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を
中
心
に
富
樫
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

値
を
自
分
な
り
に
見
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

謡
曲
「
安
宅
」
は
、
遅
く
と
も
寛
正
六
（
一
四
六
五
）
年
以
前
の
成
立
で
あ

る
。
歌
舞
伎
「
勧
進
帳
」
は
謡
曲
「
安
宅
」
を
も
と
に
七
代
市
川
団
十
郎
が
作
り
、

天
保
十
一
二
八
四
○
）
年
に
上
演
さ
れ
た
。
後
に
、
九
代
市
川
団
十
郎
の
手

に
よ
っ
て
現
行
の
形
に
完
成
さ
れ
た
。

両
作
品
に
登
場
す
る
敵
役
の
富
樫
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
「
弁
慶
の
忠

心
に
感
じ
て
通
し
て
や
っ
た
情
け
の
人
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
安
宅
」
や
「
勧

進
帳
」
の
本
文
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
「
安
宅
」
か
ら
「
勧
進
帳
」
に
至
る
ま
で
に
、

富
樫
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
で
き
る
限
り
明
ら

か
に
し
、
そ
の
上
で
、
「
安
宅
」
と
「
勧
進
帳
」
の
本
文
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と

を
中
心
に
富
樫
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
富
樫
像
の
文
学
的
価

は
じ
め
に

変
化
す
る
富
樫
像

ｌ
謡
曲
「
安
宅
」
と
歌
舞
伎
「
勧
進
帳
」
を
中
心
に
Ｉ

〈
ｌ
）

一
少
ご

「
安
宅
」
は
、
「
義
経
記
」
を
素
材
に
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
勧
進
帳
」

は
「
安
宅
」
を
軸
に
し
て
作
ら
れ
た
。
「
勧
進
帳
」
が
完
成
す
る
ま
で
の
間
に
ど

の
よ
う
な
解
釈
や
評
価
が
存
在
し
た
の
か
。
以
下
で
は
わ
ず
か
だ
が
見
つ
け
る

－
３
｝

こ
と
が
で
き
た
も
の
を
年
代
順
に
示
す
。

言
３
）

「
盛
長
私
記
」

冨
樫
介
モ
勧
進
帳
ニ
ア
ラ
サ
ル
事
ヲ
ハ
慥
二
是
ヲ
知
ケ
レ
ト
モ
命
危
ク
思
ヒ

ケ
レ
ハ
勧
進
帳
二
緯
寄
テ
異
義
無
関
所
ヲ
通
シ
ヶ
リ

（
４
－

「
謡
抄
」

平
家
物
語
ニ
ハ
、
ト
ガ
シ
ハ
ア
リ
。
関
守
ノ
沙
汰
ハ
ナ
シ
。

（
６
）

「
謡
曲
拾
葉
抄
」

異
本
義
經
記
云
加
賀
國
富
樫
介
家
直
が
關
所
下
略
大
系
圖
云
富
樫
介
家
直
二

｜
・
作
品
の
解
釈
・
評
価

桶

田
幸
知
香
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（
《
‐
１
Ｊ
）

『
北
国
奇
談
巡
杖
記
』

富
樫
の
某
、
頼
朝
の
命
に
随
ひ
、
同
国
の
安
宅
浦
に
新
関
を
建
て
、
毎
日
山

伏
を
止
め
け
る
に
、
武
蔵
坊
弁
慶
が
忠
謀
の
厚
き
こ
と
を
感
じ
、
富
樫
が
情
に

て
落
し
ぬ
。
（
中
略
）
さ
て
し
ば
し
下
り
て
、
春
日
の
宮
ゐ
伏
お
が
み
過
給
ふ
に
。

富
樫
酒
肴
を
携
へ
き
た
り
て
、
（
中
略
）
讃
者
の
た
め
、
か
ゞ
る
御
身
を
し
の
ば

せ
た
ま
ふ
こ
と
の
、
い
た
は
し
さ
よ
と
、
懇
に
も
て
な
し
け
る
。

郎
家
經
子
也
云
々
（
中
略
）
盛
長
私
記
云
加
州
住
人
富
樫
介
は
（
中
略
）
鎌
倉

殿
の
御
家
人
に
列
し
け
れ
共
未
本
領
安
堵
に
は
及
ば
ず
僅
に
懸
命
の
地
を
賜
て

加
州
に
居
住
す
鎌
倉
殿
よ
り
別
て
仰
は
蒙
ら
ざ
れ
共
今
度
豫
州
を
搦
捕
は
忠
賞

と
し
て
本
領
安
堵
相
違
有
べ
か
ら
じ
と
て
一
族
郎
等
も
皆
此
義
に
同
意
し
て
安

宅
の
邊
に
新
關
を
構
へ
け
り
文
略

「
謡
抄
』
は
簡
潔
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
以
降
は
細
か
な
解
説
が
つ
い
て
い
る
も

の
も
多
い
。

『
役
者
有
難
』
江
戸
の
巻

二
御
摂
勧
進
帳
」
で
富
樫
を
演
じ
た
五
代
目
市
川
団
十
郎
に
つ
い
て
）

次
に
と
が
し
左
衛
門
に
て
よ
し
つ
れ
を
み
と
が
む
る
時
弁
慶
が
忠
心
を
か

ん
じ
わ
ざ
と
関
を
通
し
（
略
）

（
８
）

「
謡
言
粗
志
』

冨
樫
介
モ
勧
進
帳
ニ
ァ
ラ
サ
ル
事
ハ
慥
二
知
ケ
レ
ト
モ
命
危
ク
思
テ
勧
進
帳

二
事
ョ
セ
テ
無
義
二
関
所
ヲ
通
シ
ケ
リ

「
勧
進
帳
」
成
立
以
前
に
も
安
宅
伝
説
を
描
い
た
所
謂
〈
安
宅
物
〉
は
存
在
す

る
。
「
安
宅
」
が
成
立
し
、
「
勧
進
帳
」
が
作
ら
れ
る
ま
で
に
富
樫
が
ど
の
よ
う

に
描
か
れ
て
い
っ
た
の
か
。
本
節
で
は
中
世
や
近
世
の
〈
安
宅
物
〉
の
作
品
を

順
に
示
し
、
富
樫
の
変
遷
を
追
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
最
初
に
中
世
の
作
品

（
Ⅲ
）

か
ら
見
て
い
き
た
い
。
本
節
で
は
、
「
義
経
記
」
、
幸
若
舞
「
富
樫
」
、
「
義
経
北

（
Ⅱ
）

国
落
絵
巻
」
を
順
に
紹
介
す
る
。

ま
ず
は
「
安
宅
」
の
素
材
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
「
義
経
記
」
を
挙
げ
る
。
「
義

経
記
」
で
の
「
富
樫
介
」
は
「
隠
れ
な
き
分
限
の
者
」
で
あ
り
、
館
を
か
ま
え
て
、

頼
朝
か
ら
の
命
令
は
な
い
が
ひ
そ
か
に
義
経
を
待
ち
受
け
て
い
る
。
館
に
乗
り

「
謡
言
粗
志
」
で
は
、
富
樫
の
出
自
に
つ
い
て
も
詳
し
く
記
述
が
あ
り
、
富
樫
家

の
家
直
の
舎
弟
家
泰
が
「
安
宅
」
に
お
け
る
富
樫
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
更

に
、
富
樫
が
義
経
一
行
を
通
し
た
後
、
頼
朝
に
よ
り
官
位
を
除
か
れ
た
富
樫
は
、

出
家
し
て
諸
国
を
行
脚
し
、
奥
州
で
義
経
と
再
会
す
る
と
の
記
述
も
あ
る
。

ま
た
、
『
盛
長
私
記
』
と
「
謡
言
粗
志
」
に
よ
れ
ば
、
富
樫
は
勧
進
帳
が
本
物

で
は
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
命
の
危
険
を
感
じ
て
義
経
一
行
を
通
し
て
や
つ

（
９
｝

た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
島
津
久
基
氏
は
『
盛
長
私
記
」
に
つ
い
て
、

後
人
の
偽
作
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
当
時
の
受
容
の
さ
れ
方
の
一
つ
と
し

て
捉
え
た
い
。
ま
た
、
他
の
『
役
者
有
難
』
や
、
『
北
国
奇
談
巡
杖
記
」
も
「
安

宅
」
や
「
勧
進
帳
」
に
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
二
つ
が
成
立
し
た

時
期
に
は
既
に
「
弁
慶
の
忠
義
を
慮
っ
て
通
し
て
や
る
富
樫
」
と
い
う
考
え
方

が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

二
．
「
安
宅
」
関
連
作
品
に
見
る
富
樫

－14－



込
ん
で
い
く
の
は
弁
慶
一
人
で
あ
り
、
富
樫
は
弁
慶
の
勧
め
に
従
っ
て
寄
進
を

し
て
い
る
。
こ
の
富
樫
の
館
の
場
面
で
は
勧
進
帳
読
み
上
げ
も
義
経
打
榔
の
場

面
も
な
い
。
「
義
経
記
」
で
の
関
所
は
越
前
国
の
井
上
左
衛
門
が
主
を
務
め
る
三

の
口
の
関
で
あ
る
。
こ
の
関
を
義
経
一
行
は
井
上
左
衛
門
が
留
守
の
時
に
通
り

か
か
り
、
そ
の
後
の
道
中
で
す
れ
違
っ
た
井
上
左
衛
門
は
、
義
経
で
あ
る
と
気

付
い
て
い
な
が
ら
哀
れ
に
思
っ
て
一
行
を
通
し
て
い
る
。
島
津
氏
は
、
「
勧
進
帳
」

の
「
富
樫
左
衛
門
」
と
い
う
名
は
、
こ
の
井
上
左
衛
門
か
ら
取
っ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
義
経
打
郷
の
場
面
は
、
如
意
の
渡
り
で
の

出
来
事
で
あ
る
。
「
安
宅
」
は
「
義
経
記
」
の
こ
れ
ら
の
場
面
を
凝
縮
し
て
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
挙
げ
る
の
は
幸
若
舞
の
「
富
樫
」
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
も
、
弁
慶
が

一
人
で
富
樫
の
も
と
へ
乗
り
込
ん
で
い
く
。
富
樫
は
土
豪
で
あ
り
、
頼
朝
の
命

令
に
よ
り
城
を
か
ま
え
て
義
経
を
待
ち
受
け
て
い
る
。
詮
議
を
受
け
、
東
大
寺

の
勧
進
聖
だ
と
答
え
た
弁
慶
は
、
勧
進
帳
を
見
せ
ろ
と
言
わ
れ
、
往
来
の
巻
物

を
勧
進
帳
と
し
て
読
み
上
げ
て
作
品
は
終
了
す
る
。

「
義
経
北
国
落
絵
巻
」
で
の
「
富
樫
の
介
」
は
頼
朝
か
ら
の
命
令
で
「
御
所
に

関
を
据
ゑ
」
義
経
一
行
を
待
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
弁
慶
一
人
が
乗
り
込
み
、
勧

進
を
勧
め
る
が
、
富
樫
は
疑
う
。
山
伏
を
討
て
ば
罰
が
当
た
る
と
弁
慶
が
脅
す
と
、

富
樫
は
勧
進
帳
を
見
せ
ろ
と
言
う
。
弁
慶
が
往
来
の
巻
物
を
取
り
出
し
読
み
上

げ
る
と
、
富
樫
は
本
物
の
山
伏
で
あ
る
と
し
て
通
し
て
い
る
。

中
世
の
こ
の
三
作
品
を
見
る
と
、
富
樫
は
加
賀
国
の
豪
族
で
、
館
や
城
（
時

に
は
そ
の
中
に
関
）
を
か
ま
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
わ
り
と
簡
単
に
一
行

（
Ⅱ
弁
慶
）
を
通
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
名
前
も
「
富
樫
介
」
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
多
く
、
描
か
れ
る
状
況
も
似
通
っ
た
も
の
が
多
い
の
で
、
中
世
の
富

樫
の
イ
メ
ー
ジ
は
加
賀
国
豪
族
と
い
う
も
の
で
統
一
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
近
世
の
〈
安
宅
物
〉
を
そ
の
成
立
年
代
順
に
見
て
い
く
。
今
回
見
る

（
吃
）

こ
と
が
で
き
た
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
義
経
東
下
り
物
語
」

「
凱
陣
八
島
」
浄
瑠
璃

「
燦
静
胎
内
桾
」
浄
瑠
璃

「
義
経
風
流
鑑
」
浮
世
草
子

「
花
実
義
経
記
」
浮
世
草
子

「
清
和
源
氏
十
五
段
」
義
太
夫
浄
瑠
璃

「
風
流
東
海
硯
」
浮
世
草
子

「
御
摂
勧
進
帳
」
江
戸
歌
舞
伎

「
通
増
安
宅
関
」
黄
表
紙

今
回
は
、
安
宅
関
や
富
樫
に
関
す
る
記
述
の
部
分
だ
け
を
中
心
に
取
り
上
げ
る

こ
と
に
す
る
。

「
義
経
東
下
り
物
語
」
は
、
北
国
落
ち
の
内
容
や
、
富
樫
の
館
で
の
記
述
な
ど

が
「
義
経
記
」
に
酷
似
し
て
い
る
。
「
義
経
東
下
り
物
語
」
に
出
て
く
る
「
と
か

し
の
す
け
」
は
、
「
た
う
こ
く
に
き
こ
へ
た
る
大
み
や
う
」
で
あ
り
、
「
か
ま
く

ら
殿
よ
り
さ
し
て
お
ほ
せ
こ
う
む
ら
ん
共
、
な
い
ノ
ー
よ
う
し
ん
し
て
、
判
官

殿
ま
ち
奉
る
」
と
い
う
。
本
文
が
ほ
ぼ
「
義
経
記
」
と
同
じ
で
あ
る
た
め
、
「
義

経
東
下
り
物
語
」
の
富
樫
の
描
か
れ
方
は
中
世
に
お
け
る
富
樫
の
人
物
像
そ
の

ま
ま
で
あ
る
。

「
凱
陣
八
島
」
で
の
安
宅
関
を
守
る
「
富
樫
の
左
衛
門
」
は
、
弁
慶
に
、
頼
朝

が
主
君
な
ら
ば
義
経
も
主
筋
で
あ
り
、
哀
憐
を
垂
れ
る
べ
き
と
言
わ
れ
、
弁
慶
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の
勧
進
帳
読
み
上
げ
を
聞
く
と
、
「
此
上
は
假
へ
判
官
武
蔵
に
も
せ
よ
。
許
し
申

す
に
は
や
ノ
ー
通
り
給
へ
」
と
言
っ
て
い
る
。

「
燦
静
胎
内
桾
」
の
「
地
頭
富
樫
の
左
衛
門
家
直
」
は
関
を
設
け
、
絵
図
に
合

う
山
伏
は
首
を
斬
っ
て
い
る
。
弁
慶
を
助
け
よ
う
と
す
る
義
経
と
、
涙
な
が
ら

に
義
経
を
踏
み
倒
す
弁
慶
を
見
た
富
樫
は
、
「
御
痛
は
し
さ
肝
に
染
み
」
本
物
を

探
す
邪
魔
だ
と
し
て
通
し
て
や
っ
た
上
、
次
の
関
所
の
手
形
も
渡
し
て
や
り
、

弁
慶
に
縄
を
か
け
た
こ
と
に
儀
悔
の
涙
を
流
す
。

「
義
経
風
流
鑑
」
の
「
富
樫
の
左
衛
門
」
は
梶
原
の
讓
言
に
気
付
い
て
お
り
、

弁
慶
も
そ
の
こ
と
を
察
す
る
。
富
樫
は
「
気
毒
な
る
顔
し
て
」
、
東
大
寺
建
立
の

奉
加
を
す
す
め
て
い
る
と
見
え
る
の
で
、
勧
進
帳
を
読
め
と
提
案
を
し
て
い
る
。

弁
慶
が
小
遣
帳
を
出
し
て
読
ん
だ
の
を
富
樫
は
「
わ
ざ
と
殊
勝
顔
に
」
も
て
な
し
、

弁
慶
た
ち
は
富
樫
に
助
け
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

「
花
実
義
経
記
」
の
「
富
樫
の
左
衛
門
」
は
「
平
家
追
討
の
節
我
幕
下
に
属
し
」

て
い
た
と
義
経
が
語
っ
て
お
り
、
富
樫
と
義
経
一
行
は
顔
見
知
り
と
な
っ
て
い

る
。
富
樫
は
義
経
寵
愛
の
静
を
差
し
出
す
か
、
大
切
な
家
臣
を
差
し
出
す
か
選

択
を
迫
り
、
家
臣
を
軽
ん
じ
て
い
な
い
か
ど
う
か
試
す
。
結
果
と
し
て
義
経
は

静
を
手
放
し
た
た
め
、
そ
の
こ
と
に
感
じ
入
り
、
す
ぐ
に
静
を
返
し
、
路
金
ま

で
渡
し
て
い
る
。

「
清
和
源
氏
十
五
段
」
で
は
、
「
冨
樫
左
衛
門
光
長
」
に
か
る
よ
と
い
う
娘
が

い
る
。
弁
慶
は
、
義
経
と
の
祝
言
を
条
件
に
、
義
経
を
慕
う
か
る
よ
を
利
用
し

て
関
を
通
ろ
う
と
す
る
。
富
樫
は
か
る
よ
を
諌
め
、
頼
朝
の
兄
弟
で
あ
る
義
経

を
捕
え
る
こ
と
も
、
頼
朝
の
命
に
背
く
こ
と
も
で
き
な
い
と
言
い
、
自
ら
腹
を

切
る
。
か
る
よ
に
一
行
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
祝
言
を
破
棄
さ
せ
、
後
の
弔

い
を
託
し
て
息
絶
え
る
。

「
風
流
東
海
硯
」
の
「
と
が
し
の
左
衛
門
」
は
静
御
前
の
父
時
忠
に
取
り
た
て

ら
れ
、
義
経
に
も
一
度
救
っ
て
も
ら
っ
た
恩
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
義
経
を

助
け
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
鎌
倉
に
は
人
質
と
し
て
主
人
先
富
樫
介
の
子
が

い
る
た
め
、
義
経
の
臣
下
の
首
を
鎌
倉
に
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
義
経
の

臣
下
忠
信
に
告
げ
、
忠
信
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
自
害
す
る
。
富
樫
は
後
か
ら
来

た
義
経
一
行
を
、
本
物
を
探
す
邪
魔
だ
と
し
て
通
し
て
い
る
。

「
御
摂
勧
進
帳
」
で
の
「
冨
樫
の
左
衛
門
家
直
」
は
、
安
宅
関
で
相
役
斎
藤
次

祐
家
と
昼
夜
交
替
で
関
守
を
務
め
て
お
り
、
義
経
一
行
を
情
け
で
通
す
。
そ
の

際
に
義
経
一
行
を
通
す
心
を
堀
河
百
首
の
和
歌
に
託
し
て
伝
え
る
。

「
通
増
安
宅
関
」
で
は
関
守
「
富
樫
の
某
」
の
配
下
に
塚
見
占
之
丞
と
い
う
人

間
が
お
り
、
弁
慶
は
塚
見
に
賄
賂
を
渡
す
。
富
樫
は
全
て
を
察
し
た
様
子
で
義

経
一
行
を
深
く
詮
議
す
る
そ
ぶ
り
も
見
せ
な
い
。
弁
慶
は
勧
進
帳
を
得
意
げ
に

読
み
上
げ
関
を
通
過
す
る
。
こ
こ
で
の
富
樫
は
、
賄
賂
に
応
じ
た
役
人
と
し
て
、

滑
稽
に
描
か
れ
て
い
る
。

近
世
以
降
、
富
樫
は
「
情
け
の
人
」
や
、
「
義
経
一
行
と
気
付
い
て
い
た
」
と

い
う
解
釈
で
語
ら
れ
る
作
品
が
多
い
。
更
に
、
富
樫
に
様
々
な
設
定
が
付
け
加

え
ら
れ
て
お
り
、
大
き
く
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
弁

慶
の
機
智
や
活
躍
が
全
く
活
か
さ
れ
な
い
展
開
の
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
時
に
は
弁
慶
を
凌
ぐ
ほ
ど
富
樫
は
安
宅
関
に
お
け
る
重
要
人
物
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
〈
安
宅
物
〉
の
変
遷
か
ら
分
か
る
の
で
あ
る
。

三
．
安
宅
関
に
つ
い
て

こ
こ
か
ら
は
実
際
に
「
安
宅
」
と
「
勧
進
帳
」
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
に
お
け
る
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描
写
を
比
較
し
て
そ
の
変
化
を
追
っ
て
い
き
た
い
。
最
初
に
、
舞
台
と
な
る
安

宅
関
に
つ
い
て
考
え
る
。
安
宅
関
の
存
在
は
、
富
樫
と
い
う
人
物
を
考
え
る
上

で
は
決
し
て
省
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
安
宅
関
は
富
樫
の

拠
点
で
あ
り
、
物
語
は
主
に
関
所
で
の
や
り
と
り
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
。
〈
安

宅
物
〉
で
の
安
宅
関
の
描
か
れ
方
は
様
々
で
あ
る
。
「
義
経
記
」
で
は
、
「
富
樫

が
館
」
と
あ
っ
て
、
関
は
存
在
し
な
い
。
幸
若
舞
の
「
富
樫
」
で
は
、
富
樫
の

城
の
様
子
は
、
「
表
の
櫓
十
三
所
、
脇
の
櫓
九
所
、
二
重
三
重
に
高
櫓
を
上
げ
さ

せ
」
て
い
る
。
「
義
経
東
下
り
物
語
」
で
は
、
「
と
か
し
か
た
ち
」
と
な
っ
て
い
る
。

「
義
経
北
国
落
絵
巻
」
で
は
、
富
樫
の
拠
点
は
城
（
そ
の
中
に
関
所
）
で
あ
る
。
「
凱

陣
八
島
」
で
は
、
「
安
宅
の
開
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
様
子
は
「
俄
に
堀
ほ
り

塀
を
か
け
。
兵
具
ひ
つ
し
と
建
竝
ベ
。
備
へ
嚴
し
き
其
景
色
。
」
で
あ
る
。
「
燦

静
胎
内
桾
」
で
は
、
「
安
宅
の
関
二
重
の
矢
切
二
重
の
柵
。
貫
の
木
海
老
錠
し
っ

と
、
下
し
」
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
花
実
義
経
記
」
で
は
、
富
樫
は
「
大

勢
兼
て
催
し
要
害
に
関
を
す
へ
」
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
「
清
和
源
氏
十
五

段
」
で
は
、
「
五
百
騎
の
ぐ
ん
せ
い
三
百
騎
の
か
せ
い
武
士
」
が
「
ね
ず
の
番
」

を
し
て
い
る
。
「
風
流
東
海
硯
」
で
は
、
「
二
重
の
矢
切
三
重
の
高
塀
。
貫
の
木

ゑ
び
錠
し
っ
と
、
お
ろ
し
。
往
来
を
き
び
し
く
吟
味
」
す
る
様
相
が
描
か
れ
て

い
る
。
「
御
摂
勧
進
帳
」
で
は
、
大
道
具
で
江
戸
時
代
の
関
が
実
際
に
再
現
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。
「
盛
長
私
記
」
で
は
、
関
の
様
子
は
「
木
戸
逆
茂
木
ヲ
構
へ
数

百
人
ノ
番
兵
ヲ
指
置
」
く
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
〈
安
宅
物
〉
の
安
宅
関
の
様
相
か
ら
最
初
に
注
目
し
た
い
の
は
、
富

樫
の
拠
点
は
関
所
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た

も
の
で
、
富
樫
の
拠
点
が
関
で
あ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分
け
る
と

以
下
の
通
り
に
な
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、
富
樫
の
拠
点
が
城
や
館
に
な
っ
て
い
る
作
品
は
成
立
年
代
が

中
世
や
近
世
初
期
で
あ
り
、
〈
安
宅
物
〉
の
中
で
も
比
較
的
早
く
成
立
し
て
い
る

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
反
対
に
、
拠
点
が
関
所
に
な
っ
て
い
る
作
品
は
近
世
成

立
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
「
安
宅
関
」
が
富
樫
と
の
対
決
の
場
に
な
っ
た

の
は
お
そ
ら
く
「
安
宅
」
が
最
初
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

近
世
の
関
所
の
機
能
は
「
軍
事
目
的
に
よ
る
通
行
人
改
め
、
領
内
住
民
取
締

一
Ⅲ
）

り
の
た
め
の
通
行
人
改
め
、
出
入
物
資
改
め
の
三
つ
」
で
あ
る
と
水
島
茂
氏
は

述
べ
て
い
る
。
関
所
破
り
は
大
罪
で
も
あ
っ
た
た
め
、
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
く
安

宅
物
〉
（
特
に
、
上
演
と
い
う
形
で
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の
）
の
舞
台
が
関
所
で

定
着
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
関
所
の
警
察
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
観

客
が
想
像
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
「
御
摂
勧

進
帳
」
で
は
江
戸
の
関
所
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
作
り
物
が
舞
台
上
に
設
置
さ
れ
て

お
り
、
当
時
の
常
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

一
方
、
中
世
の
「
安
宅
」
関
連
作
品
が
富
樫
の
拠
点
を
城
や
館
に
設
定
し
て

い
る
中
、
「
安
宅
」
だ
け
が
富
樫
の
拠
点
を
関
所
に
し
た
の
は
何
故
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
富
樫
が
「
関
守
」
に
さ
れ
た
の
は
何
故
な
の
か
。
こ
の
こ
と

Ｔ

「
安
宅
」
・
「
凱
陣
八
島
」
・
「
燦
静
胎
内
桾
」

「
花
実
義
経
記
」
・
「
清
和
源
氏
十
五
段
」
・
「
風
流
東
海
硯
」

「
御
摂
勧
進
帳
」
・
「
盛
長
私
記
」
・
「
勧
進
帳
」

「
義
経
記
」
・
「
富
樫
」
・
「
義
経
東
下
り
物
語
」
・
「
義
経
北
国
落
絵
巻
」

ｌ
城
・
館
が
拠
点

関
所
が
拠
点

-17-



に
つ
い
て
は
、
義
経
の
北
国
落
ち
が
難
題
認
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
城
や
館
は
関
所
で
は
な
い
の
で
、
全
員
が
無
理
に
越

え
る
必
要
は
な
く
、
多
少
の
荒
事
を
働
い
て
も
相
手
と
の
立
場
は
対
等
で
あ
る

た
め
、
そ
こ
を
出
て
し
ま
え
ば
さ
ほ
ど
問
題
に
も
な
ら
な
い
。
実
際
に
中
世
の

作
品
は
全
て
弁
慶
一
人
が
乗
り
込
む
形
と
な
っ
て
い
る
。
弁
慶
一
人
を
印
象
付

け
る
に
は
良
い
が
、
そ
れ
で
は
義
経
一
行
の
難
題
謹
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

全
員
で
、
（
し
か
も
相
手
は
時
の
権
力
勢
で
あ
り
、
捕
ま
れ
ば
終
わ
り
で
あ
る
た

め
）
な
る
べ
く
事
を
荒
立
て
ず
に
通
過
す
る
必
要
の
あ
る
関
所
は
義
経
の
北
国

落
ち
難
題
謹
を
表
現
す
る
に
は
絶
好
の
場
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
富
樫
は
義
経

一
行
を
捕
え
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
る
。
素
材
の
「
義
経
記
」
で
も
、
頼
朝
の

命
が
な
く
と
も
ひ
そ
か
に
義
経
を
捕
ま
え
る
つ
も
り
で
お
り
、
富
樫
は
意
欲
的

な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
対
し
て
、
も
と
か
ら
関
守
と
い
う
役
割
で
あ
っ

た
井
上
左
衛
門
は
、
最
初
か
ら
「
情
け
の
人
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
初
か

ら
義
経
一
行
に
同
情
的
な
人
間
よ
り
も
、
捕
え
る
こ
と
に
意
欲
的
な
人
物
の
守

る
関
を
如
何
に
し
て
通
る
か
と
い
う
方
が
、
難
題
護
と
し
て
面
白
味
が
見
出
せ

る
。
そ
れ
が
、
富
樫
が
「
関
守
」
と
し
て
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
関
所
の
人
間
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
「
安
宅
」
と
「
勧
進
帳
」
の
登
場

人
物
に
は
、
義
経
一
行
に
対
す
る
関
側
の
人
間
と
し
て
番
卒
（
「
安
宅
」
で
は
下

人
）
が
存
在
す
る
。
「
安
宅
」
で
は
、
登
場
す
る
の
は
ア
ド
ァ
イ
の
つ
と
め
る
下

人
一
人
だ
け
で
あ
り
、
義
経
一
行
が
十
二
人
い
る
の
に
対
し
、
関
側
は
二
人
だ

け
で
あ
る
。
一
方
「
勧
進
帳
」
で
は
太
刀
持
一
人
に
加
え
、
番
卒
が
三
人
登
場
し
、

義
経
一
行
が
六
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
関
側
は
五
人
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
な

ら
安
宅
関
に
は
大
勢
の
人
間
が
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
と
こ
ろ
を
下
人
一
人

こ
れ
は
、
「
た
と
え
本
物
の
山
伏
で
あ
っ
て
も
通
さ
な
い
」
と
い
う
、
山
伏
の
詮

議
に
積
極
的
な
富
樫
の
人
物
像
を
関
所
側
の
視
点
か
ら
表
現
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
。

最
後
に
、
以
上
を
踏
ま
え
た
関
全
体
の
様
相
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
「
勧
進

帳
」
で
は
富
樫
の
名
乗
り
直
後
の
問
答
で
番
卒
た
ち
に
山
伏
の
首
を
掛
け
並
べ

て
い
る
こ
と
を
語
ら
せ
て
い
る
。
「
安
宅
」
で
は
、
山
伏
の
首
を
掛
け
て
あ
る
関

の
様
相
を
第
四
段
と
第
五
段
に
お
い
て
オ
モ
ァ
イ
に
語
ら
せ
て
い
る
。
関
の
様

相
を
誰
が
語
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
〈
安
宅
物
〉
で

や
番
卒
三
人
の
よ
う
に
少
な
く
さ
れ
た
の
は
、
舞
台
化
す
る
際
に
敵
側
に
大
勢

人
が
い
て
は
主
要
人
物
が
目
立
た
な
く
な
る
と
い
う
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
何
故
「
安
宅
」
と
「
勧
進
帳
」
で
は
関
側
の
人
数
が
違
う
の
か
。
一
つ

に
は
義
経
一
行
と
関
側
の
数
を
ほ
ぼ
同
じ
に
そ
ろ
え
る
こ
と
で
、
数
と
い
う
物

理
的
な
力
が
拮
抗
し
て
い
る
様
を
表
す
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
は
、
「
勧
進

帳
」
で
は
富
樫
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
結
果
と
し

て
関
側
の
人
間
に
も
焦
点
が
当
た
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
実
際
、
「
勧
進
帳
」
で
は
「
安
宅
」
に
比
べ
て
番
卒
の
台
詞
が

多
く
な
っ
て
い
る
。
以
下
は
「
勧
進
帷
」
だ
け
に
あ
る
番
卒
の
台
詞
で
あ
る
。

番
卒
甲
「
い
、
や
、
昨
日
も
山
伏
を
、
三
人
ま
で
斬
っ
た
る
上
は
」

番
卒
乙
「
た
と
へ
誠
の
山
伏
た
り
と
も
、
容
赦
は
な
ら
ぬ
」

番
卒
丙
「
た
っ
て
通
ら
ば
、
一
命
に
も
」

三
人
「
及
ぶ
べ
し
」
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富
樫
「
早
ま
り
給
ふ
な
、
番
卒
ど
も
の
よ
し
な
き
僻
目
よ
り
、
判
官
ど
の
に

も
な
き
人
を
、
疑
へ
ば
こ
そ
、
斯
く
折
橘
も
仕
給
ふ
な
れ
。
今
は
疑
ひ
晴
れ
申

し
た
。
と
く
ノ
ー
誘
ひ
通
ら
れ
よ
」
（
「
勧
進
帳
」
）

は
、
大
抵
の
も
の
は
地
の
文
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
。
「
安
宅
」
で
は
義
経
一
行

側
の
人
間
で
あ
る
オ
モ
ア
イ
が
遠
目
か
ら
関
を
見
た
と
い
う
体
で
語
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
安
宅
関
の
恐
ろ
し
い
雰
囲
気
を
伝
え
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
「
勧
進
帳
」
で
は
関
側
の
人
間
で
あ
る
番
卒
が
「
仰
せ
の
ご
と
く
」
と
言
っ

て
い
る
よ
う
に
、
富
樫
の
命
令
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
関
の
様
相
を
語

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
伏
を
捕
え
る
こ
と
へ
の
富
樫
の
意
向
を
関
所
側
の
視
点

で
明
確
に
表
し
、
手
強
い
敵
と
し
て
の
富
樫
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
冒
頭
か
ら
印

象
付
け
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
安
宅
」
と
「
勧
進
帳
」
の
間
の
富
樫
の
変
化
の
中
で
、
義
経
一
行
を
通
す
際

の
台
詞
の
変
更
は
最
も
重
要
な
変
化
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
以
下
は
そ
の
台

詞
で
あ
る
。

「
安
宅
」
の
富
樫
が
「
誤
り
申
し
」
た
と
だ
け
し
か
言
わ
な
い
の
に
対
し
、
「
勧
進
帳
」

の
富
樫
は
義
経
扮
す
る
強
力
が
「
判
官
ど
の
に
も
な
き
人
」
で
あ
る
と
断
言
し
、

「
疑
ひ
晴
れ
」
た
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
安
宅
」
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ

四
．
関
所
通
過
の
場
面
に
お
け
る
変
更
さ
れ
た
富
樫
の
台
詞

ワ
キ
近
頃
誤
り
申
し
て
候
ふ
は
や
は
や
お
ん
通
り
候
へ
（
「
安
宅
」
）

解
釈
が
う
か
が
え
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
安
宅
」
の
富
樫
の
台
詞
か
ら
で

は
富
樫
が
何
故
関
を
通
し
た
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
の
た
め
か
近
世
の

〈
安
宅
物
〉
で
は
、
富
樫
が
関
を
通
す
理
由
に
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
関
を
通
す

場
面
に
際
し
て
富
樫
の
事
情
や
背
景
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
、
富
樫
が
関
を
通
し
た
理
由
に
富
樫
の
為
人
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
島
津
氏
は
富
樫
が
関
を
通
す
場
面
に
つ
い
て
、

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
「
勧
進
帳
」
に
つ
い
て
、
「
底
に
流
れ
る
精
神
は
江
戸

時
代
を
通
じ
て
培
わ
れ
て
き
た
勧
進
帳
劇
の
精
神
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

富
樫
の
情
愛
は
、
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
て
新
し
い
登
場
人
物
に
よ
る
判
官
へ
の

情
愛
を
も
描
く
よ
う
に
な
り
、
富
樫
は
、
弁
慶
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
人
々

か
ら
判
官
に
よ
せ
ら
れ
る
献
身
的
な
熱
情
に
感
動
し
て
義
経
主
従
を
許
す
と
い

う
筋
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
も
こ
の
変
化
に
注
目
し
た
も
の
が
多

一
Ｍ
）

一
応
）

く
、
鳥
居
フ
ミ
子
氏
や
飯
塚
恵
理
人
氏
が
「
安
宅
」
と
「
勧
進
帳
」
の
富
樫
の

変
化
に
触
れ
て
い
る
。
鳥
居
氏
は
近
世
の
作
品
に
お
い
て
勧
進
帳
劇
が
形
成
さ

れ
て
い
く
中
で
、

（
中
略
）
辨
慶
の
衷
情
に
感
動
し
て
疑
念
全
く
晴
れ
た
と
明
言
し
、
通
行
を
許

し
て
退
場
す
る
が
、
能
で
は
誤
解
の
無
職
を
詫
び
て
疾
く
ノ
ー
と
關
を
越
え
さ

せ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
鮎
歌
舞
伎
は
確
に
所
謂
御
芝
居
を
し
て
ゐ
る
。
同
時

に
富
樫
を
敵
役
に
す
る
事
か
ら
救
っ
て
、
こ
れ
に
も
花
を
持
た
せ
る
の
で
あ
る
。
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と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
本
当
に
富
樫
は
弁
慶
の
気
持
ち
を
汲
ん
で
関
を
通
し
た
と
い
う
解
釈
で

良
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
安
宅
」
で
は
富
樫
が
関
を
通
す
時
の
台
詞
は
「
近
頃
誤
り

申
し
て
候
ふ
」
だ
け
で
あ
り
、
「
勧
進
帳
」
も
「
安
宅
」
よ
り
踏
み
込
ん
で
い
る

と
は
い
え
、
実
際
の
台
詞
は
上
述
の
も
の
の
み
で
あ
り
、
わ
ず
か
こ
れ
だ
け
の

台
詞
か
ら
判
断
す
る
の
は
早
計
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
勧
進
帳
」
は
あ
く
ま
で

「
安
宅
」
に
沿
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
番
重
視
す
べ
き
な
の
は
両
作
品

の
本
文
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
節
で
は
両
作
品
の
本
文
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と

の
み
を
用
い
て
こ
の
関
所
通
過
の
場
面
を
考
察
し
た
い
。

本
文
を
比
べ
て
み
る
と
、
「
勧
進
帳
」
で
は
「
方
々
は
何
ゆ
ゑ
に
」
か
ら
始
ま

る
唄
の
後
に
「
安
宅
」
に
は
な
い
問
答
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
弁
慶
が
富
樫
に

向
か
っ
て
ま
だ
疑
い
が
あ
る
な
ら
ば
こ
の
強
力
を
打
ち
殺
そ
う
と
言
い
、
富
樫

が
そ
れ
を
止
め
に
入
っ
て
い
る
。
こ
の
問
答
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
富

樫
が
打
た
れ
る
強
力
（
義
経
）
を
気
に
掛
け
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
ら
れ
る
と

考
え
る
。
関
を
通
れ
と
促
す
台
詞
も
「
は
や
は
や
お
ん
通
り
候
へ
」
か
ら
「
と

く
ノ
ー
誘
ひ
通
ら
れ
よ
」
に
変
わ
り
、
早
く
通
れ
と
促
す
だ
け
だ
っ
た
富
樫
が
、

江
戸
時
代
に
は
《
安
宅
》
の
注
釈
に
、
富
樫
は
義
経
一
行
と
気
付
き
な
が
ら

怖
れ
て
見
逃
し
た
と
い
う
巷
説
を
取
り
入
れ
た
解
釈
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
「
御
摂
勧
進
帳
」
で
は
「
見
逃
し
た
」
と
い
う
の
を
一
歩
進
め
て
、

富
樫
は
義
経
を
怖
れ
て
で
は
な
く
、
弁
慶
の
気
持
ち
を
察
し
同
情
し
て
通
し
た

と
解
釈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

飯
塚
氏
は
富
樫
の
変
化
に
つ
い
て

ワ
キ
い
か
に
た
れ
か
あ
る
ア
ド
ア
イ
お
ん
前
に
候

も
山
伏
の
お
ん
通
り
あ
ら
ば
こ
な
た
へ
申
し
候
へ
ア
ド
ア
イ

前
節
で
は
、
関
所
を
通
す
際
の
変
更
さ
れ
た
富
樫
の
台
詞
に
注
目
し
た
が
、

本
節
で
は
本
文
に
お
け
る
富
樫
を
最
初
か
ら
順
に
見
て
い
く
。
謡
曲
の
第
一
段

に
あ
た
る
部
分
か
ら
既
に
富
樫
に
明
確
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
以
下
は
そ
の
引

用
で
あ
る
。

早
く
（
そ
の
強
力
を
）
伴
い
通
れ
と
促
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
強
力
を
意
識
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
富
樫
が
弁
慶
の
気
持
ち
を
汲
み
取
っ

て
い
た
か
ど
う
か
ま
で
は
読
み
取
れ
な
い
。
こ
の
場
面
か
ら
富
樫
の
気
遣
い
を

読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
弁
慶
の
気
持
ち
を
汲
み
取
っ
た
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
本
文
の
拡
大
解
釈
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
拡
大
解
釈
の
背
景
に
あ
っ

た
も
の
こ
そ
、
近
世
の
〈
安
宅
物
〉
の
流
れ
か
ら
富
樫
の
変
化
を
読
み
取
ろ
う

と
す
る
動
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
現
在
の
「
勧
進
帳
」

の
富
樫
は
舞
台
か
ら
引
っ
込
む
際
に
涙
を
こ
ら
え
る
よ
う
な
演
技
を
す
る
そ
う

で
あ
る
が
、
こ
の
現
行
の
演
出
は
五
代
目
尾
上
菊
五
郎
が
確
立
さ
せ
た
と
い
わ

（
服
）

れ
る
。
こ
の
演
技
が
受
け
継
が
れ
て
い
き
、
そ
う
し
た
演
技
の
上
で
の
解
釈
も
、

今
日
の
「
情
け
の
人
」
富
樫
の
イ
メ
ー
ジ
を
浸
透
さ
せ
る
一
因
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

五
．
本
文
全
体
か
ら
見
る
富
樫
像
の
変
化

ワ
キ
け
ふ

畏
り
候

（
「
安
宅
」
）
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富
樫
「
い
し
く
も
各
々
申
さ
れ
た
り
、
猶
も
山
伏
來
り
な
ば
、
謀
計
を
以
て

虜
と
な
し
、
鎌
倉
殿
の
御
心
安
ん
じ
申
す
べ
し
。
方
々
、
き
っ
と
番
頭
仕
れ
」

三
人
「
畏
ま
っ
て
候
」
（
「
勧
進
帳
」
）

「
勧
進
帳
」
の
富
樫
は
、
関
を
通
り
か
か
っ
た
山
伏
に
つ
い
て
「
謀
計
を
以
て
虜

と
な
し
、
鎌
倉
殿
の
御
心
安
ん
じ
申
す
べ
し
」
と
考
え
て
お
り
、
「
安
宅
」
の
「
山

伏
を
留
め
申
し
候
、
今
日
も
堅
く
申
し
付
け
ば
や
」
と
い
う
考
え
よ
り
も
山
伏

を
捕
え
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
る
。
富
樫
の
そ
の
姿
勢
は
、
義
経
一
行
が
関
を

通
り
か
か
っ
て
か
ら
も
変
わ
ら
ず
、
何
と
か
し
て
捕
ま
え
て
や
ろ
う
と
い
う
意

図
が
見
え
る
。
そ
れ
が
「
疑
ひ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
一
つ
目
は
弁
慶
が
勧

進
帳
を
読
み
上
げ
た
後
の
「
勧
進
帳
聴
聞
の
上
は
、
疑
ひ
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
」

で
あ
る
。
こ
の
後
に
山
伏
問
答
が
あ
り
、
そ
の
後
に
二
つ
目
の
「
か
、
る
尊
き

客
僧
を
、
暫
し
も
疑
ひ
申
せ
し
は
眼
あ
っ
て
無
き
が
如
き
我
が
不
念
」
と
い
う

言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
む
と
富
樫
の
、
義
経
一
行
へ
の
「
疑
ひ
」
が
そ
れ

ぞ
れ
の
場
面
で
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勧
進
帳
読
み
上

げ
の
後
で
は
ま
だ
疑
い
を
残
し
て
い
る
た
め
山
伏
問
答
に
入
り
、
そ
の
問
答
も

弁
慶
が
完
壁
に
答
え
て
み
せ
た
た
め
に
、
よ
う
や
く
疑
い
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
義
経
を
見
答
め
て
最
後
の
「
疑
ひ
」
の
場
面
へ
と
入
っ
て
い
く
。
こ

の
「
疑
ひ
」
と
い
う
言
葉
は
、
弁
慶
と
富
樫
の
対
決
の
知
的
要
素
を
よ
り
深
め

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
安
宅
」
で
は
、
力
で
押
し
て
い
る
部
分
も
残
っ
て

い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
「
勧
進
帳
」
で
は
、
富
樫
の
「
疑
ひ
」
に
よ
っ

て
山
伏
問
答
へ
と
つ
な
が
り
、
弁
慶
は
必
然
的
に
富
樫
の
「
疑
ひ
」
を
何
と
か

知
性
で
以
て
晴
ら
し
て
切
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
富
樫
が

「
疑
ひ
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
な
け
れ
ば
、
力
を
見
せ
て
富
樫
を
無
理
や
り
納

得
さ
せ
て
通
っ
て
も
劇
の
筋
と
し
て
は
成
立
す
る
。
し
か
し
、
「
疑
ひ
」
と
い
う

言
葉
を
観
客
に
聞
か
せ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
ど
う
に
か
し
て
弁
慶
は
そ
の
「
疑
ひ
」

を
晴
ら
さ
な
け
れ
ば
劇
の
筋
と
し
て
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
意

味
で
、
こ
の
富
樫
の
「
疑
ひ
」
と
い
う
言
葉
は
弁
慶
の
智
恵
を
試
す
も
の
で
あ
り
、

「
勧
進
帳
」
が
力
だ
け
の
物
語
で
は
な
く
、
弁
慶
や
富
樫
の
思
惑
が
絡
み
合
っ
た

物
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
、
酒
宴
の
場
面
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
義
経
一
行
を
富
樫
が
追
っ
て
き
て
、

関
で
の
非
礼
を
詫
び
る
。
そ
こ
か
ら
酒
宴
、
そ
し
て
弁
慶
の
延
年
の
舞
の
場
面

に
入
る
。
こ
の
場
面
の
富
樫
に
つ
い
て
は
、
「
安
宅
」
と
「
勧
進
帳
」
で
ほ
と
ん

ど
違
い
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
は
、
関
所
通
過
の
場
面
に
つ
な
が
る
非

常
に
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
関
所
を
通
し
た
後
、
富
樫
が
疑
い
の
心
を
残
し
て

い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
こ
の
酒
宴
の
場
面
の
持
つ
緊
張
感
の
度
合
い
が
変

わ
っ
て
く
る
。
ま
た
、
心
を
許
す
な
と
い
う
弁
慶
の
台
詞
が
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
富
樫
が
関
を
通
し
た
理
由
が
本
文
か
ら
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
、
こ
れ

ら
を
受
け
て
酒
宴
の
場
面
は
緊
張
感
が
抜
け
な
い
締
ま
っ
た
場
面
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
富
樫
が
「
安
宅
」
や
「
勧
進
帳
」
の
物
語
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
本
文
か
ら
読
み

取
れ
る
も
の
だ
け
を
読
む
と
、
「
安
宅
」
の
富
樫
と
「
勧
進
帳
」
の
富
樫
に
そ
れ

程
大
き
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
共
通
し
た
台
詞
は
ほ

と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
、
関
を
通
し
た
理
由
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
「
安

六
．
富
樫
が
本
文
の
中
で
果
た
す
役
割
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宅
」
と
「
勧
進
帳
」
の
中
で
富
樫
が
果
た
す
役
割
は
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
っ
て
く
る
。

「
安
宅
」
で
は
、
富
樫
は
ワ
キ
で
あ
る
。
名
の
あ
る
ワ
キ
で
は
あ
る
が
、
「
某
」

と
具
体
的
な
名
前
は
暖
昧
に
さ
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
物
語
の
進
行
役
に
過

ぎ
な
い
ワ
キ
と
い
う
役
に
よ
く
合
っ
て
い
る
。
「
安
宅
」
で
の
富
樫
は
弁
慶
に
積

極
的
に
働
き
か
け
て
物
語
を
進
行
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
物
語
の
進
行
以
上

の
余
計
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
の
も
「
安
宅
」
の
富
樫
の
、
そ
し
て
能
楽
と
い

う
芸
能
の
特
徴
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ワ
キ
富
樫

の
台
詞
は
必
要
最
低
限
に
ま
で
抑
え
ら
れ
、
そ
こ
に
富
樫
の
意
図
を
読
み
取
る

こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
富
樫
の
意
図
を
無
理
に
解

釈
す
る
必
要
は
な
い
。
「
安
宅
」
の
富
樫
に
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
は
物
語
を
進

行
さ
せ
、
シ
テ
を
引
き
立
て
る
働
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
「
安
宅
」
の

中
で
の
富
樫
の
行
動
は
全
て
シ
テ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
シ
テ
で
あ
る
弁
慶
と

問
答
を
し
、
勧
進
帳
を
読
め
と
言
い
、
酒
を
ふ
る
ま
い
、
舞
を
求
め
る
、
こ
れ

ら
の
行
為
は
全
て
シ
テ
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
「
安
宅
」
の
富
樫
は
シ
テ
を

引
き
立
て
る
行
為
以
外
の
無
駄
な
こ
と
は
一
切
し
て
い
な
い
。
関
の
様
相
を
語

る
の
は
オ
モ
ァ
イ
で
あ
る
し
、
義
経
を
見
答
め
た
り
、
義
経
一
行
と
の
面
会
の

（
Ｆ
）

交
渉
を
し
た
り
す
る
の
は
ア
ド
ア
イ
で
あ
る
。
高
桑
氏
が
「
対
等
な
よ
う
に
見

え
て
も
富
樫
は
弁
慶
の
演
技
の
引
き
出
し
役
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「
安
宅
」
の
富
樫
は
シ
テ
で
あ
る
弁
慶
の
演
技
を
引
き
出
す
役
割
を
担
っ
て
い
る

と
言
え
る
。

「
勧
進
帳
」
で
は
、
富
樫
は
見
せ
場
を
持
っ
た
役
と
し
て
登
場
す
る
。
冒
頭
で

義
経
一
行
を
捕
え
る
こ
と
に
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
、
勧
進
帳
読
み
上
げ
に
続

き
山
伏
問
答
を
し
か
け
、
手
強
さ
を
示
し
て
お
き
な
が
ら
、
打
榔
さ
れ
る
強
力

を
気
遣
い
つ
つ
関
を
通
し
て
や
る
と
い
う
、
手
荒
い
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示

若
し
富
樫
が
判
官
と
知
っ
て
之
を
免
し
た
と
な
れ
ば
、
辨
慶
が
絞
り
出
し
た

知
嚢
の
効
果
は
か
な
り
消
極
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
關
守
を
欺
い
て
主
君

を
救
っ
た
機
智
と
苦
計
と
は
、
そ
れ
の
み
を
以
て
し
て
は
成
功
し
な
か
っ
た
こ

と
と
な
る
。
同
時
に
そ
の
代
り
に
は
又
、
元
來
好
意
を
有
す
る
、
若
し
く
は
全

然
好
意
を
有
せ
ぬ
ｌ
さ
う
な
ら
ば
一
層
ｌ
對
手
た
る
富
樫
の
胸
奥
に
、
感
激
の

心
を
揺
り
動
か
さ
せ
た
血
涙
の
忠
誠
は
、
一
段
武
士
道
的
光
輝
を
放
っ
て
、
辨

安
宅
伝
説
の
地
元
小
松
市
で
は
、
「
弁
慶
の
智
略
と
勇
気
、
富
樫
の
仁
義
を
た

（
鵬
）

た
え
、
昭
和
巧
年
に
二
人
の
銅
像
が
建
て
ら
れ
た
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
富
樫
を

「
仁
義
」
の
人
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
前
節
で
触
れ
た
富
樫
の
「
弁

慶
の
忠
心
を
感
じ
て
通
し
た
」
と
い
う
解
釈
を
含
め
、
こ
う
し
た
「
仁
義
の
人
」
、

「
情
け
の
人
」
と
い
う
富
樫
像
が
作
ら
れ
た
こ
と
の
文
学
的
価
値
を
考
え
る
。
島

津
氏
は
、
富
樫
像
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
－
面
も
あ
る
。
「
勧
進
帳
」
で
は
、
富
樫
に
限
ら
ず
義
経
に
も
見
せ
場
が
あ
り
、

「
安
宅
」
の
よ
う
に
、
弁
慶
だ
け
に
見
せ
場
を
集
中
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
富
樫
に
つ
い
て
様
々
な
解
釈
を
観
客
に
さ
せ
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
「
安
宅
」
よ
り
台
詞
も
見
せ
場
も
増
え

て
い
る
と
は
い
え
、
本
文
か
ら
「
弁
慶
の
忠
心
を
感
じ
て
通
し
た
」
と
い
う
よ

う
な
解
釈
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
「
勧

進
帳
」
の
富
樫
は
、
こ
の
よ
う
な
拡
大
解
釈
を
生
む
ほ
ど
の
効
果
を
持
っ
て
い

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

七
．
変
化
す
る
富
樫
像
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「
富
樫
が
気
付
い
て
い
た
か
ど
う
か
」
に
よ
っ
て
、
弁
慶
の
活
躍
の
持
つ
意
味
が

大
き
く
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
に
島
津
氏
は
考
え
て
い
る
。
富
樫
像
が
、

義
経
一
行
だ
と
気
付
い
て
い
て
わ
ざ
と
通
し
た
「
情
け
の
人
」
に
変
化
し
て
き

て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
解
釈
は
多
く
の
作
品
と
時
代
の
変
遷
を
経

て
き
て
い
る
た
め
、
多
大
な
影
響
力
を
持
つ
。
そ
れ
は
「
勧
進
帳
」
に
も
影
響

を
与
え
、
完
全
に
富
樫
に
は
「
情
け
の
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
。

富
樫
に
強
固
な
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
た
せ
い
か
、
「
安
宅
」
の
富
樫
に
も
本
文

以
上
の
解
釈
を
し
て
い
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
、
富
樫
は
一
行
を
本
物
の
山
伏

だ
と
思
い
込
み
、
だ
ま
さ
れ
た
形
で
関
を
通
し
た
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

し
か
し
、
「
安
宅
」
の
中
心
は
あ
く
ま
で
弁
慶
で
あ
り
、
「
安
宅
」
の
物
語
は

「
富
樫
が
関
を
通
す
」
物
語
な
の
で
は
な
く
、
「
弁
慶
た
ち
義
経
一
行
が
関
を
通

る
」
物
語
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
能
の
見
せ
場
で
あ
る
舞
の
場
面
は
関
を

通
っ
た
後
の
酒
宴
の
場
で
あ
る
し
、
視
点
も
ほ
ぼ
義
経
一
行
側
か
ら
の
も
の
な

の
で
あ
る
。
富
樫
は
あ
く
ま
で
能
の
役
割
と
し
て
は
物
語
の
進
行
役
で
あ
る
ワ

キ
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
物
語
の
進
行
に
あ
た
っ
て
、
富
樫
に
は
北
国
落
ち
伝

説
に
欠
か
せ
な
い
難
題
潭
の
象
徴
が
全
て
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
北
国
落
ち
に
お

い
て
、
随
所
随
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
面
白
い
要
素
（
Ⅱ
難
題
）
が
、
能

楽
に
な
る
に
あ
た
っ
て
、
ワ
キ
で
あ
る
富
樫
に
必
然
的
に
詰
め
こ
ま
れ
る
形
と

な
り
、
奇
し
く
も
富
樫
は
「
安
宅
」
の
中
で
ワ
キ
で
あ
り
な
が
ら
抜
群
の
存
在

感
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
富
樫
は
ワ
キ
で
あ
る
た
め
、
難

題
護
の
象
徴
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
人
物
に
関
す
る
詳
細
は
こ
と
ご
と
く
省
か

慶
の
資
格
を
単
な
る
智
力
の
勝
利
者
か
ら
道
義
の
勝
利
者
へ
と
高
め
て
行
っ
た

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

れ
て
い
る
。
「
安
宅
」
の
中
で
、
こ
う
し
た
人
物
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
富
樫
は
、

近
世
以
降
、
様
々
な
分
野
で
語
ら
れ
た
く
安
宅
物
〉
に
お
い
て
、
物
語
を
膨
ら

ま
せ
る
に
は
格
好
の
素
材
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
物
語
を
膨
ら
ま
せ
る
な
ら

ば
、
主
役
に
立
ち
ふ
さ
が
る
困
難
の
方
を
膨
ら
ま
せ
た
方
が
面
白
味
は
増
す
し
、

そ
の
困
難
が
ど
の
よ
う
に
取
り
払
わ
れ
る
の
か
は
ま
さ
し
く
物
語
の
見
せ
場
で

あ
る
。
義
経
一
行
が
関
を
通
る
場
面
は
そ
の
見
せ
場
に
当
た
り
、
富
樫
が
関
を

通
す
際
に
様
々
な
理
由
や
事
情
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
が

あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
富
樫
像
の
魅
力
は
「
情
け
の
人
」

で
あ
る
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
物
語
を
膨
ら
ま
せ
ら
れ
る
、
難
題

護
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

実
際
の
本
文
で
は
、
せ
い
ぜ
い
義
経
を
気
遣
う
程
度
の
台
詞
し
か
見
ら
れ
な

い
富
樫
が
、
多
様
な
富
樫
像
を
生
み
出
し
、
最
終
的
に
「
情
け
の
人
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
確
立
さ
せ
、
題
材
を
同
じ
く
す
る
「
勧
進
帳
」
の
富
樫
に
も
そ
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
「
安
宅
」
で
示
さ
れ
る
富

樫
が
難
題
證
の
象
徴
で
あ
り
な
が
ら
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
人
物
で
あ
っ

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
の
多
様
な
文
学
作
品
を
生
み
出
し
、
今
日

も
安
宅
伝
説
を
支
え
、
敵
役
か
ら
英
雄
へ
と
支
持
さ
れ
て
い
っ
た
、
そ
の
様
々

な
解
釈
を
生
み
出
す
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
富
樫
像
の
文
学
的

価
値
で
あ
り
、
魅
力
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

お
わ
り
に
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注
（
１
）
梶
原
正
昭
校
註
・
訳
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
腿
義
経
記
」

（
平
成
岨
年
小
学
館
）

（
２
）
横
道
萬
里
雄
表
章
校
註
「
日
本
古
典
文
学
大
系
側
謡
曲
集
下
」

（
昭
和
組
年
岩
波
書
店
）

（
３
）
鳴
和
滝
に
つ
い
て
の
解
釈
を
詳
し
く
紹
介
し
た
も
の
に
西
村
聡
氏
の
「
近

代
〈
安
宅
〉
論
議
と
地
域
伝
承
史
ｌ
「
鳴
る
は
滝
」
名
所
化
へ
の
視
線
ｌ
」

会
金
沢
大
学
文
学
部
論
集
言
語
・
文
学
篇
」
第
茄
号
平
成
肥
年
）
が

全
め
）
ブ
（
》
○

（
４
）
藝
能
史
研
究
會
編
「
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
第
三
巻
能
」

（
昭
和
弱
年
三
一
書
房
）

（
５
）
石
川
県
立
図
書
館
蔵
「
盛
長
私
記
」

（
６
）
犬
井
貞
恕
「
謡
曲
拾
葉
抄
日
本
文
学
古
註
釈
大
成
」

（
昭
和
別
年
誠
進
社
）

（
７
）
日
本
随
筆
大
成
刊
行
会
編
「
日
本
随
筆
大
成
（
第
二
期
）
肥
」

（
昭
和
棚
年
吉
川
弘
文
館
）

（
８
）
金
沢
古
典
文
学
研
究
会
編
「
金
沢
市
立
図
書
館
蔵
謡
言
粗
志
ｌ
翻
刻

と
校
異
ｌ
と
（
平
成
元
年
金
沢
市
教
育
委
員
会
、
金
沢
古
典
文
学
研
究

会
編
集
金
沢
市
発
行
）

（
９
）
島
津
久
基
「
義
經
傳
説
と
文
學
」
（
昭
和
岨
年
明
治
書
院
）

（
岨
）
麻
原
美
子
北
原
保
雄
校
註
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
豹
舞
の
本
』

（
平
成
６
年
岩
波
書
店
）

（
Ⅱ
）
尾
形
仇
井
川
昌
文
「
〈
翻
刻
〉
中
尊
寺
蔵
『
義
経
北
国
落
絵
巻
」
」
（
東

京
教
育
大
学
国
語
国
文
学
会
編
「
国
文
学
言
語
と
文
芸
第
“
号
』
昭

和
仏
年
大
修
館
書
店
）

（
ｕ
）
こ
れ
ら
の
作
品
の
本
文
は
、
以
下
の
書
籍
に
拠
っ
た
。

「
義
経
東
下
り
物
語
」
…
大
谷
大
学
国
文
学
研
究
室
編
「
よ
し
つ
れ
あ
づ

ま
く
だ
り
物
語
」
（
昭
和
別
年
大
谷
大
学
国
文
学
研
究
室
）

「
凱
陣
八
島
」
…
饗
庭
篁
村
校
訂
「
近
松
全
集
近
松
時
代
浄
瑠
璃
全
」
（
明

治
別
年
博
文
館
）
※
作
者
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
今
回
は
こ
ち

ら
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
た
。

「
燦
静
胎
内
桾
」
…
新
修
小
松
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修
小
松
市
史

資
料
編
７
文
芸
」
（
平
成
加
年
）

「
義
経
風
流
鑑
」
：
・
八
文
字
屋
本
研
究
会
代
表
長
谷
川
強
編
「
八
文
字
屋

本
全
集
第
五
巻
」
（
平
成
６
年
汲
古
書
院
）

「
花
実
義
経
記
」
…
八
文
字
屋
本
研
究
会
代
表
長
谷
川
強
編
「
八
文
字
屋

本
全
集
第
七
巻
」
（
平
成
６
年
汲
古
書
院
）

「
清
和
源
氏
十
五
段
：
．
」
鳥
越
文
蔵
監
修
義
太
夫
節
正
本
刊
行
会
編

『
義
太
夫
節
浄
瑠
璃
未
翻
刻
作
品
集
成
清
和
源
氏
十
五
段
』
（
平
成
昭
年

玉
川
大
学
出
版
部
）

「
風
流
東
海
硯
」
…
八
文
字
屋
本
研
究
会
代
表
長
谷
川
強
編
「
八
文
字
屋

本
全
集
第
十
四
巻
」
（
平
成
９
年
汲
古
書
院
）

「
御
摂
勧
進
帳
」
：
・
古
井
戸
秀
夫
鳥
越
文
蔵
和
田
修
校
註
「
新
日
本

古
典
文
学
大
系
％
江
戸
歌
舞
伎
集
」
（
平
成
９
年
Ⅱ
月
岩
波
書
店
）

「
通
増
安
宅
関
」
．
：
『
近
代
日
本
文
學
大
系
第
十
二
巻
黄
表
紙
集
」
（
昭

和
２
年
國
民
圖
書
株
式
会
社
）

（
田
）
水
島
茂
「
第
八
編
越
中
の
関
所
と
宿
駅
」
（
児
玉
幸
多
監
修
坂
井
誠

一
編
「
地
方
史
研
究
叢
書
４
近
世
越
中
の
社
会
経
済
構
造
」
所
収
昭
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和
別
年
名
著
出
版
）

（
Ⅲ
）
鳥
居
フ
ミ
子
「
勧
進
帳
劇
の
形
成
」
含
日
本
文
学
」
乃
号
平
成
２
年
）

（
旧
）
飯
塚
恵
理
人
「
幽
玄
へ
の
い
ざ
な
い
十
一
《
安
宅
》
解
釈
の
変
遷
ｌ
富

樫
は
な
ぜ
義
経
一
行
を
通
し
た
の
か
」
（
『
紫
明
」
肥
号
、
平
成
朗
年
）

（
略
）
今
尾
哲
也
「
伝
承
の
崩
壊
ｌ
富
樫
の
名
乗
り
ぜ
り
ふ
を
中
心
に
ｌ
」

（
「
テ
ア
ト
旦
５
１
７
号
昭
和
例
年
テ
ァ
ト
ロ
社
）

（
Ⅳ
）
高
桑
い
づ
み
「
第
三
回
能
「
安
宅
」
（
こ
こ
（
「
日
本
の
伝
統
芸
能
」

（
肥
）
言
冒
受
言
言
弓
●
言
日
呉
め
巨
唱
己
２
頁
「
ま
る
ご
と
・
こ
ま
つ
・
旅
ナ
ビ
」

平
成
師
年
１
月
皿
日
閲
覧

高
桑
い
づ
み
「
第
三
回
能

平
成
岨
年
日
本
放
送
協
会
）
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