軍
の
将
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
余
り
あ
る
も
の
と
い
え
る
。
 
 
 

そ
し
て
さ
ら
に
第
三
点
と
し
て
こ
の
像
主
が
激
戦
の
の
ち
の
敗
軍
の
将
で
あ
 
 

る
こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
も
の
と
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
 
 

あ
ぶ
み
 
 

か
か
と
 
 

左
足
の
負
傷
で
あ
る
。
像
主
の
左
足
は
腫
だ
け
を
鐙
に
か
け
、
そ
の
指
先
の
方
 
 

は
鎧
の
外
に
向
い
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
こ
の
武
者
が
左
足
に
傷
を
負
っ
 
 

注
1
3
 
 

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
左
足
の
負
傷
の
た
 
 

め
に
、
像
主
の
武
者
は
不
自
然
な
騎
馬
姿
を
と
ら
ざ
る
を
え
ず
、
本
来
な
ら
ば
 
 

し
お
で
 
 

左
足
に
よ
っ
て
か
く
れ
て
し
ま
う
は
ず
の
四
方
手
 
（
鞍
・
四
緒
手
と
も
書
く
。
 
 

ま
え
わ
し
す
わ
 
 

馬
具
。
鞍
の
前
輪
と
後
輪
の
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
つ
け
た
、
金
物
の
管
を
入
れ
た
 
 

む
な
が
い
し
り
か
り
 
 

紐
で
、
敬
・
轍
を
と
め
る
た
め
の
も
の
）
 
の
金
具
（
根
）
ま
で
が
図
中
に
は
っ
き
 
 

り
と
露
出
し
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
像
主
の
左
足
の
負
傷
が
か
な
り
の
深
手
 
 

あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
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こ
の
よ
う
に
守
屋
家
本
の
騎
馬
武
者
の
異
様
な
姿
を
改
め
て
見
直
し
て
み
た
 
 

だ
け
で
も
、
そ
の
像
主
の
お
か
れ
て
い
た
立
場
が
か
な
り
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ
 
 

た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
措
か
れ
た
騎
馬
武
者
像
の
姿
の
 
 

み
を
も
っ
て
し
て
も
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
か
の
武
者
が
激
戦
の
の
 
 

ち
戦
い
に
敗
れ
、
左
足
を
負
傷
し
、
さ
ら
に
は
隠
遁
に
ま
で
追
い
こ
ま
れ
て
い
 
 

た
ら
し
い
、
等
々
と
い
っ
た
こ
と
が
推
理
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
翻
っ
 
 

て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
推
理
を
成
り
た
た
せ
る
よ
う
な
条
件
を
も
つ
人
物
こ
 
 

そ
が
、
か
の
像
主
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
像
主
比
定
の
た
め
に
、
そ
の
敗
戦
の
 
 

姿
は
、
何
よ
り
も
貴
重
な
手
懸
を
我
々
に
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
 
 

に
な
る
。
 
 
 

で
は
、
像
主
の
姿
に
つ
い
て
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
、
次
に
そ
の
図
上
に
据
え
 
 

ら
れ
た
足
利
義
詮
の
花
押
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
 
 
 

『
室
町
家
御
内
書
案
』
 
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
朝
倉
家
本
も
、
こ
の
守
屋
家
本
 
 

と
同
じ
よ
う
に
騎
馬
武
者
像
の
上
に
足
利
義
詮
が
花
押
を
据
え
た
も
の
で
あ
っ
 
 

た
と
い
う
。
こ
れ
ら
画
像
の
上
に
据
え
ら
れ
た
花
押
を
証
判
と
理
解
す
れ
ば
、
 
 

こ
の
よ
う
に
画
像
に
証
判
を
加
え
た
例
は
、
朝
倉
家
本
・
守
屋
家
本
の
騎
馬
武
 
 

者
像
の
ほ
か
に
そ
の
事
例
は
な
く
、
足
利
義
詮
の
時
代
に
限
っ
て
行
な
わ
れ
た
 
 

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
す
で
に
述
べ
た
よ
う
 
 

に
証
判
を
持
つ
画
像
が
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
限
っ
て
製
作
さ
れ
た
か
が
、
ま
ず
 
 

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
 
 
 

こ
の
間
い
に
対
す
る
答
は
、
措
か
れ
た
像
主
の
身
元
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
 
 

っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
そ
の
像
主
の
身
 
 

元
で
あ
る
が
、
守
屋
家
本
の
場
合
は
と
も
か
く
、
朝
倉
家
本
の
場
合
は
容
易
に
 
 

見
当
が
つ
き
そ
う
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
朝
倉
家
の
誰
か
で
あ
り
、
そ
の
 
 

誰
か
が
武
功
の
証
と
し
て
、
足
利
義
詮
よ
り
証
判
を
も
ら
っ
た
と
考
え
る
の
が
 
 

妥
当
で
あ
ろ
う
。
南
北
朝
の
動
乱
に
お
い
て
、
朝
倉
家
で
は
朝
倉
正
景
そ
の
子
 
 

詮
繁
・
高
景
ら
が
、
足
利
尊
氏
・
同
義
詮
に
従
い
奮
戦
し
た
こ
と
が
『
太
平
記
』
 
 

注
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『
日
下
部
系
図
』
に
み
え
て
お
り
、
彼
ら
の
内
の
誰
か
が
こ
の
よ
う
な
形
で
足
利
 
 

義
詮
よ
り
証
判
を
う
け
て
い
た
と
し
て
も
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
よ
 
 

う
な
推
理
が
正
し
い
と
す
る
と
、
何
よ
り
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
 
 

朝
倉
家
が
南
北
朝
時
代
以
降
、
足
利
将
軍
家
の
壇
轄
軍
と
も
い
う
べ
き
奉
公
衆
 
 

（
番
衆
）
と
し
て
、
足
利
将
軍
家
と
特
殊
な
結
び
つ
き
を
持
ち
続
け
て
い
た
と
い
 
 

う
こ
と
で
あ
る
。
足
利
将
軍
家
と
奉
公
衆
の
間
に
結
ば
れ
た
主
従
関
係
は
、
現
 
 

在
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
緊
密
で
あ
り
、
騎
馬
武
者
像
に
証
判
を
加
え
る
と
 
 

い
う
形
式
も
、
こ
の
足
利
将
軍
家
と
奉
公
衆
の
関
係
を
ぬ
き
に
し
て
は
理
解
で
 
 

注
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き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
朝
倉
家
本
の
像
主
を
朝
倉
家
の
誰
か
と
す
る
こ
の
考
え
が
正
し
い
と
す
 
 

れ
ば
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
朝
倉
家
の
人
々
が
そ
の
像
主
を
誤
認
し
て
足
利
尊
氏
 
 

と
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
念
は
当
然
お
こ
っ
て
く
る
。
し
か
し
こ
の
 
 

点
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
守
屋
家
本
の
場
合
と
同
じ
く
、
図
上
の
足
利
義
詮
の
 
 

花
押
が
、
そ
の
前
後
に
例
の
な
い
証
判
で
あ
る
だ
け
に
、
誤
解
を
生
む
も
と
と
 
 

な
っ
た
も
の
と
考
え
れ
ば
問
題
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
二
〇
〇
年
に
わ
た
る
時
代
 
 

の
流
れ
は
、
誤
認
を
生
む
に
は
充
分
す
ぎ
る
く
ら
い
長
い
年
月
で
あ
り
、
ま
し
 
 

て
や
そ
れ
が
南
北
朝
時
代
の
義
詮
治
政
下
と
い
う
限
ら
れ
た
時
代
の
産
物
で
あ
 
 

っ
て
み
れ
ば
、
誤
解
が
生
ま
れ
な
い
方
が
お
か
し
い
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
 
 

れ
な
い
。
 
 
 

こ
こ
ま
で
守
屋
家
本
の
騎
馬
武
者
像
の
姿
態
、
お
よ
び
図
上
の
足
利
義
詮
の
 
 

花
押
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
像
主
の
輪
郭
が
か
な
り
明
確
に
 
 

な
っ
て
き
た
も
の
と
思
う
。
今
一
度
、
整
理
し
て
お
け
ば
、
こ
の
像
主
は
、
か
 
 

な
り
の
激
戦
の
の
ち
自
ら
も
左
足
に
負
傷
し
た
敗
戦
の
将
と
考
え
ら
れ
、
朝
倉
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守
屋
家
本
騎
馬
武
者
像
を
見
る
人
が
、
ま
ず
最
初
に
感
じ
る
の
は
、
そ
の
騎
 
 

馬
武
者
の
姿
と
図
上
に
据
え
ら
れ
た
足
利
義
詮
の
花
押
の
調
和
の
と
れ
た
配
置
 
 

で
あ
ろ
う
。
両
者
は
実
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
画
面
の
な
か
に
収
ま
っ
て
お
り
、
当
 
 

然
の
こ
と
な
が
ら
足
利
義
詮
の
花
押
が
、
騎
馬
武
者
像
と
の
調
和
を
充
分
に
考
 
 

慮
し
た
う
え
で
据
え
ら
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
我
々
は
こ
の
 
 

画
面
中
央
の
上
部
に
足
利
義
詮
の
花
押
が
、
そ
の
真
下
に
騎
馬
武
者
の
顔
が
く
 
 

る
と
い
う
収
ま
り
の
よ
い
構
図
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
す
ぎ
、
画
面
中
央
に
位
置
 
 

す
る
今
一
つ
の
重
要
な
符
号
を
長
い
間
、
見
逃
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
像
主
は
左
足
に
か
な
り
の
深
手
を
負
っ
て
 
 

お
り
、
そ
の
た
め
左
足
が
普
通
の
状
態
よ
り
も
か
な
り
引
け
た
格
好
に
描
か
れ
 
 

て
い
る
。
通
常
の
騎
馬
武
者
像
で
は
決
し
て
見
え
る
こ
と
の
な
い
四
方
手
の
金
 
 

家
本
の
場
合
と
照
し
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
足
利
将
軍
家
の
直
轄
軍
と
も
い
う
 
 

べ
き
奉
公
衆
か
、
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
立
場
に
あ
っ
た
人
物
と
い
う
の
が
、
 
 

そ
の
お
お
よ
そ
の
輪
郭
で
あ
る
。
 
 
 

か
つ
て
荻
野
三
七
彦
氏
は
、
一
仮
説
と
し
て
こ
の
像
主
を
細
川
頼
之
に
比
定
 
 

注
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さ
れ
た
。
そ
の
主
な
根
拠
は
、
図
上
の
花
押
が
足
利
義
詮
の
最
晩
年
に
属
す
る
 
 

と
い
う
点
に
あ
っ
た
が
、
上
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
細
川
頼
之
を
 
 

そ
の
像
主
と
す
る
説
に
は
異
議
を
唱
え
ざ
る
を
え
な
い
。
細
川
頼
之
は
こ
の
像
 
 

主
ほ
ど
の
敗
戦
を
喫
し
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た
負
傷
を
し
た
こ
と
も
な
い
。
足
 
 

利
家
と
の
結
び
つ
き
の
点
に
お
い
て
も
、
奉
公
衆
と
足
利
家
ほ
ど
の
主
従
関
係
 
 

の
強
さ
ば
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
細
川
頼
之
と
こ
の
像
主
は
、
ど
う
 
 

み
て
も
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
と
断
言
で
き
る
。
 
 

四
 
四
方
手
と
太
刀
柄
の
紋
 
 

臭
が
画
面
に
出
て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
四
方
手
の
金
 
 

具
に
は
像
主
の
身
元
を
確
定
す
る
上
で
大
き
な
手
懸
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
家
紋
 
 

と
お
ぼ
し
き
マ
ー
ク
が
、
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
紋
は
現
在
も
肉
眼
で
確
め
ら
れ
る
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
江
戸
 
 

時
代
の
『
集
古
十
種
』
に
載
せ
ら
れ
た
図
像
に
も
、
同
じ
紋
が
明
確
に
描
か
れ
 
 

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
紋
の
細
部
は
不
明
な
が
ら
、
輪
逮
紋
で
あ
る
こ
と
 
 

ト
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は
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
細
か
く
像
主
が
身
に
つ
け
て
い
る
も
の
を
 
 

み
れ
ば
、
腰
に
備
い
た
太
刀
の
柄
に
も
同
じ
輸
違
紋
が
か
す
か
で
は
あ
る
が
残
 
 

っ
て
い
る
の
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
輪
違
紋
 
 

が
家
紋
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
像
主
の
出
目
は
か
な
り
絞
ら
れ
て
く
る
こ
と
 
 

と
な
る
。
 
 
 

四
方
手
に
紋
を
つ
け
る
こ
と
ば
、
室
町
時
代
以
降
は
か
な
り
広
く
行
な
わ
れ
 
 

注
柑
 
 

て
お
り
、
永
正
八
年
（
一
五
〓
）
に
成
立
し
た
と
い
う
『
家
中
竹
馬
記
』
は
、
 
 

「
一
、
鞍
は
金
に
て
紋
を
し
て
、
の
ぐ
つ
・
し
は
で
は
焼
付
に
け
ほ
り
。
或
は
 
 

赤
銅
に
紋
を
け
ほ
り
な
ゝ
こ
た
る
ペ
し
」
と
記
し
、
野
靴
・
四
方
手
の
紋
は
焼
 
 

な
な
こ
 
 

付
に
毛
彫
か
、
赤
銅
に
毛
彫
・
魚
子
と
す
べ
き
こ
と
を
説
く
。
ま
た
『
家
中
竹
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馬
記
』
と
同
じ
頃
に
作
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
『
土
岐
家
聞
蕃
』
に
は
、
さ
ら
 
 

に
詳
し
く
次
の
よ
う
に
記
す
。
 
 

一
、
金
覆
輪
の
鞍
、
京
都
に
て
は
上
下
と
も
に
稀
也
。
但
若
大
名
其
外
に
も
、
 
 

若
衆
は
自
然
、
か
な
が
い
に
金
覆
輪
な
ど
に
も
し
て
、
野
ぐ
つ
・
し
ほ
 
 

手
も
焼
付
に
も
、
又
金
に
打
く
～
み
て
も
せ
ら
る
也
。
凡
諸
家
の
内
者
 
 

な
ど
は
然
ペ
か
ら
ず
。
鞍
は
紋
は
か
り
が
ね
に
て
よ
し
。
野
ぐ
つ
・
し
 
 

ほ
手
は
、
赤
銅
に
紋
は
毛
ぼ
り
・
な
～
こ
至
極
な
り
。
但
若
者
は
焼
付
 
 

も
よ
し
。
い
か
に
も
底
さ
ば
や
か
に
手
ぎ
は
を
よ
く
執
し
た
る
も
の
が
 
 

よ
く
見
ゆ
る
也
。
御
出
仕
な
ど
の
時
は
、
諸
家
に
馬
ど
も
を
引
立
々
々
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置
に
、
鞍
覆
を
も
押
の
け
て
見
物
す
る
な
り
。
た
し
な
ま
る
べ
し
と
な
 
 

り
ノ
。
 
 
 

野
靴
・
四
方
手
の
材
料
に
は
赤
銅
が
用
い
ら
れ
、
紋
は
毛
彫
・
魚
子
と
い
っ
 
 

た
彫
金
技
術
で
刻
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
若
者
の
間
で
は
焼
付
で
紋
を
表
し
 
 

た
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
『
土
岐
家
聞
書
』
 
の
記
事
よ
り
わ
か
る
。
ま
 
 

た
こ
れ
ら
野
靴
、
四
方
手
の
加
工
が
当
時
の
武
士
た
ち
に
と
っ
て
ひ
じ
ょ
う
な
 
 

関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
諸
家
に
馬
ど
も
を
引
立
々
々
置
に
、
鞍
覆
を
も
 
 

押
の
け
て
見
物
す
る
な
り
」
と
い
っ
た
『
土
岐
家
聞
書
』
の
記
述
か
ら
も
う
か
 
 

が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
四
方
手
に
紋
を
つ
け
る
風
習
が
、
室
町
時
代
に
は
武
 
 

家
社
会
の
間
に
侵
透
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
家
中
竹
馬
記
』
『
土
佐
家
聞
書
』
の
 
 

記
事
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
風
習
を
ど
の
時
代
に
ま
で
さ
か
 
 

の
ぽ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
家
紋
が
武
家
 
 

社
会
に
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
錬
倉
時
代
に
は
こ
の
よ
う
な
風
習
が
 
 

注
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生
、
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
南
北
朝
時
代
に
は
、
広
範
 
 

囲
に
わ
た
る
家
紋
の
普
及
と
と
も
に
、
四
方
手
に
も
家
紋
を
つ
け
る
と
い
う
風
 
 

習
が
武
家
社
会
に
定
着
し
て
い
た
と
み
て
、
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
も
の
と
考
え
 
 

ら
れ
る
。
 
 
 

騎
馬
武
者
像
で
は
、
一
般
に
さ
き
の
神
奈
川
県
立
博
物
館
蔵
の
模
本
足
利
尊
 
 

氏
像
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
武
者
の
出
自
を
示
す
た
め
、
家
紋
を
そ
の
装
束
等
 
 

に
つ
け
て
描
く
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
足
利
義
尚
像
（
愛
知
・
地
蔵
院
蔵
）
 
 

が
鉛
直
垂
に
足
利
家
の
家
紋
で
あ
る
五
七
の
桐
を
描
き
、
ま
た
熊
手
に
同
じ
く
 
 

足
利
家
の
家
紋
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
二
引
両
の
紋
を
措
い
て
い
る
の
な
ど
 
 

は
そ
の
典
型
的
な
例
と
い
え
る
。
騎
馬
武
者
像
に
あ
っ
て
は
、
家
紋
を
衣
装
等
 
 

に
措
く
こ
と
ば
、
そ
の
武
者
の
出
目
を
示
す
た
め
の
い
わ
ば
常
套
手
段
で
あ
っ
 
 

た
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
太
刀
の
柄
に
紋
を
つ
け
る
こ
と
は
、
現
存
の
も
の
で
は
古
く
は
鎌
倉
時
 
 

代
に
北
条
氏
が
三
島
神
社
に
奉
納
し
た
「
兵
庫
鎖
太
刀
」
 
（
国
宝
、
東
京
国
立
博
 
 

物
館
蔵
）
に
、
北
条
氏
の
家
紋
で
あ
る
三
ツ
鱗
紋
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
前
代
 
 

よ
り
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
ほ
か
、
南
北
朝
時
代
の
も
の
で
は
 
 

至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
の
奉
納
墨
書
銘
の
あ
る
春
日
神
社
の
打
刀
（
国
宝
）
に
奉
 
 

か
た
は
み
 
納
看
で
あ
る
葉
室
家
の
家
紋
と
お
ぽ
し
き
酢
柴
草
の
紋
が
や
は
り
柄
の
部
分
に
 
 

注
2
1
 
 

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
現
存
の
事
例
か
ら
み
て
、
守
屋
家
本
に
み
え
る
太
 
 

刀
の
柄
の
紋
が
、
家
紋
で
あ
る
可
能
は
極
め
て
高
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 
 

ヽ
J
 
O
 
 

′
∨
 
 
 

そ
れ
で
は
こ
の
四
方
手
の
金
具
の
紋
が
、
家
紋
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
守
屋
 
 

家
本
の
像
主
が
つ
け
た
輪
違
の
家
紋
は
何
家
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
 
 

う
か
。
 
 
 

南
北
朝
、
室
町
時
代
の
武
家
の
家
紋
を
知
る
上
に
お
い
て
ま
ず
参
考
と
し
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
家
紋
の
故
実
書
に
『
見
聞
諸
家
紋
』
が
あ
る
。
こ
の
『
見
聞
諸
家
 
 

紋
』
は
時
代
は
少
し
下
る
が
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
か
ら
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
 
 

頃
に
当
時
幕
府
の
政
所
執
事
代
で
あ
っ
た
蟻
川
親
元
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
と
 
 

推
定
さ
れ
て
い
る
故
実
書
で
、
そ
こ
に
は
幕
府
魔
下
の
武
家
を
中
心
に
三
一
〇
 
 

注
㌶
 
 

家
の
家
紋
図
形
二
六
一
が
集
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
六
一
の
家
紋
図
形
の
 
 

う
ち
か
ら
輪
逮
を
家
紋
と
し
て
い
た
家
を
探
す
る
と
、
塩
冶
（
挿
図
2
）
・
彦
 
 

せ
の
お
 
 

部
（
挿
図
3
）
・
高
（
挿
図
4
）
・
増
位
・
妹
尾
の
五
家
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
こ
 
 

れ
ら
五
家
の
家
紋
は
、
図
形
に
多
少
の
違
い
が
あ
る
も
の
も
、
す
べ
て
花
輪
違
 
 

紋
と
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
ら
五
家
の
家
紋
は
、
『
見
聞
諸
家
絞
』
が
成
 
 

立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
応
仁
元
年
か
ら
文
明
二
年
頃
の
家
紋
を
示
す
も
の
 
 

で
あ
り
、
こ
れ
が
南
北
朝
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
ら
せ
う
る
も
の
か
否
か
ば
、
 
 

改
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
ば
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ま
ず
こ
の
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五
家
に
絞
っ
て
守
屋
家
本
の
像
主
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
五
家
の
う
 
 

ち
増
位
・
妹
尾
の
両
家
は
南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
動
向
は
 
 

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
残
り
の
塩
冶
・
彦
部
・
高
の
三
家
は
す
べ
て
 
 

注
お
 
 

奉
公
衆
の
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
さ
き
に
み
た
朝
倉
家
本
が
や
は
 
 

り
奉
公
衆
の
家
で
あ
っ
た
朝
倉
家
に
伝
来
し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
三
家
の
 
 

祖
先
の
な
か
に
守
屋
家
本
騎
馬
武
者
像
の
像
主
が
い
る
可
能
性
は
、
極
め
て
高
 
 

い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

で
は
、
こ
の
三
家
の
祖
先
の
な
か
に
、
先
に
推
理
し
た
よ
う
な
経
歴
を
も
つ
 
 

人
物
は
は
た
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
来
歴
が
史
料
に
よ
っ
て
確
 
 

め
ら
れ
る
人
物
に
限
っ
て
い
え
ば
、
候
補
者
は
二
人
い
る
。
一
人
は
塩
冶
高
貞
 
 

で
あ
り
今
一
人
は
高
師
直
で
あ
る
。
 
 
 

塩
冶
高
貞
は
近
江
の
佐
々
木
氏
の
流
れ
を
組
ん
だ
出
雲
国
の
土
豪
で
あ
り
、
 
 

元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
後
醍
醐
天
皇
の
挙
兵
に
参
加
、
の
ち
に
は
足
利
尊
氏
 
 

の
下
で
出
雲
守
護
に
ま
で
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
最
後
は
よ
 
 

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
高
師
直
の
蔑
言
に
あ
っ
て
、
大
軍
に
か
こ
ま
れ
領
国
 
 

の
出
雲
で
自
刃
し
て
果
て
る
と
い
う
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ
た
。
『
太
平
記
』
に
よ
 
 

ナ
ツ
 
 

シ
ヤ
ウ
 
 

れ
ば
、
暦
応
四
年
（
〓
ニ
四
一
）
四
月
、
高
貞
は
「
七
生
迄
師
直
ガ
敵
卜
成
テ
、
 
 

オ
モ
ヒ
シ
ラ
 
 

思
知
セ
ン
ズ
ル
物
ヲ
」
と
い
う
怒
り
の
言
葉
を
残
し
、
馬
の
上
で
腹
を
切
っ
て
 
 

注
2
4
 
 

死
ん
だ
と
い
う
。
 
 

要
田
常
永
ん
藤
阜
也
 
 

鴎
A
治
 
 

塩治家家紋  

感   
彦客   

年   

挿図3 彦部家家紋  

一
方
、
高
師
直
の
最
後
も
、
こ
の
塩
冶
高
貞
の
末
期
に
ま
さ
る
と
も
お
と
ら
 
 

ぬ
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
高
師
直
は
観
応
の
擾
乱
と
呼
ば
れ
る
足
 
 

利
尊
氏
・
同
直
義
兄
弟
の
攻
争
の
火
中
に
あ
っ
て
、
常
に
尊
氏
に
従
い
奮
戦
し
 
 

な
が
ら
、
観
応
二
年
（
〓
二
五
一
）
二
月
十
七
日
の
摂
津
の
打
出
浜
で
の
合
戦
に
 
 

敗
れ
る
や
、
尊
氏
・
直
義
兄
弟
の
間
で
講
和
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、
直
義
党
 
 

注
2
5
 
 

の
上
杉
能
憲
に
よ
っ
て
一
族
も
ろ
と
も
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

高
家
の
家
紋
と
塩
冶
家
の
家
紋
が
、
同
じ
輸
違
と
い
う
の
も
、
何
か
因
縁
め
い
 
 

て
い
て
お
も
し
ろ
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
悲
惨
な
末
期
を
迎
え
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
塩
冶
高
貞
も
高
師
直
も
か
の
騎
馬
像
の
像
主
 
 

た
り
う
る
資
格
を
充
分
す
ぎ
る
ほ
ど
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

し
か
し
、
よ
り
厳
密
に
こ
の
二
人
の
最
期
の
有
様
を
迫
っ
て
い
く
と
、
候
補
者
 
 

は
な
ん
と
か
一
人
に
絞
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
そ
の
自
殺
・
殺
害
に
至
る
ま
で
の
過
程
で
あ
る
が
、
塩
冶
高
貞
が
領
国
 
 

に
逃
げ
帰
り
一
戦
の
上
で
討
死
し
て
果
て
ん
と
し
な
が
ら
、
圧
倒
的
な
散
の
前
 
 

に
実
際
に
は
戦
わ
ず
し
て
自
殺
し
た
の
に
対
し
、
高
師
直
の
方
は
、
摂
津
の
打
 
 

出
浜
で
奮
戦
し
自
ら
も
負
傷
し
、
そ
の
上
で
上
杉
能
窟
の
手
に
か
か
り
殺
さ
れ
 
 

て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
奮
戦
の
上
で
力
尽
き
た
姿
を
措
く
か
の
騎
馬
 
 

武
者
像
の
像
主
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
高
師
直
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
 
 

注
2
6
 
 

る
。
ま
た
さ
ら
に
高
師
直
は
股
に
矢
傷
を
う
け
て
い
た
と
い
い
、
打
出
浜
で
の
 
 
 

エ
各
 
 
 

せ
呵
 
 

紋
 
 

家
 
 

家
 
 

高
 
 
 

4
 
 

図
 
 

挿
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敗
戦
後
は
尊
氏
と
直
義
の
間
で
和
義
が
進
展
す
る
に
と
も
な
い
、
弟
師
泰
ら
と
 
 

注
2
7
 
 

と
も
に
出
家
し
、
直
義
に
恭
順
の
意
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
と
も
伝
え
、
こ
れ
 
 

ら
の
点
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
二
人
の
う
ち
で
は
高
師
直
の
万
が
守
屋
家
本
の
 
 

像
主
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

ま
た
塩
冶
高
貞
が
自
殺
し
た
暦
応
四
年
（
〓
二
四
一
）
に
は
、
足
利
義
詮
は
い
 
 

ま
だ
十
二
歳
で
あ
り
、
む
ろ
ん
政
務
に
は
た
ず
さ
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
死
に
 
 

も
無
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
高
師
直
が
殺
さ
れ
た
観
応
二
年
（
二
二
五
 
 

一
）
に
は
、
義
詮
は
す
で
に
将
軍
職
に
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
師
直
の
死
に
 
 

も
父
尊
氏
と
と
も
に
深
く
関
与
し
て
お
り
、
図
上
に
証
判
を
据
え
る
理
由
は
充
 
 

分
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
 
 
 

四
方
手
の
紋
を
手
懸
に
、
守
屋
家
本
の
騎
馬
武
者
像
の
像
主
を
さ
ぐ
っ
て
 
 

き
た
結
果
、
高
師
直
の
名
が
そ
の
有
力
な
候
補
と
し
て
浮
び
あ
が
っ
て
き
た
。
 
 

高
師
直
が
、
輪
違
紋
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
太
平
記
』
巻
二
十
六
に
「
大
 
 

オ
ク
レ
 

ハ
ク
モ
ト
ワ
チ
ガ
ヒ
 
 

将
武
蔵
守
師
直
ハ
、
二
十
余
町
引
殿
テ
、
将
軍
ノ
御
旗
下
二
輪
逮
ノ
旗
打
立
テ
 
 

…
…
」
と
い
っ
た
記
述
が
み
え
る
ほ
か
、
『
参
考
太
平
記
』
 
巻
二
十
六
に
も
 
 

「
鐘
ヲ
見
ル
ニ
輪
達
ヲ
金
物
ニ
ホ
リ
透
シ
タ
リ
、
サ
テ
ハ
仔
細
ナ
キ
武
蔵
守
（
師
 
 

置
）
 
ヲ
討
テ
ケ
リ
」
と
み
え
て
お
り
、
軍
記
物
に
よ
る
限
り
ま
ち
が
い
な
い
。
 
 

ま
た
高
家
が
輪
違
の
紋
を
師
直
以
後
も
家
紋
と
し
て
用
い
た
こ
と
は
、
『
明
徳
 
 

三
年
相
国
寺
塔
供
養
記
』
に
土
佐
守
高
師
英
の
服
装
を
「
黒
糸
白
金
物
、
紅
ノ
 
 

直
垂
、
文
輪
違
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。
『
見
聞
諸
家
紋
』
 
 

に
み
え
る
高
家
の
家
紋
と
し
て
の
輪
違
紋
は
確
実
に
南
北
朝
時
代
の
高
師
直
の
 
 

代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
、
高
師
直
が
四
方
手
に
輪
 
 

違
紋
を
つ
け
て
い
て
も
、
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
激
 
 

戟
の
後
に
足
部
に
負
傷
し
、
出
家
し
て
絵
髪
姿
と
な
っ
た
敗
戦
の
将
で
、
か
つ
 
 

ま
た
家
紋
に
輪
達
紋
を
使
用
す
る
人
物
と
い
っ
た
条
件
を
、
高
師
直
は
こ
と
ご
 
 

と
く
み
た
し
て
く
れ
る
わ
け
で
、
か
の
像
主
の
も
つ
個
々
の
特
色
は
、
す
べ
て
 
 

高
師
直
を
像
主
と
す
る
こ
と
で
説
明
が
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
高
師
 
 

直
は
尊
氏
の
執
事
で
あ
る
と
と
も
に
、
将
軍
の
直
轄
軍
団
長
た
る
地
位
に
あ
 
 

り
、
足
利
将
軍
家
と
の
結
び
つ
き
は
、
他
の
い
か
な
る
武
将
に
も
ま
し
て
強
か
 
 

っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
点
か
ら
も
か
の
像
主
が
必
要
と
す
る
条
 
 

件
を
高
師
直
は
み
た
し
て
く
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
私
は
守
屋
家
本
の
騎
 
 

馬
武
者
像
の
像
主
は
、
高
師
直
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
た
い
。
ま
た
、
よ
り
具
 
 

体
的
に
は
、
こ
の
高
師
直
像
は
、
そ
の
足
の
負
傷
な
ど
か
ら
し
て
、
観
応
二
年
 
 

二
月
の
打
出
浜
で
の
敗
戦
直
後
の
師
直
の
姿
を
描
い
た
も
の
と
考
え
た
い
。
 
 
 

像
主
を
高
師
直
と
す
る
こ
と
で
、
守
屋
家
本
の
騎
馬
武
者
像
に
措
か
れ
た
個
 
 

別
的
な
特
徴
は
、
す
べ
て
説
明
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
次
に
必
 
 

要
な
の
は
、
こ
の
像
が
総
体
と
し
て
も
つ
特
徴
の
解
明
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
 
 

は
、
高
師
直
の
戦
功
を
賞
し
そ
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
製
作
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
 
 

騎
馬
像
が
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
負
け
い
く
さ
の
姿
で
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
疑
問
の
解
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
像
主
が
高
師
直
で
 
 

あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
も
っ
と
も
本
質
的
な
部
分
で
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
 
 

ら
れ
、
高
師
直
の
死
に
至
る
過
程
と
、
そ
れ
以
後
の
足
利
尊
氏
、
義
詮
父
子
の
 
 

心
情
を
探
り
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
最
後
に
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
 
 

、
J
 
O
 
 

L
V
 
 

観
応
の
擾
乱
に
お
い
て
、
高
師
直
が
果
た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
 
 

い
ま
さ
ら
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
尊
氏
・
義
詮
父
子
に
と
っ
て
、
師
直
が
い
 
 

か
に
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
か
を
改
め
て
考
え
る
た
め
に
、
簡
単
に
擾
乱
の
経
 
 

五
 
足
利
義
詮
と
高
師
直
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過
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
 
 
 

そ
も
そ
も
の
事
件
の
発
端
は
、
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
閏
六
月
、
足
利
直
義
 
 

が
足
利
尊
氏
に
迫
っ
て
師
直
の
執
事
職
を
罷
免
さ
せ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
 
 

に
対
し
同
年
八
月
、
師
直
は
兵
を
挙
げ
直
義
を
討
た
ん
と
し
た
が
、
尊
氏
の
調
 
 

停
で
両
者
は
和
解
す
る
。
こ
の
擾
乱
頭
初
の
事
態
の
推
移
だ
け
を
限
っ
て
み
れ
 
 

ば
、
こ
の
擾
乱
は
あ
た
か
も
値
我
と
師
直
の
対
立
・
抗
争
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
 
 

に
み
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
後
の
経
過
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
 
 

こ
の
擾
乱
の
原
因
が
、
幕
府
政
治
の
二
頭
制
－
尊
氏
の
主
従
制
を
基
礎
と
す
る
 
 

支
配
権
と
直
義
の
統
治
権
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
支
配
権
－
の
矛
盾
に
あ
っ
た
 
 

こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
師
直
は
い
わ
ば
尊
氏
の
政
治
的
分
身
と
し
て
直
義
 
 

と
相
対
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
貞
和
五
年
八
月
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
師
直
は
執
 
 

事
職
に
返
り
咲
く
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
直
義
が
保
持
し
て
い
た
幕
府
統
轄
者
 
 

と
し
て
の
地
位
は
、
尊
氏
の
嫡
子
義
詮
に
移
っ
た
。
直
義
に
は
義
詮
を
補
佐
す
 
 

る
と
い
う
権
限
が
残
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
義
詮
が
鎌
倉
よ
り
上
洛
し
政
 
 

権
の
座
に
つ
く
と
と
も
に
、
こ
の
約
束
は
反
古
と
な
り
、
失
意
の
う
ち
に
直
義
 
 

は
出
家
す
る
。
貞
和
五
年
八
月
の
師
直
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
、
尊
氏
・
義
詮
父
子
 
 

に
政
権
奪
還
の
機
会
を
与
え
た
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
あ
き
ら
か
で
あ
っ
た
。
 
 
 

翌
観
応
元
年
（
〓
l
云
○
）
十
月
、
中
国
・
北
九
州
で
直
義
に
味
方
す
る
武
士
 
 

が
蜂
起
、
直
義
も
京
都
を
の
が
れ
大
和
に
走
り
、
直
義
方
の
反
撃
が
開
始
さ
れ
 
 

た
。
事
態
を
重
く
み
た
尊
氏
は
、
京
都
に
義
詮
を
残
し
西
征
に
出
発
し
た
が
、
 
 

直
義
党
の
勢
い
は
予
想
を
は
る
か
に
う
わ
ま
わ
り
、
観
応
二
年
正
月
に
は
京
都
 
 

を
確
保
す
る
た
め
に
西
征
を
中
止
す
る
の
や
む
な
き
に
た
ち
至
っ
て
い
る
。
 
 

さ
ら
に
こ
の
の
ち
尊
氏
は
京
都
を
め
ぐ
る
直
義
発
と
の
戦
い
で
敗
北
し
、
師
直
 
 

ら
と
と
も
に
播
磨
に
ま
で
退
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
二
月
十
七
日
の
摂
津
 
 

の
打
出
浜
で
の
戦
い
は
、
こ
の
よ
う
な
敗
戦
続
き
の
尊
氏
軍
が
起
死
回
生
を
堵
 
 

け
た
最
後
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
戦
い
は
十
七
日
・
十
八
日
の
両
日
に
わ
た
り
、
 
 

注
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「
希
代
大
合
戦
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
激
戦
が
打
出
浜
で
展
開
さ
れ
た
。
周
知
の
 
 

よ
う
に
戦
い
は
直
義
党
の
勝
利
に
終
っ
た
。
尊
氏
は
師
直
ら
と
と
も
に
一
旦
は
 
 

自
刃
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
と
い
う
。
し
か
し
小
姓
の
饗
場
命
鶴
丸
の
奔
走
に
 
 

よ
っ
て
直
義
と
の
間
に
和
義
が
成
立
す
る
や
事
態
は
一
転
し
た
。
尊
氏
は
師
直
 
 

・
師
泰
兄
弟
を
出
家
さ
せ
助
命
す
る
と
い
う
条
件
で
直
義
と
和
義
を
結
び
、
京
 
 

都
に
戻
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
和
義
の
条
件
と
し
て
、
尊
氏
は
師
直
・
 
 

師
泰
兄
弟
の
助
命
を
強
調
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
師
直
・
師
泰
も
出
家
に
よ
り
恭
傾
 
 

注
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の
意
を
示
せ
ば
、
命
だ
け
は
助
け
て
も
ら
え
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

注
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師
直
・
師
泰
の
み
な
ら
ず
、
「
一
族
井
家
人
手
勢
等
石
廿
四
人
」
が
出
家
し
た
 
 

の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
尊
氏
・
直
義
の
間
で
密
約
は
あ
っ
た
に
し
て
も
 
 

師
直
・
師
泰
兄
弟
は
最
後
ま
で
そ
れ
に
気
付
く
こ
と
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
 
 
 

ヽ
J
 
O
 
 

′
∨
 
 
 

二
月
二
十
六
日
、
兵
を
率
い
て
兵
庫
を
出
発
し
た
尊
氏
に
遠
く
離
れ
従
っ
た
 
 

師
直
を
始
め
と
す
る
高
一
族
が
、
武
庫
川
辺
に
さ
し
か
か
っ
た
時
、
ま
ち
か
ま
 
 

え
て
い
た
上
杉
能
窟
の
軍
勢
が
か
の
一
行
に
襲
い
か
か
っ
た
。
上
杉
勢
は
高
一
 
 

族
を
惨
殺
、
高
一
族
の
主
だ
っ
た
人
々
は
、
こ
こ
で
討
死
す
る
。
前
後
の
事
情
 
 

か
ら
み
て
、
尊
氏
が
高
一
族
の
惨
殺
を
あ
ら
か
じ
め
承
知
し
て
い
た
こ
と
に
ま
 
 

ず
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
彼
は
和
義
の
条
件
と
し
て
表
向
き
は
師
直
・
師
泰
兄
 
 

弟
の
助
命
を
強
調
し
な
が
ら
、
裏
で
は
暗
黙
の
う
ち
に
か
の
兄
弟
を
始
め
と
す
 
 

る
高
一
族
の
惨
殺
も
や
む
な
し
と
認
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
で
な
け
れ
 
 

ば
、
戦
い
に
勝
っ
た
直
義
が
な
ん
ら
え
る
と
こ
ろ
も
な
い
和
義
を
無
条
件
に
結
 
 

注
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ぶ
は
ず
が
な
か
っ
た
。
 
 
 

京
都
に
戻
っ
た
尊
氏
は
、
こ
の
の
ち
勢
い
を
も
り
か
え
し
、
観
応
二
年
七
月
 
 

末
に
な
る
と
直
義
は
京
都
を
出
奔
し
、
ふ
た
た
び
尊
氏
・
直
義
の
間
で
戦
端
が
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切
っ
て
お
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
直
義
討
伐
に
手
を
焼
い
た
尊
氏
は
、
南
朝
 
 

と
和
義
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
応
三
年
正
月
、
関
東
に
ま
で
下
っ
て
い
た
 
 

直
義
を
く
だ
す
こ
と
に
よ
う
や
く
成
功
。
降
人
と
な
っ
て
尊
氏
の
軍
門
に
下
っ
 
 

た
直
義
が
鎌
倉
で
急
死
し
た
の
は
そ
れ
か
ら
一
ケ
月
後
の
二
月
二
十
六
日
の
こ
 
 

注
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と
で
あ
っ
た
。
う
わ
さ
に
よ
れ
ば
鴻
毒
に
よ
り
殺
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
事
実
 
 

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
奇
し
く
も
師
壇
を
始
め
と
す
る
高
一
族
が
惨
殺
さ
れ
た
 
 

の
が
、
一
年
前
の
ち
ょ
う
ど
こ
の
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
尊
氏
が
直
義
 
 

の
殺
害
に
、
高
一
族
の
一
周
忌
の
命
日
を
選
ん
だ
こ
と
ば
、
明
ら
か
で
あ
ろ
 
 

う
。
そ
こ
に
は
尊
氏
の
師
直
を
は
じ
め
と
す
る
高
一
族
に
対
す
る
臍
罪
の
念
が
 
 

読
み
と
れ
る
。
自
分
の
分
身
と
も
い
え
る
股
肱
の
臣
を
犠
牲
に
し
た
こ
と
に
対
 
 

す
る
尊
氏
の
自
黄
の
念
と
い
っ
て
も
よ
い
。
尊
氏
は
二
月
l
一
十
六
日
と
い
う
高
 
 

一
族
の
命
日
に
直
義
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
良
心
の
噂
貴
か
ら
い
く
ら
 
 

か
で
も
の
が
れ
よ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
尊
氏
の
師
直
を
始
め
と
す
る
高
 
 

一
族
に
対
す
る
屈
折
し
た
心
情
は
、
何
よ
り
も
よ
く
こ
の
直
義
殺
害
の
日
に
表
 
 

わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
こ
の
父
尊
氏
の
心
情
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
子
義
詮
の
心
情
 
 

で
も
あ
っ
た
。
尊
氏
が
師
直
と
と
も
に
摂
津
で
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
る
時
、
 
 

義
詮
が
丹
波
の
逃
亡
先
に
あ
っ
て
、
つ
い
に
動
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
 
 

そ
の
師
直
を
始
め
と
す
る
高
一
族
へ
の
自
責
の
念
は
、
尊
氏
よ
り
以
上
の
も
の
 
 

が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
観
応
の
擾
乱
は
、
尊
氏
・
義
詮
父
子
に
師
直
を
 
 

始
め
と
す
る
高
一
族
へ
の
暗
い
自
責
の
念
を
残
し
て
終
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

以
上
、
観
応
の
擾
乱
の
経
過
を
簡
単
に
み
て
き
た
が
、
足
利
尊
氏
と
高
師
直
 
 

と
の
関
係
に
限
っ
て
い
え
ば
、
尊
氏
は
師
直
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
 
 

じ
め
て
窮
地
を
切
り
ぬ
け
、
直
義
打
倒
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
尊
 
 

氏
は
師
直
個
人
の
み
な
ら
ず
、
高
一
族
の
犠
牲
の
上
に
た
っ
て
、
よ
う
や
く
直
 
 

義
打
倒
に
こ
ぎ
つ
け
た
と
も
い
え
る
。
尊
氏
の
師
直
お
よ
び
高
一
族
に
対
す
る
 
 

心
情
に
は
、
余
人
の
計
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
 
 
 

観
応
二
年
二
月
二
十
六
日
の
上
杉
能
窟
軍
の
虐
殺
に
よ
っ
て
、
お
も
だ
っ
た
 
 

高
家
の
人
々
は
す
べ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
師
直
・
師
泰
兄
弟
の
ほ
か
、
師
 
 

直
の
子
師
夏
、
師
泰
の
子
師
世
、
そ
れ
に
一
族
の
師
景
、
師
兼
と
い
っ
た
高
一
 
 

族
に
加
え
、
こ
れ
に
従
っ
て
い
た
彦
部
、
梶
原
、
鹿
目
と
い
っ
た
武
将
を
含
め
、
 
 

十
四
人
も
の
人
々
が
ほ
と
ん
ど
無
抵
抗
の
ま
ま
殺
害
さ
れ
た
と
記
録
は
伝
え
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る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
尊
氏
と
直
義
の
再
度
の
決
裂
に
よ
っ
て
、
復
権
を
認
 
 

め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
事
実
、
文
相
二
年
（
；
云
三
）
、
足
利
義
詮
が
南
朝
 
 

軍
に
よ
り
京
都
よ
り
追
い
出
さ
れ
た
時
に
は
、
師
直
の
子
師
詮
な
る
も
の
が
、
 
 

注
視
 
 

西
山
に
陣
を
と
っ
て
南
朝
軍
と
戦
い
自
害
し
果
て
て
い
る
。
ま
た
こ
の
の
ち
も
 
 

（
階
）
 
 

高
家
の
本
姓
で
あ
る
高
階
姓
を
名
乗
る
も
の
は
、
義
詮
の
治
世
下
に
は
高
梨
能
 
 

注
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萱
守
、
ま
た
義
満
の
治
世
下
に
は
高
階
満
秋
・
高
階
民
業
・
高
階
師
英
な
ど
が
 
 

注
3
6
 
 

み
え
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
と
商
家
と
の
関
係
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
 
 

れ
に
し
て
も
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
た
『
永
事
以
来
御
者
帳
』
『
文
安
年
中
御
番
 
 

帳
』
と
い
っ
た
奉
公
衆
の
名
簿
に
高
姓
を
名
乗
る
も
の
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
 
 

ら
す
れ
ば
、
高
家
は
師
直
等
の
死
後
ま
も
な
く
再
興
さ
れ
、
奉
公
衆
の
な
か
に
 
 

組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

さ
て
そ
れ
で
は
こ
の
高
一
族
の
虐
殺
・
再
興
と
守
屋
家
本
の
高
師
直
像
の
鬼
 
 

気
迫
ま
る
姿
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
。
高
師
直
像
の
成
立
を
、
上
述
し
た
よ
う
な
高
一
族
の
悲
劇
を
念
頭
に
お
い
 
 

た
う
え
で
今
一
度
考
え
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
 
 
 

高
師
直
像
の
成
立
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
そ
の
図
上
に
す
え
ら
れ
た
義
詮
 
 

の
花
押
の
形
か
ら
、
義
詮
の
晩
年
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
荻
 
 

牲
3
7
 
 

野
氏
の
鋭
い
指
摘
が
あ
る
。
荻
野
氏
の
こ
の
指
摘
は
高
師
直
像
の
製
作
時
期
を
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知
る
上
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
製
作
の
動
機
を
探
る
上
で
 
 

も
貴
重
な
手
懸
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
義
詮
は
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
十
二
 
 

月
七
日
に
没
す
る
が
、
は
や
く
同
年
の
十
月
の
初
め
頃
よ
り
病
の
床
に
就
い
 
 

注
お
 
 

て
お
り
、
病
を
得
て
の
ち
こ
の
画
像
を
作
ら
せ
た
可
能
性
は
充
分
に
あ
り
、
も
 
 

注
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し
義
詮
が
病
に
倒
れ
て
の
ち
こ
の
画
像
を
製
作
さ
せ
、
こ
れ
に
証
判
を
与
え
た
 
 

と
す
れ
ば
、
本
図
は
義
詮
の
病
と
深
い
関
り
合
い
を
も
っ
て
い
た
こ
と
と
な
る
 
 

か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
義
詮
の
病
の
治
療
に
つ
い
て
『
門
葉
記
』
巻
三
十
七
「
冥
道
供
」
は
次
 
 

の
よ
う
に
記
す
。
 
 

抑
此
所
労
脚
趣
減
之
由
、
方
々
有
其
説
、
尤
珍
重
、
而
有
医
僧
一
人
、
諸
 
 

大
名
憤
之
、
病
者
独
信
仰
、
典
薬
以
下
本
道
輩
、
錐
有
評
定
、
療
治
子
細
 
 

只
以
此
生
阿
可
被
療
之
由
本
人
仰
之
、
仇
不
及
力
、
任
此
命
云
々
、
（
中
略
）
 
 

此
間
所
労
吉
凶
浮
説
紛
乱
、
方
々
才
学
参
差
、
可
謂
或
信
不
信
、
生
阿
一
 
 

人
療
治
、
曾
他
医
不
及
口
入
云
々
、
此
法
師
為
吉
侍
者
門
弟
、
為
外
法
器
 
 

注
亜
 
 

義
詮
が
生
阿
（
昌
阿
）
 
な
る
医
個
一
人
だ
け
を
信
じ
て
、
自
ら
の
治
療
に
は
 
 

他
の
医
者
の
口
入
を
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
生
阿
な
る
 
 

者
に
つ
い
て
は
吉
侍
者
の
門
弟
で
あ
っ
た
と
『
門
葉
記
』
は
伝
え
る
。
 
 
 

吉
侍
者
と
は
、
足
利
直
義
に
重
用
さ
れ
た
妙
吉
侍
者
を
い
い
、
『
太
平
記
』
で
 
 

は
こ
の
妙
吉
侍
者
が
、
師
直
に
対
す
る
上
杉
重
能
ら
の
譲
吉
を
直
義
に
吹
き
込
 
 

み
、
直
義
と
師
直
が
互
い
に
に
く
み
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
 
 

る
。
ま
た
妙
音
侍
者
は
、
仁
和
寺
の
志
〓
居
か
ら
「
外
法
」
を
学
び
、
直
義
の
 
 

下
で
権
勢
を
振
っ
て
い
た
が
、
師
直
・
師
泰
兄
弟
の
み
が
そ
の
威
に
従
わ
な
か
 
 

注
4
1
 
 

っ
た
た
め
、
直
義
に
親
し
た
も
の
と
も
『
太
平
記
』
は
伝
え
る
。
な
お
妙
吉
侍
 
 

者
に
「
外
法
」
を
教
え
た
志
一
房
は
、
細
川
清
氏
に
頼
ま
れ
て
義
詮
の
病
死
を
祈
 
 

注
彪
 
 

っ
た
と
さ
れ
る
僧
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
妙
吉
侍
者
・
志
〓
居
は
い
ず
れ
も
「
外
法
」
 
 

と
い
わ
れ
る
一
種
の
妖
術
を
行
な
っ
た
僧
た
ち
で
あ
る
が
、
義
詮
は
こ
れ
ら
志
 
 

一
房
・
妙
音
侍
者
の
法
を
嗣
い
だ
生
阿
を
の
み
信
頼
し
治
療
を
行
な
わ
せ
た
と
 
 

注
4
3
 
 

い
う
の
で
あ
る
。
義
詮
が
自
ら
の
病
の
原
因
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
 
 

う
か
が
う
大
き
な
手
懸
が
こ
こ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
 
 

ば
、
義
詮
は
自
ら
の
病
の
原
因
を
、
霊
界
の
何
か
不
思
議
な
力
に
あ
る
と
信
 
 

じ
、
そ
の
治
療
に
は
「
外
法
」
を
学
ん
だ
偶
の
祈
り
が
必
要
と
考
え
て
い
た
と
 
 

推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
不
可
思
議
な
力
が
何
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
守
屋
家
 
 

本
の
高
師
直
像
の
上
に
著
さ
れ
た
花
押
が
義
詮
の
最
晩
年
の
も
の
と
す
れ
ば
、
 
 

高
師
直
に
代
表
さ
れ
る
高
一
族
の
怨
霊
が
そ
れ
で
あ
っ
た
と
推
理
す
る
こ
と
も
 
 

不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
も
し
義
詮
が
生
阿
を
も
っ
て
何
と
か
追
い
払
 
 

お
う
と
し
て
い
た
の
が
、
か
つ
て
父
尊
氏
と
と
も
に
義
詮
が
見
殺
し
に
し
た
師
 
 

直
を
始
め
と
す
る
高
一
族
の
怨
霊
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
高
師
直
像
か
ら
 
 

発
散
す
る
鬼
気
迫
ま
る
異
様
な
雰
囲
気
も
容
易
に
説
明
で
き
る
。
た
て
髪
を
乱
 
 

し
た
黒
馬
に
う
ち
ま
た
が
っ
た
眼
光
鋭
い
武
者
は
、
商
師
直
本
人
で
あ
る
と
と
 
 

も
に
、
観
応
二
年
二
月
二
十
六
日
、
武
庫
川
で
虐
殺
さ
れ
た
高
一
族
の
人
々
の
 
 

怨
念
を
も
象
徴
し
て
描
か
れ
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
高
家
の
家
紋
 
 

で
あ
る
輪
違
紋
を
四
方
手
の
金
具
に
措
き
、
こ
と
さ
ら
の
よ
う
に
画
面
の
中
央
 
 

に
持
っ
て
き
た
意
匠
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
無
理
な
く
理
解
で
き
 
 

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
高
一
族
に
対
す
る
自
責
の
念
が
、
義
詮
を
し
 
 

て
、
こ
の
高
師
直
像
を
作
ら
し
め
、
か
つ
ま
た
証
判
と
し
て
の
花
押
を
そ
の
図
 
 

上
に
据
え
さ
せ
た
と
考
え
た
い
。
そ
の
際
、
義
詮
が
こ
の
高
師
直
像
を
観
応
二
 
 

年
二
月
の
打
出
浜
で
の
敗
戦
直
後
の
姿
を
も
っ
て
措
か
し
め
た
の
は
、
そ
れ
が
 
 

師
直
の
最
後
の
香
戦
の
姿
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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守
屋
家
本
の
騎
馬
武
者
像
の
像
主
に
つ
い
て
、
そ
の
作
製
動
機
に
ま
で
た
ち
 
 

い
た
り
考
え
て
き
た
が
、
論
証
不
足
の
部
分
は
数
多
く
あ
る
も
の
の
、
像
主
を
 
 

高
師
直
と
す
べ
き
こ
と
は
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
従
来
 
 

の
研
究
が
と
も
す
れ
ば
傍
証
史
料
の
み
に
頼
り
す
ぎ
、
こ
の
像
が
内
包
す
る
 
 

諸
々
の
手
懸
り
を
安
易
に
見
逃
し
て
き
た
こ
と
も
、
そ
れ
な
り
に
あ
き
ら
か
に
 
 

な
っ
た
も
の
と
思
う
。
個
別
の
論
証
に
お
い
て
不
備
な
点
が
あ
っ
た
と
し
て
 
 

も
、
本
論
で
展
開
し
た
よ
う
に
、
こ
の
像
を
考
え
る
手
懸
を
像
そ
の
も
の
の
内
 
 

に
求
め
、
か
つ
ま
た
南
北
朝
時
代
の
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
方
法
 
 

論
に
は
、
誤
り
は
な
か
っ
た
も
の
と
確
信
す
る
。
推
理
・
推
論
に
よ
る
部
分
も
 
 

少
な
く
な
く
、
大
方
の
御
叱
正
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
本
文
中
の
注
で
も
触
れ
た
通
り
、
日
本
画
家
の
山
田
紫
光
先
生
か
ら
は
 
 

貴
重
な
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
本
稿
執
筆
の
直
接
の
契
機
は
、
山
田
先
生
か
 
 

ら
の
御
指
摘
に
あ
る
。
末
尾
で
は
あ
る
が
、
記
し
て
心
か
ら
の
謝
意
を
表
す
 
 

る
。
 
 

義
詮
の
花
押
の
形
態
の
み
を
も
っ
て
し
て
、
高
師
直
像
の
製
作
年
代
を
比
定
 
 

し
、
そ
の
製
作
動
機
ま
で
を
上
述
の
よ
う
に
推
理
す
る
こ
と
ば
、
危
険
な
こ
と
 
 

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
え
て
く
り
返
せ
ば
、
こ
の
高
師
直
像
の
も
つ
一
 
 

種
独
特
の
雰
囲
気
は
、
尊
氏
、
義
詮
父
子
の
高
師
直
お
よ
び
高
一
族
に
対
す
る
 
 

自
責
の
念
を
抜
き
に
し
て
は
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
、
ま
 
 

た
義
詮
の
晩
年
の
花
押
が
証
判
と
し
て
図
上
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
 
 

あ
わ
せ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
に
推
理
す
る
余
地
は
充
分
に
存
在
す
る
も
の
と
確
 
 

信
す
る
。
 
 

む
す
び
 
 

（
注
）
 
 

1
 
 

2
 
 

3
 
 

4
 
 

5
 
 

1413  121110  6
 
 

7
 
 

『
史
学
雑
誌
』
第
三
十
一
編
第
一
号
。
 
 

『
美
術
研
究
』
六
十
七
二
ハ
十
八
号
。
 
 

『
国
華
』
第
七
十
八
号
第
九
・
十
号
。
 
 

前
掲
注
2
論
文
参
照
。
 
 

谷
信
一
氏
が
「
等
持
院
本
」
と
名
付
け
ら
れ
た
も
の
は
、
も
と
は
あ
き
ら
か
に
等
 
 

持
院
で
は
な
く
等
持
寺
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
等
持
寺
本
」
と
改
め
た
（
『
碧
 
 

山
日
録
』
寛
正
三
年
十
月
八
日
条
、
『
蔭
掠
軒
日
録
』
文
正
元
年
二
月
十
六
日
条
）
。
 
 

等
持
寺
は
応
仁
の
乱
の
兵
火
で
焼
失
し
て
の
ち
、
等
持
院
に
合
併
さ
れ
て
お
り
、
 
 

足
利
尊
氏
像
も
こ
の
時
点
で
等
持
院
に
移
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

足
利
尊
氏
像
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
二
十
一
、
 
 

八
六
四
～
八
七
一
頁
参
照
。
 
 

こ
の
『
親
元
日
記
』
に
み
え
る
「
等
持
院
殿
御
影
」
が
、
等
持
寺
本
を
指
す
こ
と
 
 

ば
、
『
碧
山
日
録
』
寛
正
元
年
十
月
八
日
条
に
等
持
寺
本
の
足
利
尊
氏
像
と
し
て
、
 
 

や
は
り
「
甲
胃
之
像
」
「
朝
衣
之
像
」
の
二
種
類
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
よ
り
わ
か
 
 

る
。
前
掲
注
2
の
谷
氏
論
文
二
七
五
頁
参
照
。
 
 

前
掲
注
3
論
文
。
 
 

狩
野
家
本
、
稲
葉
家
本
の
馬
が
白
馬
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
神
奈
川
県
立
博
物
館
蔵
 
 

の
模
本
に
よ
る
。
模
本
で
は
、
た
て
髪
・
尾
・
足
毛
の
み
に
白
色
を
施
し
て
お
り
 
 

そ
の
ほ
か
は
や
や
茶
の
か
か
っ
た
白
色
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
の
ち
に
足
利
義
 
 

政
が
描
か
せ
景
徐
周
麟
が
賛
し
た
足
利
尊
氏
の
愛
馬
の
図
（
周
麟
費
駿
馬
図
）
は
、
 
 

（
尊
氏
）
 
 

河
原
毛
も
し
く
は
栗
毛
に
描
か
れ
て
い
る
。
周
麟
の
賛
に
は
、
「
一
日
仁
山
被
二
金
 
 

甲
一
、
跨
二
銀
鞍
】
、
至
二
銅
陀
階
上
一
、
臨
二
等
持
南
門
一
、
徴
二
面
師
一
写
三
共
容
－
、
 
 

謂
二
之
甲
田
俊
一
、
其
所
レ
騎
者
此
馬
定
也
」
と
あ
り
、
等
持
寺
本
に
は
こ
の
騎
馬
 
 

に
乗
っ
た
足
利
尊
氏
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

『
蔭
涼
軒
日
録
』
 
長
事
三
年
五
月
十
二
日
条
。
前
掲
注
3
論
文
参
照
。
 
 

中
央
公
論
社
刊
『
日
本
の
歴
史
』
巻
九
「
南
北
朝
の
動
乱
」
一
二
二
～
一
二
三
頁
。
 
 

足
利
義
尚
像
（
愛
知
・
地
蔵
院
蔵
）
、
細
川
澄
元
像
（
東
京
・
永
青
文
庫
蔵
）
参
 
 

照
。
 
 

前
掲
注
3
論
文
参
照
。
 
 

文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
 
二
月
十
五
日
の
南
朝
軍
と
の
京
都
に
お
け
る
合
戦
で
は
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0
 
 

2
 
 

1
 
2
 
 

2
 
 

2
 
 

1918  1716  15  

朝
倉
正
景
な
る
者
が
東
寺
南
門
に
お
い
て
杏
戦
し
た
こ
と
が
、
『
太
平
記
』
巻
三
十
 
 

三
に
み
え
る
。
ま
た
『
日
下
部
系
図
』
（
『
続
群
書
類
従
』
第
七
輪
上
所
収
）
も
か
 
 

の
武
功
を
記
す
ほ
か
、
こ
の
後
も
し
ば
し
ば
武
功
あ
り
、
尊
氏
・
義
詮
よ
り
御
内
 
 

番
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
記
録
す
る
。
朝
倉
家
に
伝
来
し
た
足
利
義
詮
の
花
押
を
 
 

図
上
に
頂
く
騎
馬
武
者
像
の
像
主
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
正
景
か
、
そ
の
 
 

子
氏
景
が
有
力
な
候
補
者
と
な
ろ
う
。
 
 

足
利
尊
氏
・
義
詮
は
、
し
ば
し
ば
切
紙
の
御
教
書
、
御
内
書
を
発
し
て
い
る
が
、
 
 

現
在
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
武
士
宛
の
も
の
と
し
て
は
、
の
ち
の
奉
公
衆
か
、
 
 

も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
位
置
に
あ
っ
た
、
本
郷
・
朽
木
と
い
っ
た
地
方
の
国
人
が
 
 

多
い
（
『
朽
木
文
書
』
『
本
郷
文
番
』
）
。
南
北
朝
時
代
の
緊
迫
し
た
軍
事
状
況
下
で
、
 
 

尊
氏
・
義
詮
が
そ
の
政
略
碍
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
 
 

の
で
あ
ろ
う
。
特
に
義
詮
の
時
代
に
は
、
南
朝
軍
の
攻
撃
争
っ
け
、
し
ば
し
ば
京
 
 

都
を
脱
出
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
を
も
想
定
 
 

し
た
う
え
で
、
直
轄
軍
と
し
て
の
奉
公
衆
を
組
織
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
 
 

を
思
え
ば
、
こ
の
時
期
だ
け
に
画
像
に
証
判
を
加
え
る
と
い
う
、
か
つ
て
な
い
戦
 
 

功
を
認
め
る
形
式
が
存
在
し
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
も
の
と
考
え
る
。
な
お
 
 

切
紙
の
御
教
書
・
御
内
書
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。
 
 

前
掲
注
3
論
文
。
 
 

四
方
手
の
棍
に
輪
違
の
紋
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
御
教
え
下
さ
っ
た
の
は
、
日
本
 
 

画
家
の
山
田
紫
光
先
生
で
あ
る
。
輸
違
の
紋
を
手
懸
り
と
し
た
以
下
の
論
旨
は
、
 
 

先
生
の
御
指
摘
に
示
唆
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
次
 
 

第
で
あ
る
。
 
 

『
群
書
類
従
』
 
二
十
三
輯
所
収
。
 
 

『
群
讃
類
従
』
二
十
三
輯
所
収
。
な
お
『
家
中
竹
馬
記
』
『
土
岐
家
聞
古
』
は
、
内
 
 

容
的
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
土
岐
伊
豆
守
利
綱
の
著
し
た
も
の
で
 
 

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
 
（
『
群
帝
解
題
』
第
十
六
上
参
照
）
。
 
 

沼
田
頼
輔
氏
『
日
本
紋
章
学
』
（
大
正
十
五
年
刊
、
昭
和
四
十
三
年
復
刻
、
人
物
 
 

往
来
社
刊
）
参
照
。
 
 

太
刀
の
柄
の
紋
に
つ
い
て
は
、
本
館
の
主
任
研
究
官
稲
田
和
彦
氏
の
教
授
に
よ
る
 
 

と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
 
 

『
見
聞
諸
家
紋
』
に
つ
い
て
は
、
小
泉
宜
右
氏
「
見
聞
諸
家
紋
に
つ
い
て
」
 
（
『
日
 
 

7
 
 

2
 
 

8
 
 

2
 
 

9
 
 

2
 
 

3
0
 
 

3
1
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本
史
籍
論
集
』
下
巻
所
収
、
昭
和
四
十
四
年
）
、
嗣
永
芳
照
氏
晶
盛
鞘
見
 
 

聞
諸
家
紋
』
（
百
年
社
刊
復
製
本
）
解
説
、
同
氏
「
見
聞
諸
家
紋
と
羽
継
原
合
戦
 
 

記
」
（
新
人
物
往
来
社
『
日
本
紋
章
事
典
』
所
収
、
昭
和
五
十
三
年
）
参
照
。
 
 

室
町
時
代
の
奉
公
衆
の
名
持
と
も
い
う
ペ
き
『
永
寧
以
来
御
番
帳
』
『
文
安
年
中
 
 

御
番
帳
』
に
は
、
こ
の
三
家
の
者
が
み
え
て
い
る
。
な
お
彦
部
氏
は
高
氏
と
同
じ
 
 

高
階
氏
の
わ
か
れ
で
あ
り
、
両
家
が
同
じ
輸
達
の
紋
を
用
い
て
い
る
の
も
、
こ
の
 
 

た
め
で
あ
ろ
う
〔
「
高
階
系
図
」
（
『
続
群
書
鞍
従
』
第
七
輯
上
所
収
）
参
照
〕
。
 
 

『
太
平
記
』
巻
l
一
十
一
「
塩
冶
判
官
諌
死
事
」
参
照
。
 
 

『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
十
四
、
八
一
五
～
∧
三
六
頁
。
 
 

『
園
太
暦
』
観
応
二
年
二
月
二
十
日
条
に
打
出
浜
の
合
戦
後
の
状
況
を
記
し
て
、
次
 
 

の
よ
う
に
み
え
る
。
 
 
 

謁
或
者
語
云
、
十
七
日
合
戦
之
後
、
十
八
日
又
有
合
戦
、
両
方
又
多
須
命
者
又
 
 
 

師
直
股
受
矢
、
又
師
泰
内
甲
被
射
款
、
鎧
胸
流
血
、
以
外
失
力
鉢
也
云
々
。
 
 

『
園
太
暦
』
の
著
書
洞
院
公
男
が
入
手
し
て
い
た
こ
の
前
後
の
情
報
は
極
め
て
正
 
 

確
で
あ
り
、
こ
の
師
直
・
師
泰
負
傷
の
倍
額
も
充
分
に
信
頼
で
き
る
。
 
 

『
観
応
二
年
日
次
記
』
観
応
二
年
二
月
二
十
丁
二
十
三
ニ
ー
十
四
日
条
。
『
園
太
 
 

暦
』
観
応
二
年
二
月
二
十
三
日
条
。
『
太
平
記
』
巻
二
十
九
。
 
 

『
観
応
二
年
日
次
記
』
観
応
二
年
二
月
十
八
日
条
。
 
 

『
観
応
二
年
日
次
記
』
 
観
応
二
年
二
月
二
十
一
日
条
に
は
、
「
自
将
軍
三
ケ
度
被
進
 
 

御
使
云
々
、
其
旨
趣
者
、
執
事
・
越
後
守
両
人
令
出
家
了
、
此
上
者
彼
二
人
之
進
 
 

チ
鼻
∴
ワ
 
 

退
可
為
何
様
侯
哉
、
可
被
助
命
侯
者
、
召
具
彼
兄
弟
可
令
出
給
云
々
、
以
千
両
為
 
 

御
使
被
申
此
子
細
云
々
」
と
み
え
、
『
園
太
暦
』
同
年
同
月
二
十
三
日
条
に
も
「
将
 
 

〇
こ
こ
 
軍
出
雲
、
命
鶴
丸
即
朗
（
‥
鮮
衛
禅
門
返
・
咋
雫
向
、
今
是
到
著
故
、
師
寧
 
 

師
泰
出
家
可
伴
出
云
々
、
但
不
知
実
欧
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
尊
氏
が
師
直
・
師
 
 

泰
の
助
命
を
条
件
に
和
議
に
応
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 
 

『
観
応
二
年
日
次
記
』
観
応
二
年
二
月
二
十
四
日
条
。
 
 

師
直
を
始
め
と
す
る
高
一
族
を
殺
害
し
た
当
事
者
は
上
杉
能
憲
で
あ
り
、
尊
氏
、
 
 

直
義
は
こ
の
事
件
を
上
杉
能
意
の
私
怨
に
塞
く
行
為
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

（
能
窟
の
養
父
重
能
は
前
年
、
師
直
ら
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
て
い
た
）
、
和
解
の
条
 
 

件
に
は
な
ん
ら
支
障
な
し
と
解
釈
し
た
の
で
あ
っ
た
。
尊
氏
が
こ
の
師
直
を
始
め
 
 

と
す
る
高
一
族
の
殺
害
を
事
前
に
知
っ
て
い
た
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
形
は
ど
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う
あ
れ
、
師
直
ら
の
犠
牲
な
く
し
て
は
、
当
時
、
置
か
れ
て
い
た
窮
地
を
脱
す
る
 
 

術
は
な
い
こ
と
だ
け
は
、
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
 
 

『
太
平
記
』
巻
三
十
「
苦
源
禅
門
逝
去
事
」
参
照
。
 
 

注
2
5
参
照
。
 
 

『
園
太
暦
』
文
和
二
年
六
月
九
・
十
二
日
条
。
『
太
平
記
』
巻
三
十
二
「
山
名
右
衛
 
 

門
佐
為
敵
事
、
付
武
蔵
将
監
自
害
事
」
 
 

『
天
龍
寺
供
養
記
』
（
『
群
曹
類
従
』
第
二
十
四
輯
所
収
）
 
 

『
宝
優
院
殿
将
軍
宣
下
記
』
（
『
群
審
賛
従
』
第
十
四
輯
所
収
）
 
 

前
掲
注
3
論
文
参
照
。
荻
野
氏
は
「
一
個
人
の
同
じ
型
の
花
押
は
こ
の
義
詮
の
場
 
 

た
て
 
 

合
も
含
め
て
大
略
は
竪
と
横
の
比
率
が
、
竪
長
か
ら
横
幅
の
広
く
な
る
の
が
一
般
 
 

的
傾
向
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
守
屋
家
本
の
図
上
の
花
押
を
義
詮
晩
年
の
も
の
 
 

と
推
定
さ
れ
た
。
氏
は
ま
た
義
詮
の
花
押
を
年
次
を
追
っ
て
あ
げ
、
そ
の
形
態
の
 
 

変
化
を
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
参
考
に
す
れ
ば
、
低
辺
の
線
が
水
平
に
近
く
 
 

ど
っ
し
り
と
落
着
い
た
感
じ
を
も
つ
守
屋
家
本
の
花
押
が
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
 
 

に
義
詮
の
晩
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
ば
、
は
と
ん
ど
疑
う
余
地
が
な
か
ろ
う
。
 
 

『
愚
管
記
』
貞
治
六
年
十
一
月
十
二
日
条
に
「
武
家
違
例
云
々
、
自
去
月
八
日
風
気
 
 

云
々
」
と
み
え
る
。
な
お
『
太
平
記
』
巻
四
十
は
、
義
詮
は
同
年
九
月
頃
よ
り
病
 
 

に
ふ
せ
っ
た
と
記
す
。
 
 

当
時
、
画
像
の
製
作
に
は
一
～
二
カ
月
の
製
作
期
間
が
あ
れ
ば
充
分
で
あ
っ
た
こ
 
 

と
は
、
の
ち
の
足
利
義
尚
画
像
の
製
作
例
を
み
れ
ば
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
（
荻
野
 
 

氏
前
掲
注
3
論
文
参
照
）
。
 
 

『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
二
十
八
、
五
五
一
頁
。
 
 

『
太
平
記
』
巻
第
二
十
六
「
妙
吉
侍
者
事
」
参
照
。
 
 

『
太
平
記
』
巻
第
三
十
六
「
清
氏
薮
逆
事
」
参
照
。
 
 

生
阿
は
、
鶉
詮
が
死
没
す
る
直
前
の
貞
治
六
年
十
二
月
五
日
に
逐
電
し
て
お
り
、
 
 

十
二
月
九
日
に
は
侍
所
の
布
告
に
よ
り
、
雑
人
ら
が
そ
の
居
宅
を
壊
し
取
っ
て
い
 
 

る
（
『
後
愚
昧
記
』
同
年
同
月
八
日
粂
）
。
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図1 騎馬武者像  京都 個人蔵  
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図2 足利尊氏像   神奈川県立柄物結成  
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図3 足利尊氏像（需分） 神奈川掛、叩き物舘蔵  
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