
八文字屋本『風流宇治頼政』の典拠 :
藤原作太郎の指摘を手がかりに

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2017-10-03

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/2297/17457URL



八
文
字
屋
本
『
風
流
宇
治
頼
政
』
の
典
拠

藤
岡
作
太
郎
の
指
摘
を
手
が
か
り
に

福

島

万
葉
子
（
礎
稿
作
成
）

木

越

治
（
校
閲
訂
正
）

金
沢
出
身
の
国
文
学
者
、
藤
岡
作
太
郎
の
『
近
代
小
説
史
』
は
、
明
治
３８
〜

３９
年
に
か
け
て
、
東
京
帝
国
大
学
に
お
い
て
江
戸
文
学
史
を
講
じ
た
と
き
の
講

義
録
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
作
太
郎
没
後
の
大
正
６
年
に
『
東
圃
遺
稿
』

第
四
巻
と
し
て
大
倉
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

こ
の
な
か
に
、

享
保
五
年
風
流
宇
治
頼
政
出
づ
。
之
は
前
年
清
水
三
郎
兵
衛
作
の
頼
政
歌

道
扇
、
及
び
古
浄
瑠
璃
宇
治
加
賀
掾
の
源
三
位
頼
政
よ
り
出
で
し
な
ら
ん
。

尚
ほ
其
の
後
同
九
年
に
浄
瑠
璃
に
頼
政
追
善
芝
あ
り
（
二
六
二
〜
三
頁
）

と
い
う
ま
こ
と
に
興
味
深
い
一
節
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
太
郎
の
指

摘
は
、
今
日
の
浮
世
草
子
研
究
に
は
ま
っ
た
く
活
か
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

享
保
五
年
刊
の
時
代
物
浮
世
草
子
『
風
流
宇
治
頼
政
』（
作
者
は
江
島
其
磧
）

は
、
八
文
字
屋
本
研
究
会
編
『
八
文
字
屋
本
全
集

第
八
巻
』（
汲
古
書
院

平
成
７
年
３
月
刊
）
に
は
じ
め
て
翻
刻
さ
れ
た
。
私
ど
も
の
時
代
物
浮
世
草
子

研
究
会
（
注
１
）
で
最
初
に
取
り
上
げ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
の
輪
読
会
で
の
成

果
は
、
高
島
要
氏
に
よ
っ
て
、
五
回
に
わ
た
る
連
載
注
釈
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
（
注
２
）。

研
究
会
の
折
り
の
調
査
及
び
そ
れ
以
後
に
判
明
し
た
と
こ
ろ
を
あ
わ
せ
て
み

て
も
、
年
表
や
出
版
広
告
の
類
を
除
け
ば
、
藤
岡
作
太
郎
以
前
に
こ
の
作
品
に

触
れ
た
記
述
は
存
在
し
な
い
と
断
定
し
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
（
注
３
）。

作
太
郎
以
後
で
は
、
潁
原
退
蔵
氏
の
「
浮
世
草
子
概
説
」（『
潁
原
退
蔵
著
作

集
』
第
１８
巻
所
収
、
京
都
帝
国
大
学
に
お
け
る
昭
和
６
年
度
の
講
義
録
）
に

享
保
五
年
刊
ノ
『
風
流
宇
治
頼
政
』
ヲ
享
保
四
年
ノ
清
水
三
郎
兵
衛
ノ
『
頼

政
歌
道
扇
』
ニ
ヨ
ル
ト
シ
タ
レ
ド
三
郎
兵
衛
ノ
右
ノ
正
本
ナ
ド
ハ
全
ク
伝

ハ
ラ
ナ
イ
ノ
ダ
カ
ラ
ド
ウ
シ
テ
関
係
ガ
ア
ル
ト
イ
ツ
タ
カ
分
カ
ラ
ナ
イ

と
述
べ
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
程
度
で
あ
る
が
、
潁
原
氏
は
、
せ
っ
か
く
作
太

郎
が
書
名
ま
で
挙
げ
て
言
及
し
て
い
る
の
に
、
原
本
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う

だ
け
の
理
由
で
く
わ
し
く
検
討
す
る
こ
と
も
な
く
否
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

作
太
郎
の
挙
げ
て
い
る
の
が
、
享
保
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
浄
瑠
璃
『
宇
治
頼

政
歌
道
扇
』（
作
者
伊
藤
流
枝
・
清
水
二
良
兵
衛
）
で
あ
り
、
版
本
が
、
東
京

芸
術
大
学
音
楽
学
部
、
東
京
大
学
霞
亭
文
庫
、
松
竹
大
谷
図
書
館
等
に
所
蔵
さ
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れ
て
い
る
こ
と
を
、
今
日
我
々
は
、『
国
書
総
目
録
』
等
に
よ
っ
て
簡
単
に
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
種
の
書
目
の
乏
し
か
っ
た

時
代
の
こ
と
を
と
や
か
く
非
難
す
べ
き
で
は
な
い
と
は
思
う
も
の
の
、
あ
ま
り

に
も
す
げ
な
い
扱
い
方
で
あ
る
と
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
？

作
太

郎
が
早
世
し
た
こ
と
が
こ
う
い
う
態
度
を
取
ら
せ
る
原
因
で
あ
ろ
う
か
、
な
ど

と
い
ら
ぬ
穿
鑿
を
し
た
く
も
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
潁
原
氏

の
こ
う
い
う
態
度
も
関
係
し
て
か
、
今
日
の
八
文
字
屋
本
浮
世
草
子
研
究
の
基

本
文
献
と
言
う
べ
き
長
谷
川
強
氏
の
大
著
『
浮
世
草
子
の
研
究
―
八
文
字
屋
本

を
中
心
と
す
る
』（
桜
楓
社
、
昭
和
４４
年
３
月
刊
）
を
ひ
も
と
い
て
み
て
も
、『
風

流
宇
治
頼
政
』
の
名
は
わ
ず
か
に
巻
末
年
表
の
な
か
に
一
行
記
載
さ
れ
る
だ
け

で
、
本
文
中
に
は
梗
概
の
記
述
さ
え
な
い
の
で
あ
る
。

わ
ず
か
に
、
篠
原
進
氏
の
労
作
「
八
文
字
屋
本
一
覧
」（『
叢
書
江
戸
文
庫
・

八
文
字
屋
集
』
国
書
刊
行
会

昭
和
６３
年
４
月
刊
）
に
、
こ
の
『
風
流
宇
治
頼

政
』
の
典
拠
と
し
て
、『
歌
舞
伎
年
表
』
享
保
二
年
の
条
に
出
る
「
駒
ノ
嘶
ク

宇
治
川
ノ
波
」
を
あ
げ
て
い
る
例
を
発
見
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
以
下
に
、
篠

原
氏
の
挙
げ
る
『
歌
舞
伎
年
表
』
享
保
二
年
の
記
事
を
そ
の
ま
ま
引
い
て
お
く
。

○
二
月
十
二
日

京

早
雲
座

三
の
替
わ
り
、
京
右
衛
門
追
善
「
け
い
せ

い
浅
間
嶽
」（
略
）

二
番
目
、「
駒
ノ
嘶
ク
宇
治
川
の
波
」。
高
倉
宮
（
芳
澤
千
菊
）、
頼
政
・

北
国
屋
又
三
郎
（
染
右
衛
門
）、
頼
政
娘
立
田
前
（
初
瀬
）、
亂
曲
軽
業
獅

子
の
所
作
。
田
原
又
太
郎
（
藤
川
金
十
郎
）、
足
利
彌
太
六
（
坂
東
又
十

郎
）、
女
房
う
ら
ば
（
山
村
歌
之
助
）、
下
人
仁
三
郎
（
茂
平
次
）

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
情
報
で
は
、
先
行
す
る
頼
政
も
の
の
歌
舞
伎
作
品
で
あ

る
と
い
う
以
外
に
あ
え
て
『
風
流
宇
治
頼
政
』
と
の
関
連
を
指
摘
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
必
然
性
は
見
い
出
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
作
太
郎
が
指
摘
し
て
い
る
『
宇
治
頼
政
歌
道
扇
』
と

の
関
連
を
検
討
し
て
み
る
の
が
筋
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
両
者
の
比
較
を
中
心
に
、『
風
流
宇
治
頼
政
』
の
典
拠
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
が
、
巻
末
の
人
物
対
照
表
を
み
て
い
た
だ
け
ば
わ
か

る
よ
う
に
、『
宇
治
頼
政
歌
道
扇
』（
以
下
『
歌
道
扇
』
と
略
）
に
頼
政
の
息
子

と
し
て
出
る
「
仲
綱
」
は
、『
風
流
宇
治
頼
政
』（
以
下
『
宇
治
頼
政
』
と
略
）

の
「
兼
綱
」
に
あ
た
る
。
ま
た
、
前
者
で
は
仲
綱
寵
愛
の
遊
女
が
九
条
の
町
の

「
金
山
」
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
六
条
三
筋
町
の
遊
女
「
花

千
代
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
頻
出
す
る
人
物
な
の
で
、
以
下
の
記
述
に
お
い
て
、

い
ち
い
ち
触
れ
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

一

『
宇
治
頼
政
』
で
は
、
平
重
盛
か
ら
源
三
位
頼
政
家
に
託
さ
れ
た
金
が
な
く

な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
物
語
が
動
き
出
す
。

一
と
せ
小
松
の
内
大
臣
殿
病
中
に
。
父
三
位
の
入
道
を
ま
ね
き
。
奥
州
の

御
知
行
所
。
気
仙
郡
よ
り
金
三
万
両
取
よ
せ
ら
れ
。
御
ぼ
だ
い
の
た
め
。

大
唐
の
育
王
山
へ
便
を
も
つ
て
渡
し
て
く
れ
よ
。
御
ぼ
だ
い
金
三
万
両
を

父
上
に
あ
づ
け
置
れ
世
を
去
給
ひ
ぬ
。（
一
ノ
一
）

重
盛
が
病
平
癒
の
た
め
の
菩
提
金
を
育
王
山
に
送
っ
た
と
い
う
話
は
、『
源
平

盛
衰
記
』
巻
第
十
一
〈
育
王
山
送
金
事
〉
や
『
平
家
物
語
』
巻
三
〈
金
渡
〉
に

出
て
有
名
で
あ
る
。

安
元
の
比
ほ
ひ
、
鎮
西
よ
り
妙
典
と
い
ふ
船
頭
を
め
し
の
ぼ
せ
、
人
を
遙
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に
の
け
て
御
対
面
あ
り
。
金
を
三
千
五
百
両
め
し
よ
せ
て
、「
汝
は
大
正

直
の
者
で
あ
ん
な
れ
ば
、
五
百
両
を
ば
汝
に
た
ぶ
。
三
千
両
を
宋
朝
へ
渡

し
、
育
王
山
へ
ま
い
ら
せ
て
、
千
両
を
僧
に
ひ
き
、
二
千
両
を
ば
御
門
へ

ま
い
ら
せ
、
田
代
を
育
王
山
へ
申
よ
せ
て
、
我
後
世
と
ぶ
ら
は
せ
よ
」
と

ぞ
の
給
け
る
。（
引
用
は
『
平
家
物
語
』
に
よ
る
）

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
で
は
、
頼
政
と
は
無
関
係
の
、
重
盛
の
信
仰

心
の
篤
さ
を
示
す
独
立
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

が
、『
歌
道
扇
』
で
は
、『
宇
治
頼
政
』
同
様
、「
小
松
の
内
府
重
盛
公
」
が

「
日
を
お
つ
て
衰
へ
」
て
い
く
た
め
、「
源
三
位
頼
政
の
嫡
子
権
太
郎
仲
綱
」
に

「
黄
金
三
千
枚
」
を
渡
し
た
う
え
で
、

重
盛
が
臨
終
も
、
今
明
日
に
き
は
ま
つ
て
あ
す
の
夜
迄
は
不
定
の
命
、
我

過
行
な
ば
、
肥
前
の
国
へ
立
こ
へ
、
唐
船
の
便
り
を
待
、
唐
土
育
王
山
へ

遣
し
重
盛
が
跡
と
ふ
ら
は
せ
よ
（
第
一
）

と
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
金
額
が
一
桁
ち
が
っ
た
り
、
託
す
相
手
が
一
方
は

父
、
他
方
は
息
子
と
い
う
よ
う
な
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
基
本
的
な
設
定
は

両
者
に
共
通
す
る
。

さ
て
、『
宇
治
頼
政
』
で
は
、
重
盛
か
ら
預
か
っ
た
三
万
両
が
な
く
な
っ
た

こ
と
を
聞
き
つ
け
た
平
家
方
か
ら
「
越
中
の
前
司
盛
俊
」「
高
橋
判
官
長
綱
」
の

二
人
が
使
者
と
し
て
や
っ
て
き
て
、
そ
の
理
由
を
詮
議
す
る
。
家
臣
の
唱
は
兼

綱
の
傾
城
狂
い
の
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
、
そ
ば
に
い
た
兼
綱
も
こ
れ
を
認
め

て
、
大
事
な
お
金
を
使
い
込
ん
だ
罪
に
は
い
つ
で
も
服
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
、

次
の
よ
う
に
語
る
。

只
今
家
来
が
申
通
。
わ
た
く
し
若
気
の
至
り
と
て
。
跡
さ
き
の
く
ゝ
り
も

な
く
。
此
四
五
年
此
か
た
に
凡
十
万
両
も
つ
か
ひ
つ
ぶ
し
。
今
に
て
は
臍

を
か
ん
で
悔
て
も
か
へ
ら
ぬ
仕
合
。
い
か
や
う
共
御
越
度
仰
付
ら
る
べ
し
。

少
も
お
う
ら
み
こ
れ
な
し
。（
二
ノ
三
）

と
い
う
具
合
で
あ
る
。

一
方
、『
宇
治
歌
道
扇
』
で
は
、「
郎
等
六
条
の
介
信
」
が
平
家
か
ら
の
使
者

の
応
対
に
あ
た
る
。
が
、
彼
は
か
ね
て
か
ら
兼
綱
の
素
行
に
不
審
感
を
持
っ
て

い
た
た
め
「
上
意
の
段
御
尤
も
」
と
述
べ
て
、

主
人
権
太
郎
に
は
い
つ
ぞ
の
程
よ
り
九
條
の
町
に
行
通
ひ
、
傾
城
狂
ひ
め

さ
れ
遊
興
に
身
を
投
う
た
る
ゝ
故
、
某
色
々
申
て
も
聞
分
け
も
な
く
御
知

行
迄
、
色
狂
ひ
に
打
こ
ま
れ
し
な
ハ
ア
と
い
ふ
て
も
せ
ふ
こ
と
な
い
（
第

二
）

と
い
う
ふ
う
に
、
主
仲
綱
の
傾
城
狂
い
を
使
者
に
告
げ
口
し
て
し
ま
う
。
そ
こ

へ
、
仲
綱
が
遊
郭
か
ら
帰
っ
て
き
た
の
で
、
使
者
は
、

九
條
の
町
に
て
遊
君
を
あ
い
し
、
昼
夜
の
酒
宴
紛
れ
な
し
、
小
松
殿
の
御

ぼ
だ
い
の
為
…
…
遊
興
も
き
ん
ぜ
い
と
、
天
下
一
統
ふ
れ
ら
る
ゝ
所
に
法

を
背
く
仲
綱
…
…
今
日
中
に
彼
黄
金
六
は
ら
へ
持
参
し
、
右
の
誤
り
一
々

に
申
ひ
ら
き
致
す
べ
き
と
の
上
意
（
第
二
）

と
仲
綱
の
不
行
跡
を
と
が
め
る
。
こ
れ
に
対
し
、
仲
綱
は
、

若
気
の
至
り
九
条
の
町
に
通
ひ
、
既
是
成
遊
君
に
な
づ
み
一
夜
が
二
夜
十

夜
が
百
夜
を
度
重
り
、
…
…
今
の
我
身
の
な
ん
ぎ
と
成
と
は
わ
き
ま
へ
ぬ

色
の
道
、
御
ぼ
だ
い
の
黄
金
も
は
や
先
達
て
つ
か
ひ
捨
候
、
…
…
某
、
六

波
羅
殿
へ
参
つ
て
も
是
外
に
申
義
な
し
、
は
や
な
は
か
け
て
引
れ
よ
と
大

小
ぬ
い
て
投
出
し
、
か
く
ご
を
極
め
し
も
の
ゝ
ふ
の
心
（
第
二
）

と
、
傾
城
狂
い
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
か
く
さ
ず
に
告
白
し
、
は
や
く
な
わ
に

か
け
て
く
れ
、
と
使
者
に
対
し
て
素
直
に
罪
に
服
す
る
覚
悟
を
述
べ
る
の
で
あ
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る
。『

宇
治
頼
政
』
で
は
唱
が
兼
綱
の
心
底
を
知
っ
た
う
え
で
、
彼
の
傾
城
狂
い

を
使
者
に
語
る
の
に
対
し
て
、『
歌
道
扇
』
の
介
信
は
、
仲
綱
が
単
に
傾
城
に

狂
っ
て
い
る
だ
け
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
頼
政
の
息
子

が
傾
城
狂
い
を
装
っ
て
源
氏
方
の
た
め
に
軍
資
金
を
用
意
す
る
と
い
う
趣
向
は

完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

次
に
、
彼
ら
の
真
意
が
明
か
さ
れ
る
く
だ
り
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

『
宇
治
頼
政
』
で
は
、
兼
綱
が
平
家
に
連
れ
て
行
か
れ
た
の
は
唱
の
讒
言
の

せ
い
だ
と
し
て
恨
み
怒
る
競
を
、
唱
が
次
の
よ
う
に
説
得
す
る
。

兼
綱
公
に
も
御
合
点
に
て
、
御
身
に
引
う
け
覚
悟
に
て
、
平
家
へ
御
出
あ

り
し
也
。
そ
の
ひ
け
か
た
の
い
は
く
と
い
ふ
は
、
高
倉
の
宮
以
仁
親
王
御

む
ほ
ん
を
お
ぼ
し
め
し
た
ち
、
主
君
頼
政
を
御
た
の
み
あ
る
に
よ
つ
て
、

三
位
入
道
御
同
心
あ
つ
て
、
二
三
年
此
か
た
密
々
に
陰
謀
の
企
あ
り
。
当

時
平
家
さ
か
ん
な
れ
ば
、
不
勢
に
て
は
大
望
達
し
が
た
し
。
諸
国
の
源
氏

を
も
よ
ほ
さ
ん
と
、
新
宮
十
郎
を
使
と
し
て
国
々
へ
ま
は
し
、
武
具
馬
具

兵
粮
、
又
は
源
家
の
残
党
の
牢
人
ど
も
を
、
何
百
人
か
か
く
し
て
扶
持
し

た
ま
ふ
ゆ
へ
、
大
分
の
金
銀
人
し
れ
ず
入
事
也
。
去
に
よ
つ
て
平
家
の
も

の
共
に
、
金
銀
入
用
の
わ
け
を
と
は
れ
、
返
答
に
こ
ま
り
、
さ
い
わ
い
、

此
ご
ろ
傾
国
へ
か
よ
は
る
ゝ
を
、
究
竟
の
事
と
お
も
ひ
、
申
た
て
に
し
て
、

若
殿
ば
か
り
罪
に
お
と
せ
ば
、
頼
政
入
道
も
此
家
も
つ
ゝ
が
な
し
。（
二

ノ
三
）

こ
れ
に
よ
っ
て
、
高
倉
宮
以
仁
王
を
中
心
と
す
る
反
平
家
軍
蜂
起
の
た
め
に
必

要
な
軍
資
金
を
、
兼
綱
が
傾
城
狂
い
を
口
実
に
し
て
調
達
し
た
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

『
歌
道
扇
』
で
は
、
仲
綱
が
平
家
の
使
者
に
捕
え
ら
れ
た
あ
と
、
愛
妾
金
山

が
、
後
か
ら
駆
け
つ
け
て
き
た
鹿
蔵
を
「
御
主
人
の
御
な
ん
ぎ
、
そ
ち
は
ど
こ

に
進
か
く
れ
、
お
め
�
�
見
の
が
す
お
く
病
者
」（
第
二
）
と
な
じ
り
、
そ
れ

に
対
し
て
、
鹿
蔵
（
実
は
競
）
が
、

今
の
こ
な
た
の
心
底
を
見
届
け
し
上
は
何
か
包
ま
ん
、
仲
綱
様
の
御
身
の

上
は
か
さ
ね
て
の
か
く
ご
御
父
頼
政
を
御
相
談
な
さ
れ
て
の
こ
と
、
清
盛

入
道
悪
逆
超
過
し
、
我
娘
ば
ら
の
王
子
二
の
宮
を
位
に
付
、
其
身
は
太
政

大
臣
に
経
あ
が
る
こ
と
第
二
の
王
子
高
倉
の
宮
い
き
ど
ほ
り
安
か
ら
ず
、

頼
政
父
子
を
御
頼
に
な
さ
れ
御
む
ほ
ん
を
お
こ
さ
る
ゝ
と
い
へ
共
、
…
…

仲
綱
に
三
千
枚
の
黄
金
渡
さ
る
ゝ
こ
と
、
く
つ
き
や
う
一
と
其
黄
金
を
以

て
、
諸
国
に
か
く
る
ゝ
源
氏
の
武
士
を
招
き
あ
つ
め
て
、
武
具
馬
具
弓
矢

の
用
意
の
代
に
こ
と
〃
く
配
分
有
て
、
も
し
は
清
盛
是
を
と
が
め
ば
遊
興

お
り
に
つ
か
ひ
な
く
せ
し
と
、
我
身
一
人
身
を
沈
め
ば
御
謀
反
の
筋
も
顕

は
す
ま
じ
と
の
計
略
に
よ
つ
て
の
と
角
申
某
も
此
度
一
味
れ
ん
判
の
武
士
、

渡
部
の
何
が
し
競
と
申
浪
人
者
（
第
二
）

と
い
う
ふ
う
に
述
べ
、
や
は
り
仲
綱
の
傾
城
狂
い
が
口
実
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を

語
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
担
当
す
る
人
物
が
異
な
る
と
は
い
え
、
基
本
的
な
趣
向

が
完
全
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

兼
綱
・
仲
綱
と
も
に
、『
世
界
綱
目
』
の
「
頼
政
」
世
界
に
登
録
さ
れ
て
い

る
人
物
で
あ
る
が
、
金
山＝

花
千
代
に
あ
た
る
人
物
は
『
世
界
綱
目
』
に
は
み

え
な
い
。
こ
の
ふ
た
り
を
軸
に
し
て
軍
資
金
調
達
の
苦
心
が
語
ら
れ
る
と
い
う
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展
開
は
、
ど
う
や
ら
『
歌
道
扇
』
と
『
宇
治
頼
政
』
だ
け
に
限
ら
れ
る
趣
向
と

考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

二

『
宇
治
頼
政
』
四
の
三
で
は
、
花
千
代
は
平
宗
盛
の
愛
妾
「
池
田
風
呂
の
ゆ

や
」
の
下
女
「
山
の
井
」
に
身
を
や
つ
し
て
い
る
。
宗
盛
の
も
と
に
あ
る
頼
政

家
の
家
宝
を
奪
い
返
そ
う
と
す
る
た
め
の
策
略
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
事
情
を

知
ら
な
い
兼
綱
が
宗
盛
に
ま
つ
わ
り
つ
か
れ
て
い
る
花
千
代＝

山
の
井
を
見
つ

け
て
驚
く
場
面
が
あ
る
。

先
何
か
な
し
に
手
づ
け
に
。
頬
す
り
と
出
ら
れ
け
る
を
。
勝
手
の
ふ
す
ま

か
ら
の
ぞ
ひ
て
ゐ
て
。
姫
君
し
め
笑
ひ
に
し
た
ま
ふ
を
何
か
す
る
ぞ
と
。

兼
綱
か
は
つ
て
の
ぞ
ひ
て
見
給
へ
ば
。
山
の
井
と
い
ふ
て
。
宗
盛
が
な
ぶ

り
物
に
す
る
は
。
我
と
子
中
ま
で
な
し
た
る
花
千
代
な
れ
ば
。
大
き
に
肝

を
つ
ぶ
し
。（
四
ノ
三
）

と
い
う
具
合
で
あ
る
が
、『
歌
道
扇
』
で
も
、
同
様
に
仲
綱
が
追
放
に
な
っ
た

あ
と
、
金
山
は
「
此
屋
の
下
女
と
さ
ま
を
か
へ
水
師
つ
と
め
て
は
う
だ
い
の
、

き
げ
ん
と
く
茶
酌
と
り
」（
三
段
）
と
あ
っ
て
、「
銀
が
し
の
身
で
世
を
わ
た
る

舟
橋
屋
の
瀬
平
」
の
も
と
で
「
お
竹
」
と
い
う
下
女
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、

屋
敷
に
忍
び
込
ん
だ
仲
綱
と
偶
然
再
会
し
、
仲
綱
が
忍
び
込
ん
で
い
る
こ
と
を

悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
瀬
平
に
以
下
の
よ
う
に
色
仕
掛
け
で
迫
る
。

（
お
竹
は
）
し
な
だ
れ
か
ゝ
れ
ば
恥
し
げ
に
、
だ
ん
な
さ
ん
と
云
こ
と
は
、

う
そ
恥
か
し
い
こ
こ
で
、
そ
れ
が
ま
あ
人
が
見
る
物
…
…
（
瀬
平
は
）
手

を
取
て
、
引
ず
り
行
ん
と
す
る
体
（
第
三
）

こ
れ
を
、
仲
綱
が
「
戸
の
す
き
ま
よ
り
」
見
て
、

む
つ
と
せ
き
立
声
は
り
上
、
邪
の
あ
つ
き
は
身
を
売
て
、
其
念
力
の
道
も

さ
が
し
き
剣
の
山
の
上
に
恋
し
き
人
を
、
エ
ヽ
あ
ほ
ら
し
い
（
第
三
）

と
嫉
妬
し
、
怒
り
狂
う
と
い
う
趣
向
は
、
両
者
同
じ
で
あ
り
、『
宇
治
頼
政
』
が

『
歌
道
扇
』
に
倣
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

『
宇
治
頼
政
』
で
は
、
こ
の
あ
と
、
花
千
代
と
兼
綱
の
許
婚
者
ち
く
さ
の
前

と
の
女
同
士
の
意
地
の
張
り
合
い
と
い
う
趣
向
が
展
開
し
て
い
く
が
、
こ
れ
は

『
歌
道
扇
』
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、
其
磧
独
自
の
趣
向
と
み
な
し
う
る
も

の
で
あ
る
。
た
だ
、「
ち
く
さ
の
前
」
は
田
原
の
又
太
郎
の
妹
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、『
歌
道
扇
』
の
方
で
も
、「
田
原
の
又
太
郎
殿
妹
子
と
権
太
郎

と
は
言
名
付
有
御
一
家
」（
第
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
仲
綱
の
許
婚
で

田
原
の
又
太
郎
の
妹
で
あ
る
女
性
が
存
在
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
ち
ら
に

は
名
前
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
遊
女
に
入
れ
込
む
仲
綱
を
戒
め
る
又
太
郎
の

言
葉
の
な
か
に
出
る
だ
け
の
軽
い
存
在
で
あ
る
が
、『
歌
道
扇
』
と
関
係
あ
る

人
物
の
ひ
と
り
に
数
え
て
よ
か
ろ
う
。

『
宇
治
頼
政
』
と
『
歌
道
扇
』
の
関
係
の
深
さ
を
示
す
例
と
し
て
、
人
物
関

係
以
外
に
も
、
以
下
の
よ
う
な
諺
の
使
用
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
「
子
を
捨
る
藪
は
あ
れ
ど
も
身
を
捨
る
藪
は
な
し
」（『
宇
治
頼
政
』
三
ノ

二
）

○
「
子
を
捨
つ
る
や
ぶ
は
あ
れ
ど
身
を
す
つ
る
藪
は
な
し
」（『
歌
道
扇
』
第

二
）

○
「
あ
の
お
子
の
母
御
さ
ま
な
ら
鳶
が
鷹
じ
や
」（『
宇
治
頼
政
』
三
ノ
二
）

○
「
鳶
が
う
ん
だ
る
た
か
の
爪
」（『
歌
道
扇
』
第
四
）
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使
わ
れ
る
場
面
は
異
な
る
し
、
ど
ち
ら
も
、
た
と
え
ば
『
毛
吹
草
』（
寛
永
十

五
年
序
）
に
「
子
を
す
つ
れ
ど
も
身
を
す
つ
る
や
ぶ
は
な
し
」、「
と
び
も
た
か

う
む
」
等
と
出
て
い
て
一
般
的
に
も
よ
く
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、

両
者
の
関
係
の
深
さ
を
側
面
か
ら
支
持
す
る
例
に
は
な
ろ
う
。

『
宇
治
頼
政
』
の
構
想
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、『
歌
道
扇
』
以
外
に
も
、「
頼

政
」
を
世
界
と
す
る
『
平
家
物
語
』『
源
平
盛
衰
記
』
か
ら
謡
曲
・
古
浄
瑠
璃
・

絵
入
り
狂
言
本
等
に
お
け
る
登
場
人
物
・
場
面
・
話
の
展
開
等
を
整
理
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
作
太
郎
の
指
摘
の
な
か
に
も
、『
宇
治
頼
政
歌
道
扇
』
の
他

に
宇
治
加
賀
掾
の
『
源
三
位
頼
政
』（
活
字
あ
り
）
や
享
保
九
年
の
浄
瑠
璃
『
頼

政
追
善
芝
』（
未
翻
刻
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
他
に
、

先
行
す
る
八
文
字
屋
本
『
風
流
�
平
家
』（
正
徳
五
年
刊
）
と
の
関
係
も
み
て

お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
藤
岡
作
太
郎
の
指
摘
す
る
と

こ
ろ
に
導
か
れ
て
、
未
翻
刻
の
浄
瑠
璃
作
品
『
宇
治
頼
政
歌
道
扇
』
と
の
関
係

だ
け
に
し
ぼ
っ
て
述
べ
る
に
と
ど
め
た
。
不
足
す
る
点
は
他
日
を
期
し
た
い
と

思
う
。
本
来
な
ら
ば
、『
宇
治
頼
政
歌
道
扇
』
の
翻
刻
本
文
を
提
供
す
る
こ
と

が
、
も
っ
と
も
有
益
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
間
も
ス
ペ
ー
ス
も
な
い
た
め
、

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
紹
介
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
大
方
の
了
解
を
乞
う
次
第

で
あ
る
。

付
記本

稿
の
基
本
的
な
情
報
は
、
平
成
十
八
年
三
月
に
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科

を
修
了
し
た
福
島
万
葉
子
氏
の
修
士
論
文
「
其
磧
『
風
流
宇
治
頼
政
』
の
構
想
」

に
拠
っ
て
い
る
。
藤
岡
作
太
郎
の
『
近
代
小
説
史
』
に
お
け
る
指
摘
や
、
潁
原

退
蔵
の
言
及
等
は
、
す
べ
て
福
島
氏
の
調
査
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
認
さ
れ
た

も
の
で
、
そ
の
一
端
は
、
北
國
新
聞
平
成
十
八
年
三
月
十
二
日
付
紙
面
で
も
紹

介
さ
れ
た
。

全
体
は
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
に
し
て
１５０
枚
以
上
に
及
ぶ
論
文
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
か
ら
、『
宇
治
頼
政
歌
道
扇
』
に
か
か
わ
る
部
分
の
み
を
抜
き
出
し
、

ほ
ぼ
全
面
的
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

福
島
氏
は
、
大
学
院
修
了
後
教
職
に
就
い
て
お
り
、
現
在
の
勤
務
校
で
多
忙

な
日
々
を
す
ご
し
て
い
る
た
め
、
改
稿
や
推
敲
に
多
く
の
時
間
を
割
く
余
裕
が

な
い
と
の
こ
と
で
、
た
び
た
び
の
慫
慂
に
も
か
か
わ
ら
ず
論
文
執
筆
を
断
念
し
、

扱
い
を
当
方
に
一
任
さ
れ
た
の
で
、
や
む
な
く
こ
う
い
う
処
置
を
と
っ
た
も
の

で
あ
る
。

た
ま
た
ま
、
私
は
、
昨
年
よ
り
、
藤
岡
作
太
郎
日
記
の
解
読
を
す
す
め
て
お

り
（
そ
の
き
っ
か
け
は
、
福
島
氏
の
こ
の
論
文
を
指
導
し
た
こ
と
に
よ
る
）、

ま
た
、
全
く
偶
然
の
こ
と
な
が
ら
、
上
田
正
行
先
生
も
、
昨
年
よ
り
本
学
紀
要

に
、
作
太
郎
の
学
生
時
代
の
文
集
で
あ
る
「
我
尊
会
文
集
」
の
翻
刻
を
連
載
し

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
生
の
退
官
に
あ
た
っ
て
の
論
文
集
に
、
作
太
郎
に
ち

な
ん
だ
も
の
を
掲
載
す
る
の
は
、
意
義
あ
る
こ
と
と
思
い
、
異
例
の
形
式
で
は

あ
る
が
、
福
島
氏
の
了
解
を
得
た
う
え
で
、
こ
の
よ
う
な
掲
載
の
し
か
た
に
ふ

み
き
っ
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
が
今
後
の
浮
世
草
子
研
究
に
活
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
藤
岡
作
太
郎
の

文
学
史
研
究
の
意
義
の
見
直
し
に
つ
な
が
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

注
１

時
代
物
浮
世
草
子
研
究
会
（
木
越
治
・
木
越
秀
子
・
高
島
要
・
高
橋
明
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彦
・
村
戸
弥
生
）「
多
田
南
嶺
『
龍
都
俵
系
図
』
注
釈
（
１
）」（
北
陸

古
典
研
究

第
１４
号

平
成
１１
年
１０
月
）
巻
頭
に
付
し
た
「
時
代
物
浮

世
草
子
研
究
会
縁
起
」（
文
責

木
越
）
に
発
足
の
経
緯
と
１
９
９
９

年
当
時
ま
で
の
状
況
を
記
し
て
あ
る
。
以
後
、『
龍
都
俵
系
図
』
の
注

釈
を
高
橋
明
彦
氏
の
担
当
で
『
北
陸
古
典
研
究
』
１４
号
〜
１８
号
に
連
載
、

『
勧
進
能
舞
台
桜
』
を
木
越
の
担
当
で
『
金
沢
大
学
文
学
部
紀
要
・
語

学
文
学
編
』
第
２１
号
〜
第
２４
号
に
連
載
、『
風
流
宇
治
頼
政
』
は
注
２

に
記
す
と
お
り
で
あ
る
。
他
に
、
公
刊
し
て
い
な
い
注
釈
と
し
て
、『
都

鳥
妻
恋
笛
』
と
『
花
襷
巌
流
島
』
が
残
っ
て
い
る
。
以
上
の
五
作
品
を

読
み
終
え
た
と
こ
ろ
で
こ
の
研
究
会
は
一
応
終
了
し
た
か
た
ち
に
な
っ

て
い
る
。

注
２

高
島
要
・
木
越
治
・
高
橋
明
彦
・
木
越
秀
子
・
杉
本
紀
子
「『
風
流
宇

治
頼
政
』
注
釈
（
一
〜
五
・
完
）」『
石
川
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』

第
３４
・
３６
・
３７
・
３８
・
４０
号

平
成
１４
年
〜
２０
年
。

注
３
『
八
文
字
屋
本
全
集

第
八
巻
』
の
解
題
も
、
書
誌
事
項
に
つ
い
て
記

す
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
宇
治
頼
政
歌
道
扇
』
と
い
う
書
名
だ
け

な
ら
ば
、『
世
界
綱
目
』
の
な
か
に
、「
頼
政
」
の
世
界
を
扱
う
演
劇
作

品
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
は
い
る
。
ち
な
み
に
、『
世
界
綱
目
』

で
「
頼
政
」
の
世
界
を
扱
う
作
品
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
書
目
は
、

こ
の
他
、「
頼
政
」
と
「
頼
政
追
善
芝
」
の
三
種
で
あ
る
。

『
風
流
宇
治

頼
政
』

『
源
平
盛
衰

記
』
な
ど
『
世
界
綱
目
』
『
扇
の
芝
』

『
宇
治
頼
政

歌
道
扇
』

『
風
流
�平

家
』

○
源
判
官
兼
綱

○

○

○

○
仲
綱

×

○
花
千
代

×

×

×

○
金
山

×

○
龍
田
の
前

×

×

○
龍
田
の
前

×

×

●
下
河
辺
藤

三
清
常

○

×

×

●
六
条
の
介
信

×

○
木
津
の
弥

太
六

×

×

○
き
づ
の
里
に

足
利
ノ
彌
太
六

×

×

○
ぼ
た
ん

×

×

○
ぼ
た
ん

×

×

●
六
条
判
官

宗
信

○

○

●
六
条
の
介

大
夫
宗
信

●
六
条
の
介
信

×

○
ち
く
さ
の
前

×

×

×

○（
名
前
は
出
ず
）

○
千
種

○
田
原
又
太

郎

忠
綱

○（
足
利
）

○
田
原

○
田
原

○
田
原

×

『
風
流
宇
治

頼
政
』

『
源
平
盛
衰

記
』
な
ど

『
艶
色
万
歳

頼
政
』
『
扇
の
芝
』

『
宇
治
頼
政

歌
道
扇
』

『
風
流
�平

家
』

宇
治
邸

×

○

○

○
仲
綱
邸

六
条
三
筋
町

×

×

×

○
九
条
の
町

○
六
条
三
筋
町

人
物
対
照
表

― ２０２ ―


