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は
じ
め
に

　
『
将
門
記
』
は
、
将
門
の
最
期
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　

時
に
、
新
皇
、
本
陣
に
帰
る
の
間
、
咲
下
に
立
つ
。
貞
盛
、
秀
郷
等
、

　
　

身
命
を
棄
て
て
力
の
限
り
合
戦
す
。
爰
に
新
皇
甲
冑
を
着
て
、
駿
馬
を

　
　

疾
め
て
躬
自
ら
相
戦
ふ
。
時
に
現
に
天
罰
有
り
て
、
馬
は
風
の
ご
と
く

　
　

飛
ぶ
の
歩
み
を
忘
れ
、
人
は
梨
老
が
術
を
失
へ
り
。
新
皇
は
暗
に
神
鏑

　
　

に
中
り
て
、
終
に
涿
鹿
の
野
に
戦
ひ
て
、
独
り
蚩
尤
の
地
に
滅
び
ぬ
。

　
　

天
下
に
未
だ
将
軍
自
ら
戦
ひ
自
ら
死
す
る
こ
と
は
有
ら
ず
。
誰
か
図
ら

　
　

む
、
少
過
を
糺
さ
ず
し
て
大
害
に
及
ぶ
と
は
。
私
に
勢
を
施
し
て
将
に

　
　

公
の
徳
を
奪
は
む
と
は
。
仍
て
朱
雲
の
人
に
寄
せ
て
、
長
鯢
の
頸
を
刎

　
　

る
。
便
ち
下
野
国
よ
り
解
文
を
副
へ
て
、
同
年
四
月
廿
五
日
を
以
て
、

　
　

其
の
頸
を
言
上
す
。

一
族
と
の
抗
争
の
み
な
ら
ず
国
を
も
相
手
に
反
乱
を
起
こ
し
た
将
門
は
、
常

陸
・
上
野
・
下
野
の
国
府
を
制
圧
し
、
自
ら
を
新
皇
と
称
し
て
関
東
に
勢
力

を
誇
る
。
し
か
し
将
門
討
伐
を
目
的
と
す
る
平
貞
盛
、
藤
原
秀
郷
等
と
の
戦

い
の
末
、
神
の
放
っ
た
鏑
矢
に
当
た
り
、
独
り
北
山
の
陣
に
滅
ぶ
。
天
慶
三

年
（
九
四
〇
）
二
月
十
四
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
年
四
月
二
十
五

日
、
将
門
の
首
は
進
上
さ
れ
た
。

　

時
代
は
下
り
、
中
世
に
成
立
し
た
幾
つ
か
の
作
品
に
は
獄
門
に
梟
け
ら
れ

た
「
将
門
の
首
」
の
話
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
将
門

の
首
に
対
し
て
次
の
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
　

将
門
は
こ
め
か
み
よ
り
ぞ
斬
ら
れ
け
る
俵
藤
太
が
は
か
り
ご
と
に
て

　

将
門
が
俵
藤
太
の
計
略
に
よ
っ
て
こ
め
か
み
を
斬
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
と

い
っ
た
歌
意
で
、
俵
藤
太
と
は
先
の
『
将
門
記
』
本
文
に
名
が
あ
る
将
門
を

討
伐
す
べ
く
戦
っ
た
藤
原
秀
郷
の
こ
と
で
あ
る
。『
今
昔
物
語
集
』
で
は
「
田

原
藤
太
秀
郷
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
（
１
）、
こ
こ
で
は
「
田
原
」
に
「
俵
」

の
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。「
藤
太
」
と
は
藤
原
氏
の
長
男
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
将
門
の
死
後
、秀
郷
の
英
雄
化
が
進
ん
で
い
た
時
代
に
お
い
て
、

藤
太
と
い
え
ば
藤
原
秀
郷
と
連
想
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
（
２
）。「
こ
め

か
み
」
に
「
米
」
を
、「
田
原
」
に
「
俵
」
を
掛
け
、「
は
か
り
」
に
米
を
升

で
量
る
の
意
を
込
め
る
こ
と
で
「
米
」「
俵
」「
量
り
」
を
縁
語
に
す
る
と
い
っ

た
洒
落
と
技
巧
の
利
い
た
和
歌
に
な
っ
て
い
る
。

　

各
作
品
を
見
る
と
、
獄
門
に
梟
け
ら
れ
た
将
門
の
首
に
向
か
っ
て
和
歌
が

平
将
門
の
「
首
」
を
め
ぐ
る
表
現
史
　
―
和
歌
の
示
す
呪
い
と
笑
い

青
　
山
　
歩
　
友
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詠
ま
れ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
和
歌
が
詠
ま
れ
る
前
の
将
門
の

首
の
様
子
、
和
歌
を
詠
む
人
、
そ
し
て
和
歌
を
聞
い
た
後
の
将
門
の
首
の
様

子
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
描
写
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
『
平
治
物
語
』、『
太
平
記
』、『
俵
藤
太
物
語
』、『
将
門
純
友
東

西
軍
記
』
と
い
っ
た
作
品
を
取
り
上
げ
、
描
写
の
変
遷
の
過
程
や
そ
の
特
徴

を
考
察
す
る
。
特
に
将
門
の
首
に
詠
ま
れ
た
和
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
背

景
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
和
歌
を
聞
い
た
将
門
が
笑
う
場
面
に
お
い
て

そ
の
首
が
発
す
る
こ
と
ば
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
い
て
異
な
る
点
に
着
目

し
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
笑
い
の
こ
と
ば
の
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
を
探
り
、

こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
し
て
中
世
期
に
お
け
る
将
門
像
に
晒
さ
れ
た
首
の
描

写
が
い
か
に
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
き
た

い
。

　
　

一
　『
平
治
物
語
』
と
『
太
平
記
』

　

将
門
の
首
の
話
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、成
立
の
早
い
順
に『
平
治
物
語
』、

『
太
平
記
』、『
俵
藤
太
物
語
』、『
将
門
純
友
東
西
軍
記
』
の
四
作
品
で
あ
る
。

　

ま
ず
『
平
治
物
語
』
と
『
太
平
記
』
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

　
『
平
治
物
語
』
は
鎌
倉
前
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
軍
記
物
で
、
上
・
中
・

下
の
全
三
巻
か
ら
成
る
。
そ
の
う
ち
、
古
態
本
で
あ
る
陽
明
本
中
巻
「
長
田

義
朝
を
討
ち
六
波
羅
に
馳
せ
参
る
事
付
け
た
り
大
路
渡
し
て
獄
門
に
梟
け
ら

る
る
事
」
と
、
古
活
字
本
下
巻
「
長
田
、
義
朝
を
討
ち
六
波
羅
に
馳
せ
参
る

事
付
け
た
り
大
路
渡
し
て
獄
門
に
梟
け
ら
る
る
事
」
に
将
門
の
首
の
話
を
確

認
で
き
る
（
３
）。
で
は
両
本
の
本
文
を
見
て
い
く
。（
以
下
、陽
明
本
を（
陽
）、

古
活
字
本
を
（
古
）
と
記
す
場
合
が
あ
る
）

　
　

陽
明
本

　
　
　

昔
、
将
門
が
首
、
獄
門
に
梟
け
ら
れ
た
り
け
る
を
、
藤
六
と
い
ふ
歌

　
　

詠
が
見
て
、

　
　
　
　

将
門
は
こ
め
か
み
よ
り
ぞ
斬
ら
れ
け
る
俵
藤
太
が
は
か
り
ご
と
に

　
　
　
　

て

　
　

と
詠
み
た
り
け
れ
ば
、
こ
の
首
、「
し
い
」
と
ぞ
笑
ひ
け
る
。
二
月
に

　
　

討
た
れ
た
る
首
を
、
四
月
に
持
ち
て
上
り
て
梟
け
た
り
け
る
に
、
五
月

　
　

三
日
に
笑
ひ
け
る
こ
そ
恐
ろ
し
け
れ
。

　
　

古
活
字
本

　
　

或
る
者
此
の
落
書
を
み
て
申
し
け
る
は
、「
昔
将
門
が
頸
を
獄
門
に
懸

　
　

け
ら
れ
た
り
け
る
を
、
藤
六
左
近
と
い
ふ
数
奇
の
者
が
み
て
、

　
　
　
　

将
門
は
米
か
み
よ
り
ぞ
き
ら
れ
け
る
た
は
ら
藤
太
が
は
か
り
こ
と

　
　
　
　

に
て

　
　

と
よ
み
た
り
け
れ
ば
、
し
い
、
と
わ
ら
ひ
け
る
也
。」

　
　
　

将
門
は
桓
武
の
御
子
、
葛
原
親
王
よ
り
五
代
、
上
総
介
高
望
の
孫
、

　
　

良
将
が
子
な
り
。
朱
雀
院
の
御
宇
、承
平
五
年
二
月
に
謀
叛
を
お
こ
し
、

　
　

伯
父
常
陸
大
掾
国
香
を
討
（
つ
）
て
よ
り
、
東
国
を
し
た
が
へ
、
下
総
国

　
　

相
馬
郡
に
都
を
立
て
、
平
親
王
と
自
称
せ
し
が
、
六
年
に
あ
た
（
つ
）
て
、

　
　

天
慶
三
年
二
月
に
藤
原
秀
郷
に
う
た
れ
し
頸
、
四
月
の
末
に
京
着
し
、
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五
月
三
日
に
わ
ら
ひ
し
ぞ
か
し
。
義
朝
も
名
将
な
れ
ば
、
此
の
頸
も
咲

　
　

や
せ
ん
。
秀
郷
、
国
香
が
子
貞
盛
と
共
に
向
（
つ
）
て
せ
め
し
か
ど
も
、

　
　

城
こ
は
う
し
て
落
ち
が
た
か
り
け
れ
ば
、
秀
郷
身
を
や
つ
し
て
ね
ら
ひ

　
　

け
る
が
、
将
門
容
貌
あ
ひ
似
た
る
兵
七
人
伴
（
つ
）
て
、
更
に
主
従
の
儀

　
　

な
き
間
、
す
べ
て
わ
き
ま
へ
が
た
か
り
し
に
、
或
る
時
秀
郷
、
新
米
を

　
　

出
だ
し
た
り
け
る
時
、
将
門
を
見
知
り
て
、
つ
ゐ
に
是
れ
を
う
つ
と
い

　
　

へ
り
。
仍
（
つ
）
て
か
く
よ
む
な
る
べ
し
。

　

獄
門
に
梟
け
ら
れ
た
将
門
の
首
に
対
し
て
、「
藤
六
と
い
ふ
歌
詠
」（
陽
）、

「
藤
六
左
近
と
い
ふ
数
奇
の
者
」（
古
）
が
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
（
傍
線
は
筆

者
に
よ
る
。
以
下
、
同
）。
こ
の
「
藤
六
」
と
は
、
将
門
と
同
時
期
に
生
き

た
平
安
中
期
の
歌
人
、
藤
原
輔
相
（
？
～
九
五
六
か
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、

家
集
『
藤
六
集
』
に
将
門
の
首
に
詠
ま
れ
た
和
歌
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
藤
六
は
本
当
の
和
歌
の
詠
み
人
で
は
な
く
、
詠
み
人
と
し

て
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
藤
六
が
事
物
の
名
を
語

句
に
隠
し
て
詠
み
込
む
物
名
歌
を
得
意
と
し
て
お
り
、
ま
さ
に
物
名
歌
的
と

も
言
え
る
将
門
の
首
へ
の
和
歌
の
詠
み
人
と
し
て
最
適
で
あ
っ
た
た
め
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
「
藤
」
六
と
俵
「
藤
」
太
と
い
う
「
藤
」
の
字
に
よ

る
繋
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
秀
郷
が
将
門
の
首
に
止

め
を
刺
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
構
図
に
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
和
歌
を
聞
い
た
将
門
の
首
は
「
し
い
」
と
笑
う
。「
し
い
」
と
は
あ
ざ

笑
う
際
に
発
す
る
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
将
門
の
首
は
和
歌
の
面

白
さ
に
笑
っ
た
の
で
は
な
い
。
で
は
何
に
対
し
て
笑
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
自

身
の
最
期
を
滑
稽
に
詠
ん
だ
和
歌
に
笑
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
将
門
を
倒
し

た
者
た
ち
に
笑
っ
た
の
か
、
こ
こ
で
は
追
究
し
な
い
が
、
首
が
討
た
れ
た
三

か
月
後
に
笑
っ
た
こ
と
を
陽
明
本
は
「
恐
ろ
し
け
れ
」
と
評
し
て
い
る
よ
う

に
「
し
い
」
と
笑
う
描
写
に
よ
っ
て
将
門
の
恐
ろ
し
さ
が
表
れ
て
い
る
。

　

古
活
字
本
で
は
、和
歌
の
内
容
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

秀
郷
は
将
門
と
七
人
の
影
武
者
た
ち
を
見
分
け
る
の
に
困
難
を
極
め
た
が
、

新
米
を
差
し
出
し
た
時
に
見
分
け
る
こ
と
に
成
功
し
遂
に
将
門
を
討
つ
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
。
新
米
と
こ
め
か
み
と
い
う
言
葉
の
繋
が
り
は
あ
る
が
、

新
米
を
差
し
出
し
て
か
ら
こ
め
か
み
を
斬
る
に
至
っ
た
説
明
と
し
て
は
内
容

に
乏
し
い
よ
う
に
感
じ
る
。
た
だ
、
陽
明
本
よ
り
後
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が

確
実
な
古
活
字
本
に
お
い
て
、
和
歌
を
踏
ま
え
た
陽
明
本
に
は
な
い
話
が
追

加
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
『
平
治
物
語
』
に
お
け
る
将
門
の
首
の
話
に
つ
い
て
見
て
き
た

が
、
将
門
の
首
の
話
の
前
に
描
か
れ
て
い
る
源
義
朝
の
話
に
つ
い
て
も
触
れ

て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
将
門
の
首
の
話
は
獄
門
に
梟
け
ら
れ
た
義
朝
の
首

の
話
の
類
話
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
義
朝
の
首
に
も
次
の
よ
う
な
和
歌
が

詠
ま
れ
て
い
る
。

　
　

下
野
は
木
の
か
み
に
こ
そ
な
れ
に
け
れ
よ
し
と
も
見
え
ぬ
か
け
司
か
な

　

歌
意
と
し
て
は
、
義
朝
は
下
野
守
か
ら
木
の
上
に
首
が
梟
け
ら
れ
て
し

ま
っ
た
、
な
ん
と
も
さ
え
な
い
こ
と
だ
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。「
木
の
か
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み
（
上
）」
に
「
紀
伊
守
」
を
、「
よ
（
良
）
し
と
も
」
に
「
義
朝
」
を
、「
か
け
」

に
首
が
木
に
梟
け
ら
れ
た
こ
と
と
司
（
官
職
）
を
下
野
守
か
ら
紀
伊
守
に
懸

け
替
え
た
こ
と
を
掛
け
て
お
り
、
将
門
の
首
へ
の
和
歌
と
同
様
に
洒
落
と
技

巧
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
和
歌
が
「
札
に
書
き
て
ぞ
立
て

た
り
け
る
」（
陽
）、「
此
の
落
書
」（
古
）
と
落
書
で
あ
る
こ
と
、詠
み
人
は
「
い

か
な
る
あ
と
な
し
者
」（
陽
）、「
い
か
な
る
者
」（
古
）
と
正
体
不
明
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
和
歌
を
聞
い
た
義
朝
の
首
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と

を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
義
朝
の
和
歌
は
風
刺
で
あ
る
。
一
方
で
、
将
門
の
和

歌
の
詠
み
人
は
「
藤
六
と
い
ふ
歌
詠
」（
陽
）、「
藤
六
左
近
と
い
ふ
数
奇
の
者
」

（
古
）と
歌
人
で
あ
り
、和
歌
を
聞
い
た
将
門
の
笑
う
描
写
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

将
門
の
首
に
詠
ま
れ
た
和
歌
は
風
刺
で
は
な
い
。
つ
ま
り
獄
門
に
梟
け
ら
れ

た
首
に
和
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
義
朝
と
将
門
の
和
歌

は
性
質
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

続
い
て
取
り
上
げ
る
の
は
『
太
平
記
』
で
あ
る
。『
太
平
記
』
は
多
様
な

諸
本
を
持
つ
が
、
そ
の
う
ち
古
態
本
系
と
さ
れ
る
西
源
院
本
巻
第
十
六
「
持

明
院
殿
八
幡
東
寺
に
御
座
の
事
」、
古
態
本
に
改
訂
を
施
し
た
梵
舜
本
巻
第

十
六
「
日
本
開
闢
事
」、
古
活
字
本
で
あ
る
慶
長
八
年
古
活
字
本
巻
第
十
六

「
日
本
朝
敵
事
」、
元
和
の
片
假
名
本
巻
第
十
六
「
日
本
朝
敵
の
事
」
に
将
門

の
首
の
話
を
確
認
で
き
る
（
４
）。
各
諸
本
と
も
そ
の
本
文
は
凡
そ
同
じ
で
あ

る
た
め
、
こ
こ
で
は
西
源
院
本
の
本
文
を
見
て
い
く
。

　
　
　

こ
れ
の
み
な
ら
ず
、
朱
雀
院
の
御
宇
に
、
将
門
と
云
ひ
け
る
者
、
東

　
　

国
に
下
つ
て
相
馬
郡
に
都
を
立
て
、
百
官
を
召
し
使
う
て
自
ら
平
親
王

　
　

と
号
す
。
官
軍
挙
つ
て
こ
れ
を
討
た
ん
と
せ
し
か
ど
も
、
そ
の
身
鉄
身

　
　

に
て
、
弓
箭
に
も
傷
ま
ず
、
鉄
戟
も
通
さ
れ
ざ
り
し
か
ば
、
諸
卿
僉
議

　
　

あ
つ
て
、
俄
か
に
鉄
の
四
天
を
鋳
奉
つ
て
、
比
叡
山
に
定
置
し
、
四
天

　
　

合
行
の
法
を
行
は
れ
し
に
、
天
よ
り
白
羽
の
矢
一
筋
降
り
来
た
つ
て
、

　
　

将
門
が
眉
の
間
に
立
つ
。
そ
の
矢
つ
ひ
に
抜
け
ず
し
て
、
俵
藤
太
秀
郷

　
　

に
首
を
刎
ね
ら
れ
て
け
り
。

　
　
　

そ
の
首
、
獄
門
に
懸
け
て
三
月
が
間
ま
で
、
眼
を
も
塞
が
ず
、
色
を

　
　

も
変
せ
ず
、
常
に
牙
噛
を
し
て
、「
斬
ら
れ
し
わ
が
五
体
、
い
づ
れ
の

　
　

処
に
か
あ
ら
ん
。
こ
こ
に
来
た
れ
か
し
。
わ
が
頸
を
続
い
で
今
一
軍
せ

　
　

ん
」
と
夜
々
呼
ば
は
り
け
る
間
、
聞
く
人
こ
れ
を
恐
れ
ず
と
云
ふ
事
な

　
　

し
。
そ
の
比
、
藤
六
と
云
ふ
者
路
を
通
り
け
る
が
、
こ
れ
を
聞
い
て
、

　
　
　
　

将
門
は
米
か
み
よ
り
ぞ
斬
ら
れ
け
る
俵
の
藤
太
が
謀
に
て

　
　

と
読
み
た
り
け
れ
ば
、
こ
の
頸
、
叱
と
咲
ひ
け
る
が
、
眼
忽
ち
に
塞
が

　
　

り
て
、
そ
の
尸
つ
ひ
に
枯
れ
に
け
り
。

　

将
門
は
天
か
ら
降
っ
て
来
た
白
羽
の
矢
が
眉
間
に
立
ち
、
そ
の
矢
が
抜
け

る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
秀
郷
に
よ
っ
て
首
を
刎
ね
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
首
は
、
獄
門
に
梟
け
ら
れ
て
三
か
月
眼
を
塞
が
ず
、
色
も
変
わ
ら
ず
、

常
に
牙
噛
み
を
し
て
夜
な
夜
な
声
を
出
し
て
お
り
、
そ
の
声
を
聞
く
人
は
将

門
を
恐
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
「
藤
六
と
云
ふ
者
」
が
和
歌

を
詠
む
と
、
将
門
の
首
は
「
𠮟
」
と
笑
っ
た
が
、
眼
は
忽
ち
塞
が
り
そ
の
尸

も
枯
れ
て
し
ま
っ
た
（
５
）。『
平
治
物
語
』
と
比
較
す
る
と
、
和
歌
の
詠
み
手

は
「
藤
六
」
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
笑
う
際
に
発
し
た
言
葉
は
「
𠮟
」
と
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あ
る
が
、
お
そ
ら
く
「
し
い
」
に
漢
字
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
も

同
じ
で
あ
る
。
一
方
で
、
異
な
る
の
は
将
門
の
首
の
様
子
で
あ
る
。
和
歌
を

聞
く
前
の
将
門
の
首
は
牙
噛
み
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
立
腹
し
て
い
る
様

子
、
或
い
は
残
念
が
る
様
子
を
表
す
行
為
で
あ
る
が
、
復
讐
の
念
を
口
に
し

て
い
る
の
を
見
れ
ば
怒
り
を
露
わ
に
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
首
の

恐
ろ
し
さ
は
一
層
増
し
て
い
る
。
し
か
し
和
歌
を
聞
く
と
そ
の
様
子
は
一
転

し
、
将
門
の
首
は
息
絶
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
将
門
は
も
は
や
武
力
で
抑

え
込
む
こ
と
の
で
き
る
人
間
で
は
な
く
、
武
力
以
外
の
力
で
対
抗
せ
ね
ば
な

ら
な
い
人
を
超
え
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
武
力
以
外
の
力

と
い
う
の
が
他
で
も
な
い
「
和
歌
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
『
平
治
物
語
』
で

は
単
に
詠
ま
れ
る
だ
け
に
過
ぎ
な
か
っ
た
和
歌
が
、『
太
平
記
』
で
は
将
門

の
首
を
死
に
至
ら
し
め
る
呪
歌
的
な
も
の
と
し
て
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。

　
『
太
平
記
』
は
日
本
の
歴
代
の
朝
敵
と
し
て
、
第
一
に
神
武
天
皇
が
御
代

の
丈
二
丈
に
も
な
る
蜘
蛛
、
第
二
に
天
智
天
皇
が
御
代
の
藤
原
千
方
、
そ
し

て
第
三
に
朱
雀
天
皇
が
御
代
の
平
将
門
を
挙
げ
て
い
る
の
だ
が
、
二
番
目
の

藤
原
千
方
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
天
智
天
皇
の
御
宇
、
藤
原
千
方
と
云
ふ
者
あ
り
。
金
鬼
、
風

　
　

鬼
、
水
鬼
、
隠
形
鬼
と
云
ふ
四
つ
の
鬼
を
使
へ
り
。
金
鬼
は
、
そ
の
身

　
　

堅
固
に
し
て
、
矢
を
射
る
に
立
た
ず
。
風
鬼
は
、
大
風
を
吹
か
せ
て
、

　
　

敵
の
城
を
吹
き
破
る
。
水
鬼
は
、
洪
水
を
流
し
て
、
敵
を
溺
ら
か
す
。

　
　

隠
形
鬼
は
、
そ
の
形
を
隠
し
て
、
俄
か
に
敵
を
拉
ぐ
。
か
く
の
如
き
の

　
　

神
変
、
凡
夫
の
力
を
以
て
防
く
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
伊
賀
、
伊
勢
の

　
　

両
国
、
千
方
の
た
め
に
妨
げ
ら
れ
て
、
王
化
に
順
ふ
者
な
し
。
こ
こ
に
、

　
　

紀
友
尾
と
云
ひ
け
る
者
、
宣
旨
を
蒙
つ
て
か
の
国
に
下
り
、
一
首
の
歌

　
　

を
読
ん
で
、
鬼
の
中
へ
ぞ
出
だ
し
け
る
。

　
　
　
　

草
も
木
も
わ
が
大
君
の
国
な
れ
ば
い
づ
く
か
鬼
の
棲
家
な
る
べ
き

　
　
　

四
つ
の
鬼
、
こ
の
歌
を
見
て
、「
さ
て
は
、
わ
れ
ら
悪
逆
無
道
の
臣

　
　

に
順
つ
て
、
善
政
有
徳
の
君
を
背
き
奉
り
け
る
事
、
天
罰
遁
る
る
所
な

　
　

し
」
と
て
、
忽
ち
に
方
々
へ
去
つ
て
失
せ
け
れ
ば
、
千
方
勢
ひ
を
失
ひ
、

　
　

や
が
て
友
尾
に
討
た
れ
け
り
。

　

悪
業
を
働
く
四
匹
の
鬼
た
ち
に
対
し
、
紀
友
尾
と
い
う
者
が
一
首
の
和
歌

を
鬼
た
ち
の
元
に
送
り
込
む
。
す
る
と
鬼
た
ち
は
そ
の
和
歌
を
見
て
改
心
し

忽
ち
四
方
に
姿
を
消
し
た
。
そ
の
結
果
、
鬼
た
ち
を
従
え
て
い
た
藤
原
千
方

は
勢
い
を
失
い
友
尾
に
討
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
話
の
次
が
将
門
の
話
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
将
門
の
首
が
和
歌
を
聞
い
て
息
絶
え
た
こ
と
は
、
鬼
た
ち

が
和
歌
に
よ
っ
て
改
心
し
た
こ
と
の
流
れ
を
汲
ん
だ
も
の
と
も
考
え
ら
れ

る
。

　
　

二
　『
俵
藤
太
物
語
』
と
『
将
門
純
友
東
西
軍
記
』

　

つ
ぎ
に『
俵
藤
太
物
語
』と『
将
門
純
友
東
西
軍
記
』を
み
て
み
よ
う
。『
俵

藤
太
物
語
』
は
南
北
朝
期
か
ら
室
町
前
期
の
間
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。
藤

原
秀
郷
の
武
勇
譚
を
記
し
た
こ
の
作
品
は
、
前
半
部
に
秀
郷
の
む
か
で
退
治



6

伝
説
と
竜
宮
城
伝
説
が
、
そ
し
て
後
半
部
に
将
門
追
討
の
話
が
描
か
れ
て
い

る
。
将
門
の
首
の
話
を
見
る
前
に
、『
俵
藤
太
物
語
』
に
お
い
て
将
門
は
ど

の
よ
う
な
最
期
を
遂
げ
た
の
か
確
認
し
て
お
く
。

　
　

女
房
「
夢
う
つ
ゝ
人
に
か
た
ら
ぬ
こ
と
な
れ
共
、
御
身
な
れ
ば
申
也
。

　
　

う
は
の
空
に
お
ぼ
し
め
し
、他
人
に
漏
ら
し
給
ふ
な
よ
。
か
の
将
門
は
、

　
　

御
か
た
ち
七
人
に
て
、
御
ふ
る
ま
ひ
変
る
こ
と
な
し
と
言
へ
ど
も
、
本

　
　

体
に
は
、
日
に
向
ふ
、
と
も
し
火
に
向
ふ
時
、
御
影
う
つ
り
給
ふ
。
六

　
　

体
に
は
、影
な
し
。
さ
て
又
御
身
体
こ
と
〴
〵
く
黄
金
也
と
言
へ
ど
も
、

　
　

御
耳
の
そ
ば
に
こ
め
か
み
と
言
ふ
と
こ
ろ
こ
そ
肉
身
な
り
」
と
語
ら
せ

　
　

給
へ
ば
、
藤
太
よ
く
〳
〵
聞
き
て
、
あ
つ
ぱ
れ
、
大
事
を
も
聞
き
つ
る

　
　

物
か
な
。（
中
略
）

　
　

藤
太
、
物
の
隙
よ
り
よ
く
〳
〵
見
れ
ば
、
げ
に
も
六
人
に
は
、
と
も
し

　
　

火
に
う
つ
る
影
も
な
し
。
本
体
に
は
、
影
の
あ
り
と
言
ふ
に
つ
ゐ
て
、

　
　

目
を
す
ま
し
見
れ
ば
、
時
〴
〵
か
の
こ
め
か
み
と
い
ふ
所
動
き
け
り
。

　
　

藤
太
、
あ
つ
ぱ
れ
さ
い
は
ひ
か
な
と
、
弓
と
矢
を
う
ち
つ
が
ひ
、
ひ
よ

　
　

う
ど
射
た
り
け
り
。
も
と
よ
り
秀
郷
は
、
精
兵
の
手
足
れ
、
養
由
が
百

　
　

歩
の
芸
に
も
、
超
え
た
る
う
へ
、
矢
ご
ろ
は
ま
ぢ
か
し
。
何
か
は
も
つ

　
　

て
射
そ
ん
ず
べ
き
。
小
耳
の
根
と
思
ふ
と
こ
ろ
を
、
あ
な
た
へ
づ
ん
ど

　
　

射
通
し
け
れ
ば
、
さ
し
も
に
猛
き
将
門
も
、
の
つ
け
に
倒
れ
て
、
む
な

　
　

し
く
な
れ
ば
、
残
る
六
人
の
か
た
ち
も
、
電
光
石
火
の
ご
と
く
に
て
、

　
　

光
と
共
に
失
せ
に
け
り
。

　

将
門
の
館
に
身
を
寄
せ
て
い
た
秀
郷
は
、
女
房
か
ら
七
人
い
る
将
門
の
う

ち
本
体
だ
け
は
火
に
向
う
と
影
が
映
る
こ
と
、
そ
し
て
全
身
黄
金
と
い
え
ど

も
こ
め
か
み
だ
け
は
肉
身
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
出
す
。
も
と
よ
り
秀
郷
は
弓

矢
の
術
に
優
れ
て
い
た
た
め
見
事
将
門
の
こ
め
か
み
を
射
る
こ
と
に
成
功

し
、
将
門
は
そ
の
場
に
倒
れ
、
影
武
者
た
ち
は
光
と
共
に
失
せ
て
し
ま
っ
た
。

『
俵
藤
太
物
語
』
は
和
歌
の
内
容
に
沿
っ
て
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
の
後
に
将
門
の
首
の
話
が
語
ら
れ
る
。

　
　
　

す
な
は
ち
、
検
非
違
使
を
遣
は
さ
れ
、
将
門
以
下
の
首
を
受
け
取
ら

　
　

せ
て
、
大
路
を
わ
た
し
、
ひ
だ
り
の
獄
門
の
木
に
か
け
さ
せ
け
る
に
、

　
　

将
門
一
人
の
首
は
、
い
ま
だ
眼
も
か
れ
ず
、
色
も
変
ぜ
ず
。
と
き
〴
〵

　
　

は
歯
が
み
を
し
て
い
か
る
気
色
な
り
。
お
そ
ろ
し
と
言
ふ
ば
か
り
也
。

　
　

こ
れ
を
あ
る
数
寄
の
者
が
見
て
、

　
　
　
　

将
門
は
こ
め
か
み
よ
り
も
射
ら
れ
け
り
俵
藤
太
が
は
か
り
こ
と
に

　
　
　
　

て

　
　

と
詠
み
け
れ
ば
、
こ
の
首
、
か
ら
〳
〵
と
わ
ら
ひ
て
、
そ
の
の
ち
色
も

　
　

変
じ
、
眼
も
ふ
さ
が
り
け
る
と
か
や
。

　

獄
門
に
梟
け
ら
れ
た
将
門
の
首
の
眼
は
枯
れ
ず
、
色
も
変
わ
ら
ず
、
時
々

歯
噛
み
を
し
て
お
り
、
そ
の
様
子
を
人
々
は
恐
ろ
し
い
と
言
う
ば
か
り
で
あ

る
。
そ
ん
な
状
況
を
目
に
し
た
「
あ
る
数
寄
の
者
」
が
一
首
の
和
歌
を
詠
む

と
、
将
門
の
首
は
「
か
ら
か
ら
」
と
笑
っ
て
、
色
が
変
わ
り
、
眼
も
塞
が
っ

た
と
い
う
。
生
き
る
将
門
の
首
が
和
歌
を
聞
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
息
絶
え
て

し
ま
う
こ
と
は
『
太
平
記
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、
細
か
な
描
写
に
は
違
い
が

見
ら
れ
る
。
例
え
ば
和
歌
の
詠
み
人
は
藤
六
か
ら
「
数
寄
の
者
」
に
変
わ
っ
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て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
歌
人
で
は
な
く
、
和
歌
を
詠
む
た
め
に
は
常
軌
を

逸
脱
し
た
行
為
も
厭
わ
な
い
者
、
大
胆
な
こ
と
を
や
っ
て
の
け
る
者
と
い
う

意
を
添
え
よ
う
。
ま
た
和
歌
の
三
句
目
を
見
る
と
『
平
治
物
語
』
と
『
太
平

記
』
で
は
「
斬
ら
れ
け
る
」
と
な
っ
て
い
た
の
が
、『
俵
藤
太
物
語
』
で
は
「
射

ら
れ
け
り
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
秀
郷
が
将
門
の
こ
め
か
み
を
射
っ
た

こ
と
に
合
わ
せ
て
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
秀
郷
に
こ
め
か
み
を
射
ら
れ

た
こ
と
を
再
度
和
歌
に
詠
む
こ
と
で
、
将
門
は
既
に
死
ん
だ
、
負
け
た
の
だ

と
止
め
を
刺
し
て
い
る
。
そ
し
て
和
歌
を
聞
い
た
将
門
の
首
は
笑
う
際
、『
平

治
物
語
』
と
『
太
平
記
』
で
は
「
し
い
」
と
発
し
て
い
た
が
、『
俵
藤
太
物

語
』
で
は
「
か
ら
か
ら
」
と
発
し
て
息
絶
え
て
い
る
。『
太
平
記
』
同
様
『
俵

藤
太
物
語
』
で
も
和
歌
は
呪
歌
と
し
て
将
門
の
首
に
作
用
し
て
い
る
。

　

最
後
に
室
町
時
代
の
成
立
と
さ
れ
る
『
将
門
純
友
東
西
軍
記
』
を
取
り
上

げ
た
い
。
将
門
と
藤
原
純
友
の
反
乱
の
顛
末
を
記
し
た
こ
の
作
品
は
将
門
に

ま
つ
わ
る
逸
話
を
複
数
載
せ
て
お
り
、そ
の
一
つ
に
将
門
の
首
の
話
が
あ
る
。

　
　

或
説
ニ
将
門
ガ
頸
ヲ
カ
ク
ル
ニ
、
眼
シ
バ
ラ
ク
カ
レ
ズ
、
剰
彼
首
ヨ
ナ

　
　

〳
〵
笑
テ
、
ム
ク
ロ
ア
ラ
バ
今
一
度
合
戦
ス
ベ
キ
ト
ヨ
バ
フ
。
時
ニ
ヲ

　
　

コ
ノ
モ
ノ
ア
リ
テ
、

　
　
　
　

将
門
ハ
コ
メ
カ
ミ
ヨ
リ
ゾ
イ
ラ
レ
ケ
リ
タ
ハ
ラ
藤
太
ガ
ハ
カ
リ
ゴ

　
　
　
　

ト
ニ
テ

　
　

ト
ヨ
ミ
ケ
レ
バ
、
眼
忽
チ
カ
レ
ケ
ル
ト
イ
ヒ
ツ
タ
ヘ
タ
リ
。
又
将
門
ガ

　
　

ム
ク
ロ
、
首
ヲ
追
テ
武
州
ニ
来
リ
。
豊
島
之
郡
ニ
テ
倒
ル
。
其
霊
ア
レ

　
　

テ
郷
民
ヲ
ナ
ヤ
マ
ス
。
故
ニ
一
社
ヲ
建
テ
、
瞎
明
神
ト
號
ス
。
瞎
ハ
一

　
　

目
ナ
キ
㒵
也
。
将
門
貞
盛
ガ
タ
メ
ニ
弓
手
ノ
眼
ヲ
射
貫
ル
。
故
ニ
郷
民

　
　

社
ヲ
ヨ
ン
デ
瞎
ト
云
フ
。
遥
カ
後
ニ
神
田
ト
云
。
社
ノ
ホ
ト
リ
ニ
田
ア

　
　

ル
ユ
ヘ
ニ
、
シ
カ
云
フ
ト
云
ヒ
傳
ヘ
タ
リ
。
今
神
田
明
神
ハ
将
門
カ
霊

　
　

ト
ナ
ン
。
或
ハ
法
性
房
受
命
、
将
門
ヲ
調
伏
ス
ル
ニ
ヨ
リ
テ
、
神
鏑
将

　
　

門
ニ
中
テ
死
ル
ト
モ
云
ヘ
リ
。
カ
タ
〴
〵
イ
ブ
カ
シ
キ
コ
ト
多
シ
。

　

獄
門
に
梟
け
ら
れ
た
将
門
の
首
は
、
眼
は
し
ば
ら
く
枯
れ
ず
、
夜
な
夜
な

笑
っ
て
声
を
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
「
ヲ
コ
ノ
モ
ノ
」
が
現
れ
て
一
首
の
和

歌
を
詠
む
と
、
将
門
の
首
の
眼
は
忽
ち
枯
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
復
讐
の

機
を
狙
っ
て
い
た
首
が
、
和
歌
を
聞
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
息
絶
え
て
し
ま
う

こ
と
は
『
太
平
記
』、『
俵
藤
太
物
語
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、
や
は
り
細
か
な

描
写
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
和
歌
の
詠
み
人
は
藤
六
で
も
数
寄
の

者
で
も
な
く
ヲ
コ
ノ
モ
ノ
で
あ
る
。
数
寄
の
者
と
同
様
に
和
歌
を
詠
む
た
め

に
は
常
軌
を
逸
脱
し
た
行
為
も
厭
わ
な
い
よ
う
な
人
物
で
は
あ
る
が
、「
ヲ

コ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
将
門
の
首
に
和
歌
を
詠
む
こ
と
が
如
何
に
異
様

な
こ
と
で
あ
る
か
が
表
現
さ
れ
、
そ
れ
だ
け
将
門
が
恐
ろ
し
い
存
在
で
あ
る

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
和
歌
の
三
句
目
が
「
イ
ラ
レ
ケ
リ
」
と

な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
俵
藤
太
物
語
』
の
影
響
を
受
け
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
和
歌
を
聞
い
た
将
門
の
首
は
笑
う
こ
と
な
く
息
絶

え
て
い
る
。
ヲ
コ
ノ
モ
ノ
が
詠
ん
だ
和
歌
は
、
将
門
の
首
の
笑
う
余
裕
も
無

く
な
る
ほ
ど
呪
力
が
強
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

将
門
の
首
の
話
の
あ
と
に
は
、
将
門
の
躯
が
首
を
追
い
求
め
て
い
た
さ
な

か
に
倒
れ
て
霊
と
化
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
人
々
が
社
を
建
て
た
と
い
う
話
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が
記
さ
れ
て
い
る
。
将
門
は
首
が
息
絶
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
本
当
の
終
わ
り

を
迎
え
た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、『
将
門
純
友
東
西
軍
記
』
で
は
躯
に
も
焦
点

が
当
て
ら
れ
、
そ
の
躯
は
霊
と
な
り
、
そ
し
て
鎮
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　

三
　『
師
門
物
語
』
の
位
相

　

こ
こ
ま
で
、『
平
治
物
語
』、『
太
平
記
』、『
俵
藤
太
物
語
』、『
将
門
純
友

東
西
軍
記
』
の
四
作
品
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
も
う
ひ
と
つ
取
り
上
げ
た

い
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
は
室
町
後
期
成
立
の
御
伽
草
子
『
師
門
物
語
』
で
あ

る
。
話
の
本
筋
に
将
門
が
登
場
す
る
こ
と
は
一
度
も
な
い
の
だ
が
、
主
人
公

の
平
師
門
が
将
門
の
末
孫
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
作
品
の
冒
頭
で
は
先
祖
の
将

門
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

そ
も
〳
〵
平
の
将
門
は
、
希
代
不
思
議
の
弓
と
り
也
。
も
の
ゝ
ぐ
を

　
　

さ
し
か
た
め
、
は
ん
ば
う
栗
毛
と
申
馬
に
う
ち
乗
り
て
、
は
せ
む
か
ひ

　
　

た
ま
へ
ば
、
お
な
じ
や
う
な
る
武
者
八
騎
出
た
ま
へ
ば
、
い
づ
れ
を
将

　
　

門
と
見
も
わ
か
ず
。
こ
れ
の
み
な
ら
ず
、
矢
を
ひ
と
つ
は
な
ち
た
ま
へ

　
　

ば
、
八
騎
の
武
者
を
射
て
と
る
ほ
ど
の
精
兵
な
り
。
さ
れ
ば
、
関
東
を

　
　

う
ち
し
た
が
へ
、
下
総
の
国
に
新
京
を
た
て
、
や
か
た
に
平
新
皇
と
額

　
　

を
う
ち
、
心
の
ま
ゝ
に
お
は
し
て
、
兵
術
を
き
は
め
た
ま
ふ
と
言
へ
ど

　
　

も
、
勅
命
を
そ
む
き
た
ま
へ
ば
、
わ
れ
は
つ
ゐ
に
す
る
か
に
て
う
た
れ

　
　

た
ま
ひ
ぬ
。

　
　
　

や
が
て
、
首
、
京
へ
ま
い
り
、
獄
門
の
ひ
だ
り
の
わ
き
に
南
む
き
に
、

　
　

八
寸
の
か
す
が
ひ
に
て
う
ち
つ
け
申
。
あ
る
と
き
こ
の
首
、「
あ
つ
ぱ

　
　

れ
す
る
か
な
る
も
く
ろ
が
の
ぼ
れ
か
し
。
し
や
か
す
が
ひ
を
は
ね
抜
き

　
　

て
も
く
ろ
に
飛
び
つ
き
、
う
し
と
ら
に
た
ち
た
ま
ふ
多
聞
天
の
持
ち
た

　
　

ま
へ
る
剣
を
奪
ひ
と
つ
て
、
み
や
へ
み
だ
れ
入
、
思
ふ
敵
を
う
つ
べ
き

　
　

も
の
を
」
と
言
ひ
て
、
南
む
き
な
る
首
が
東
へ
き
つ
と
う
ち
む
き
て
、

　
　

し
ゐ
と
笑
ひ
け
る
。

　

傍
線
部
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
四
作
品
と
同
様
に
、

将
門
の
首
の
話
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
大
き
く
異
な
る
点
と
し
て
、
将

門
の
首
に
対
し
て
和
歌
を
詠
む
描
写
が
な
い
。
そ
の
結
果
、
止
め
を
刺
さ
れ

る
こ
と
な
く
虎
視
眈
々
と
復
讐
の
機
を
狙
う
将
門
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。「
し
ゐ
」
の
笑
い
の
描
写
も
和
歌
と
切
り
離
さ
れ
る
か
た
ち
で
改
め
て

将
門
の
所
作
と
し
て
表
現
さ
れ
直
さ
れ
て
い
る
。

　
『
平
治
物
語
』
で
は
将
門
の
首
の
話
は
一
つ
の
類
話
に
過
ぎ
ず
、
首
に
対

し
て
和
歌
が
詠
ま
れ
て
そ
の
首
は
笑
う
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し『
太
平
記
』

で
は
首
の
様
子
が
詳
し
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
生
き
る
将
門
の
首
は
和

歌
を
聞
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
息
絶
え
て
し
ま
い
、
こ
こ
で
和
歌
は
将
門
を
死

に
至
ら
し
め
る
呪
歌
と
な
る
。
そ
の
後
、『
俵
藤
太
物
語
』
で
は
和
歌
の
内

容
に
沿
っ
て
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
き
、
そ
の
結
び
と
し
て
将
門
の
首
の
話

が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
『
将
門
純
友
東
西
軍
記
』
で
は
将
門
の
首
の
話
は
将

門
に
ま
つ
わ
る
伝
説
の
一
つ
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
『
師
門

物
語
』
の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
。
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四
　『
愚
管
抄
』
か
ら
考
え
る
「
将
門
の
首
」
へ
の
和
歌
成
立
の
背
景

　

こ
こ
で
は
将
門
の
首
に
対
し
て
詠
ま
れ
た
和
歌
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
筆

者
な
り
に
考
察
し
て
み
た
い
。
当
該
歌
は
『
平
治
物
語
』
に
初
め
て
登
場
す

る
。『
平
治
物
語
』
で
は
将
門
の
首
だ
け
で
な
く
、
義
朝
の
首
に
対
し
て
も

和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
和
歌
は
『
平
治
物
語
』
の
他
、
鎌
倉

初
期
成
立
の
史
論
書
『
愚
管
抄
』
に
も
確
認
で
き
る
。

　
　

サ
テ
義
朝
ガ
頸
ハ
ト
リ
テ
京
ヘ
マ
イ
ラ
セ
テ
ワ
タ
シ
テ
、
東
ノ
獄
門
ノ

　
　

ア
テ
ノ
木
ニ
カ
ケ
タ
リ
ケ
ル
。
ソ
ノ
頸
ノ
カ
タ
ハ
ラ
ニ
歌
ヲ
ヨ
ミ
テ
カ

　
　

キ
ツ
ケ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
ミ
ケ
レ
バ
、

　
　
　
　

下
ツ
ケ
ハ
木
ノ
上
ニ
コ
ソ
ナ
リ
ニ
ケ
レ
ヨ
シ
ト
モ
ミ
ヘ
ヌ
カ
ケ
ヅ

　
　
　
　

カ
サ
哉

　
　

ト
ナ
ン
ヨ
メ
リ
ケ
ル
。
是
ヲ
ミ
ル
人
カ
ヤ
ウ
ノ
歌
ノ
中
ニ
、
コ
レ
程
一

　
　

文
字
モ
ア
ダ
ナ
ラ
ヌ
歌
コ
ソ
ナ
ケ
レ
ト
ノ
ゝ
シ
リ
ケ
リ
。
九
條
ノ
大
相

　
　

国
伊
通
ノ
公
ゾ
カ
ゝ
ル
歌
ヨ
ミ
テ
、
オ
ホ
ク
オ
ト
シ
文
ニ
カ
キ
ナ
ド
シ

　
　

ケ
ル
ト
ゾ
、
時
ノ
人
思
ヒ
タ
リ
ケ
ル
。

　

獄
門
に
梟
け
ら
れ
た
義
朝
の
首
の
傍
ら
に
一
首
の
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い

る
。
人
々
は
和
歌
を
こ
れ
程
ま
で
に
語
句
に
無
駄
の
な
い
も
の
は
な
い
と
噂

し
、
こ
の
よ
う
な
和
歌
を
詠
ん
だ
の
は
「
九
條
ノ
大
相
国
伊
通
ノ
公
」（
６
）

で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
と
い
う
。

　
『
愚
管
抄
』
が
慈
円
に
よ
っ
て
著
述
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
承
久
二
年

（
一
二
二
〇
）
に
成
立
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
史
実
性
は
高

い
。
よ
っ
て
義
朝
の
首
に
対
し
て
本
当
に
和
歌
が
詠
ま
れ
た
と
は
い
か
な
い

ま
で
も
、
詠
ま
れ
た
と
噂
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て

『
愚
管
抄
』が『
平
治
物
語
』よ
り
先
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、

義
朝
の
首
に
詠
ま
れ
た
和
歌
は
『
平
治
物
語
』
の
成
立
前
に
作
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
将
門
の
首
に
詠
ま
れ
た
和
歌
は
ど
う
だ
ろ

う
。『
平
治
物
語
』
に
て
義
朝
の
首
の
和
歌
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
か
た
ち
で

将
門
の
歌
が
記
載
さ
れ
た
の
は
ま
ず
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先
に

も
述
べ
た
が
義
朝
の
首
と
将
門
の
首
に
対
し
て
詠
ま
れ
た
和
歌
は
性
質
が
異

な
る
た
め
、『
平
治
物
語
』
と
は
別
に
作
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
果
た
し
て
そ
れ
が
い
つ
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
具
体
的
な
時
期

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
義
朝
の
首
へ
の
和
歌
の
作
ら
れ
た
時

期
か
ら
そ
こ
ま
で
離
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

　

と
こ
ろ
で『
平
治
物
語
』と
同
時
期
に
成
立
し
た
作
品
に『
保
元
物
語
』（
半

井
本
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

　
　

西
行
法
師
、
讃
岐
ヘ
渡
リ
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
国
府
ノ
御
前
ニ
参
テ
、
カ
ク

　
　

ゾ
読
タ
リ
ケ
ル
、

　
　
　
　

松
山
ノ
浪
ニ
ユ
ラ
レ
テ
コ
シ
船
ノ
ヤ
ガ
テ
空
ク
成
ニ
ケ
ル
哉

　
　

白
峰
ノ
御
墓
ニ
参
テ
、
ツ
ク
〴
〵
ト
候
、
泣
ゝ
カ
ウ
ゾ
仕
リ
ケ
ル
。

　
　
　
　

ヨ
シ
ヤ
君
昔
ノ
玉
ノ
ユ
カ
ト
テ
モ
カ
ゝ
ラ
ン
後
ハ
何
ニ
カ
ハ
セ
ン

　
　

怨
霊
モ
静
リ
給
フ
ラ
ム
ト
ゾ
聞
シ
。

　

西
行
は
讃
岐
国
に
渡
っ
て
崇
徳
院
の
御
墓
に
参
り
、
一
首
の
和
歌
を
詠
ん

だ
。
す
る
と
崇
徳
院
の
怨
霊
は
静
か
に
な
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
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歌
人
の
詠
ん
だ
和
歌
に
人
間
で
は
な
い
者
が
反
応
を
示
す
点
に
お
い
て
将

門
の
場
面
と
類
似
し
て
い
る
。『
保
元
物
語
』
の
本
場
面
が
将
門
の
場
面
に

影
響
を
与
え
た
、
受
け
た
関
係
が
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
将
門

の
首
が
和
歌
に
よ
っ
て
息
絶
え
る
の
は
『
太
平
記
』
か
ら
見
ら
れ
る
描
写
で

あ
る
が
、
既
に
『
平
治
物
語
』
成
立
時
に
は
和
歌
が
怨
霊
を
鎮
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
着
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

　

こ
こ
ま
で
将
門
の
首
の
話
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
見
て

き
た
が
、
ひ
と
つ
見
過
ご
せ
な
い
描
写
が
あ
る
。
そ
れ
は
和
歌
を
聞
い
た
将

門
が
笑
う
際
に
発
す
る
言
葉
で
あ
る
。『
平
治
物
語
』、『
太
平
記
』で
は「
し
い
」

と
笑
っ
て
い
た
の
が
、『
俵
藤
太
物
語
』
で
は
「
か
ら
か
ら
」
と
笑
っ
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
を
次
に
考
え
て
み
た
い
。

　
　

五
　「
し
い
」
に
つ
い
て

　

ま
ず
、「
し
い
」と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
合
わ
せ
た
笑
い
声
な
の
か
、

複
数
の
辞
典
を
基
に
確
認
す
る
。

　
　
『
日
葡
辞
書
』　　

記
述
な
し

　
　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

室
町
時
代
編
三
』　　

記
述
な
し

　
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

　
　
　
　
〔
感
動
〕

　
　

①
あ
ざ
笑
う
時
に
発
す
る
語
。
ふ
ん
。

　
　
　

例
「
将
門
は
米
か
み
よ
り
ぞ
き
ら
れ
け
る
た
は
ら
藤
太
が
は
か
り
こ

　
　
　
　
　

と
に
て 

と
よ
み
た
り
け
れ
ば
、
し
い
、
と
わ
ら
ひ
け
る
也
」　

　
　
　
　
　
〔
平
治
物
語
・
下
・
長
田
、
義
朝
を
討
ち
六
波
羅
に
馳
せ
参
る
事
〕

　
　
　
　
　
（
１
２
２
０
頃
か
）

　
　

②
他
を
制
止
す
る
時
に
発
す
る
語
。
し
。

　
　
　

例
「『
何
じ
ゃ
七
本
八
本
』『
シ
イ
。
七
重
八
重
で
御
ざ
る
』」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
虎
寛
本
狂
言
・
萩
大
名
〕（
室
町
末
～
近
世
初
）

　
　

③
動
物
な
ど
を
追
う
時
に
発
す
る
語
。
し
。

　
　
　

例
「
見
た
所
は
ち
い
さ
い
池
成
れ
ど
も
、
う
を
は
お
び
た
だ
し
う
有

　
　
　
　
　

る
。
シ
イ
シ
イ
シ
イ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
虎
寛
本
狂
言
・
武
悪
〕（
室
町
末
～
近
世
初
）

　
　
　

例
「
し
い
と
い
ふ
馬
追
声
も
聞
か
ぬ
わ
い
の
」　

　
　
　
　
　
　
〔
浄
瑠
璃
・
中
・
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
〕（
１
７
０
７
頃
）

　
　

④
人
に
呼
び
か
け
る
時
に
発
す
る
語
。
ま
た
、
先
払
い
の
時
に
発
す
る

　
　
　

語
。

　
　
　

例
「
し
い
し
い
申
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
虎
明
本
狂
言
・
鼻
取
相
撲
〕（
室
町
末
～
近
世
初
）

　
　
『
角
川
古
語
大
辞
典
』

　
　
　
　
〔
感
動
詞
〕
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①
あ
ざ
笑
う
笑
い
声
を
表
す
と
い
う
。
舌
打
ち
に
近
い
も
の
か
。

　
　
　

例
「
…
と
（
歌
ヲ
）
よ
み
た
り
け
れ
ば
、
し
い
と
わ
ら
ひ
け
る
也
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
平
治
物
語
・
下
〕

　
　

②
相
手
の
こ
と
ば
を
制
止
す
る
と
き
に
発
す
る
声
。

　
　
　

例
「
何
じ
や
。
こ
ぶ
く
。
シ
イ
。
古
木
で
御
ざ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
虎
寛
本
狂
言
・
萩
大
名
〕

　
　

③
動
物
を
追
う
声
。

　
　
　

例
「
見
た
所
は
ち
い
さ
い
池
成
れ
ど
も
、
う
を
は
お
び
た
ゝ
し
う
有

　
　
　
　
　

る
。
シ
イ
〳
〵
〳
〵
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
虎
寛
本
狂
言
・
武
悪
〕

　
　
　

例
「
し
ひ
と
い
ふ
馬
お
ひ
声
も
聞
か
ぬ
わ
い
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
丹
波
与
作
待
夜
小
室
節
・
中
〕

　
『
日
葡
辞
書
』
と
『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

室
町
時
代
編
三
』
に
擬
声
語

と
し
て
の
「
し
い
」
の
説
明
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
辞
典
で
は
、
傍
線

部
の
通
り
「
し
い
」
と
は
あ
ざ
笑
う
際
に
発
せ
ら
れ
る
声
、
或
い
は
笑
い
声

で
あ
る
と
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
用
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
『
平
治
物
語
』
で
の
将
門
の
首
の
場
面
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
の
作
品
を

用
例
に
挙
げ
る
辞
典
は
一
つ
も
な
い
。
そ
こ
で
、『
平
治
物
語
』
よ
り
先
に

成
立
し
た
作
品
に
「
し
い
」
と
笑
う
描
写
が
な
い
か
調
査
し
た
が
、
管
見
で

は
探
し
得
な
か
っ
た
。
加
え
て
「
し
い
」
の
そ
の
他
の
意
味
の
用
例
に
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
が
『
平
治
物
語
』
よ
り
後
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も

踏
ま
え
る
と
、「
し
い
」
と
い
う
声
は
『
平
治
物
語
』
で
の
将
門
の
首
の
場

面
が
初
出
で
あ
る
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
そ
の
場
合
、「
し
い
」
が
あ
ざ
笑

い
の
声
で
あ
る
こ
と
は
将
門
の
首
の
場
面
を
基
に
定
義
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。こ
れ
は
、言
い
換
え
れ
ば
、将
門
の
首
の
場
面
理
解
次
第
で
は「
し

い
」
に
は
「
あ
ざ
笑
い
」
の
声
以
外
の
意
味
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
し
い
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
し
直

す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

西
源
院
本
『
太
平
記
』
で
「
し
い
」
に
「
𠮟
」
の
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
の
「
𠮟
」
と
い
う
字
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
、『
大

漢
語
林
』
は
一
つ
目
に
「
し
か
る
。
ど
な
る
。」、
二
つ
目
に
「
の
の
し
る
。

責
め
る
。」、
そ
し
て
三
つ
目
に
「
舌
う
ち
す
る
音
。
し
か
る
声
・
の
の
し
る

声
の
形
容
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
し
い
」
を
「
𠮟
」
と

解
釈
し
た
場
合
は
笑
い
声
で
は
な
く
、
怒
り
の
状
態
を
表
す
言
葉
、
も
し
く

は
舌
打
ち
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
と
も
考
え
る
。
将
門
が
自
身
の
最
期
を
滑

稽
に
詠
ん
だ
和
歌
に
対
し
て
怒
り
を
露
わ
に
す
る
こ
と
は
な
ん
ら
不
自
然
な

こ
と
で
は
な
い
。

　

将
門
の
発
し
た
「
し
い
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、「
あ
ざ
笑
う
」
声

を
表
す
の
が
現
代
の
辞
書
的
な
意
味
で
あ
る
が
、
怒
り
を
表
す
言
葉
で
あ
る

と
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
見
受
け
ら
れ
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
ば
は
当
時
も
違
和
感
を
持
た
れ
て
い
た
可
能
性
が

あ
り
、
そ
の
結
果
、
次
に
述
べ
る
「
か
ら
か
ら
」
と
い
う
比
較
的
わ
か
り

や
す
い
表
現
に
置
き
換
わ
っ
て
い
っ
た
理
由
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
推
測

で
き
る
。
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六
　「
か
ら
か
ら
」
に
つ
い
て

　
「
し
い
」
と
笑
っ
て
い
た
将
門
は
、
や
が
て
「
か
ら
か
ら
」
と
笑
う
よ
う

に
な
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
を
探
る
前
に
、
ま
ず
は

「
か
ら
か
ら
」
の
意
味
を
確
認
す
る
。「
か
ら
か
ら
」
と
は
中
世
期
の
用
例
と

し
て
は
武
者
の
豪
胆
さ
を
い
う
場
面
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ

る
。
ま
ず
辞
書
の
意
味
を
い
く
つ
か
確
認
す
る
。

　
　
『
日
葡
辞
書
』

　
　
　

Caracara.　

カ
ラ
カ
ラ
（
か
ら
か
ら
）

　
　
　
　
〔
副
詞
〕

　
　
　

大
笑
い
す
る
さ
ま
。

　
　
　

Caracarato.　

カ
ラ
カ
ラ
ト
（
か
ら
か
ら
と
）

　
　
　
　

同
上

　
　
『
時
代
別
国
語
辞
典　

室
町
時
代
編
二
』

　
　
　
　
〔
副
詞
〕

　
　

①
愉
快
そ
う
に
声
高
く
笑
う
さ
ま
。

　
　
　

例
「
カ
ラ
〳
〵
ト
―
咲
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  〔
運
歩
〕

　
　
　

例
「Caracara

（
カ
ラ
カ
ラ
）。
副
詞
。
大
笑
い
す
る
さ
ま
」　　

　
　
　
　
　
「Caracarato

（
カ
ラ
カ
ラ
ト
）。
同
上
〈
カ
ラ
カ
ラ
〉。「
カ
ラ

　
　
　
　
　

カ
ラ
ト
笑
ウ
」。
大
笑
い
を
す
る
」　　
　
　
　
　
　
　
〔
日
葡
〕

　
　
　

例
「
仲
尼
曰
―
〈
譆
若
殆
往
而
刑
耳
〉
譆
ヲ
玄
ハ
怪
笑
ゾ
ト
見
。
孔

　
　
　
　
　

子
ノ
カ
ラ
カ
ラ
ト
笑
ゾ
。
ワ
ド
ノ
ハ
イ
タ
ラ
バ
大
事
ニ
ア
ワ
ン

　
　
　
　
　

ゾ
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
荘
子
抄
・
二
〕

　
　
　

例
「
カ
ラ
カ
ラ
ト
打
笑
テ
大
般
若
ノ
櫃
ノ
中
ヲ
能
々
捜
シ
タ
レ
バ
、

　
　
　
　
　

大
塔
宮
ハ
イ
ラ
セ
給
ハ
デ
、
大
唐
ノ
玄
弉
三
蔵
コ
ソ
坐
シ
ケ
レ

　
　
　
　
　

ト
戯
レ
ケ
レ
バ
」　　
　
　
〔
太
平
記
・
五
・
大
塔
宮
熊
野
落
事
〕

　
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

　
　
　
　
〔
副
詞
〕

　
　

①
（
多
く
「
と
」
を
伴
っ
て
用
い
る
）
さ
わ
や
か
に
高
く
笑
う
声
を
表

　
　
　
　

す
語
。

　
　
　

例
「
め
づ
ら
し
き
あ
づ
ま
男
を
こ
そ
御
ら
ん
ぜ
ら
れ
候
は
ん
ず
ら
め

　
　
　
　
　

と
て
、
か
ら
か
ら
と
わ
ら
ひ
給
へ
ば
」

〔
平
家
物
語
・
一
一
・
先
帝
身
投
〕（
１
３
Ｃ
前
）

　
　
　

例
「
快
実
是
を
見
て
か
ら
か
ら
と
打
ち
咲
（
わ
ら
ふ
）
て
」

〔
太
平
記
・
二
・
師
賢
登
山
事
〕（
１
４
Ｃ
後
）

　
　
　

例
「
孔
子
の
か
ら
か
ら
と
笑
ぞ
」

〔
清
原
国
賢
書
写
本
荘
子
抄
〕（
１
５
３
０
）

　
　
　

例
「Caracarato　
（
カ
ラ
カ
ラ
ト
）
ワ
ラ
フ
」

〔
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
（
１
６
０
４
～
０
８
）

　
　
　

例
「
可
羅
（
カ
ラ
）
可
羅
と
笑
て
曰
く
、面
白
（
お
も
し
ろ
し
）
面
白
」

〔
洒
落
本
・
風
俗
七
遊
談
・
三
・
妾
の
譚
〕（
１
７
５
６
）
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例
「
高
間
四
郎
『
然
（
カ
ラ
カ
ラ
）』
と
う
ち
笑
ひ
」

〔
読
本
・
椿
説
弓
張
月
〕（
１
８
０
７
～
１
１
）

　
　
　

例
「
旧
を
談
じ
て
呵
々
（
カ
ラ
カ
ラ
）
と
笑
ひ
、
新
を
語
り
て
『
気

　
　
　
　
　

の
毒
』
と
云
ふ
」

〔
自
然
と
人
生
〈
徳
富
蘆
花
〉
写
生
帖
・
断
崖
〕（
１
９
０
０
）

　
　
『
角
川
古
語
大
辞
典
』

　
　
　
　
〔
副
詞
〕
擬
声
語
。

　
　

②
さ
わ
や
か
に
高
く
大
き
な
声
で
笑
う
声
。「
か
ん
ら
か
ん
ら
」
と
も
。

　
　
　

例
「
新
中
納
言
知
盛
卿
、
…
…
か
ら
〳
〵
と
わ
ら
ひ
給
へ
ば
」

〔
平
家
物
語
・
一
一
・
先
帝
身
投
〕

　
　
　
　
　
「
て
る
と
ら
か
ら
〳
〵
と
打
笑
ひ
お
聞
な
さ
れ
信
玄
」

　
〔
信
州
川
中
島
合
戦
・
一
〕

　

傍
線
部
の
通
り
「
か
ら
か
ら
」
と
は
さ
わ
や
か
に
高
く
大
き
く
笑
う
声
で

あ
る
と
説
明
が
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
辞
典
類
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
用
例
を
見

て
わ
か
る
よ
う
に
軍
記
物
語
の
笑
い
の
表
現
と
の
関
係
性
が
高
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
辞
書
で
す
で
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
軍

記
物
語
に
お
い
て
「
か
ら
か
ら
」
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る

か
を
具
体
的
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
太
平
記
』、『
平
家
物
語
』、『
曾
我

物
語
』
の
三
作
品
で
確
認
で
き
、
ま
ず
、『
太
平
記
』
に
見
ら
れ
た
の
は
次

の
二
つ
の
場
面
で
あ
る
。

　
　

巻
第
十
六
「
楠
正
成
兄
弟
以
下
湊
川
に
て
自
害
の
事
」

　
　

…
…
機
す
で
に
疲
れ
け
れ
ば
、
湊
川
の
北
に
当
る
在
家
の
一
村
あ
り
け

　
　

る
中
へ
走
り
入
り
、
腹
を
切
ら
ん
と
て
舎
弟
正
季
に
申
し
け
る
は
、「
そ

　
　

も
そ
も
最
後
の
一
念
に
よ
つ
て
、
善
悪
生
を
拽
く
と
い
へ
り
。
九
界
の

　
　

中
に
は
、
何
れ
の
と
こ
ろ
か
、
御
辺
の
願
ひ
な
る
。
直
に
そ
の
所
に
到

　
　

る
べ
し
」
と
問
へ
ば
、
正
季
か
ら
か
ら
と
打
ち
笑
ひ
て
、「
た
だ
七
生

　
　

ま
で
も
同
じ
人
間
に
生
れ
て
、朝
敵
を
亡
ぼ
さ
ば
や
と
こ
そ
存
じ
候
へ
」

　
　

と
申
し
け
れ
ば
、
正
成
よ
に
も
心
よ
げ
な
る
気
色
に
て
、「
罪
業
深
き

　
　

悪
念
な
れ
ど
も
、
我
も
左
様
に
思
ふ
な
り
。
い
ざ
さ
ら
ば
、
同
じ
く
生

　
　

を
替
へ
て
、
こ
の
本
懐
を
遂
げ
ん
」
と
契
つ
て
、
兄
弟
と
も
に
刺
し
違

　
　

へ
て
、
同
じ
枕
に
伏
し
け
れ
ば
、
橋
本
八
郎
正
員
・
宇
佐
美
・
神
宮
寺

　
　

を
始
め
と
し
て
、
宗
徒
の
一
族
十
六
人
、
相
随
ふ
兵
五
十
余
人
、
思
ひ

　
　

思
ひ
に
並
居
て
、
一
度
に
腹
を
ぞ
切
つ
た
り
け
る
。

　
　

巻
第
二
十
「
結
城
入
道
病
死
の
事
」

　
　

…
…
こ
の
入
道
す
で
に
目
を
ふ
さ
が
ん
と
し
け
る
が
、
か
つ
ぱ
と
は
い

　
　

起
き
て
、
か
ら
か
ら
と
打
ち
笑
ひ
、
わ
な
な
い
た
る
声
に
て
申
し
け
る

　
　

は
、「
我
す
で
に
齢
七
旬
に
及
ん
で
、
栄
華
身
に
余
り
ぬ
れ
ば
、
今
生

　
　

に
お
い
て
一
事
も
思
ひ
残
す
事
候
は
ず
。
た
だ
し
、今
度
罷
り
上
つ
て
、

　
　

つ
ひ
に
朝
敵
を
滅
ぼ
し
得
ず
し
て
、空
し
く
黄
泉
の
旅
に
赴
き
ぬ
る
事
、

　
　

多
生
劫
ま
で
の
妄
念
と
な
り
ぬ
と
覚
え
候
ふ
。
さ
れ
ば
、
愚
息
に
て
候

　
　

ふ
権
少
輔
に
も
、
我
が
後
生
を
訪
は
ん
と
思
は
ば
、
供
仏
施
僧
の
作
善

　
　

を
も
致
す
べ
か
ら
ず
、称
名
読
経
の
追
費
を
も
作
す
事
な
か
れ
。
た
だ
、

　
　

朝
敵
の
首
を
取
つ
て
、
我
が
墓
の
前
に
て
か
け
て
見
す
べ
し
と
、
申
し
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定
め
け
る
由
を
伝
へ
て
玉
は
り
候
へ
」
と
、
こ
れ
を
最
後
の
言
に
て
、

　
　

刀
を
抜
い
て
逆
手
に
持
ち
て
、
歯
咬
を
し
て
ぞ
死
し
に
け
り
。
罪
障
甚

　
　

重
の
人
多
し
と
い
へ
ど
も
、
終
焉
に
こ
れ
程
の
悪
相
を
現
ず
る
事
、
い

　
　

ま
だ
聞
か
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。

　

一
つ
目
の
場
面
で
は
、自
ら
命
を
絶
つ
こ
と
を
決
断
す
る
と
「
か
ら
か
ら
」

と
笑
っ
て
そ
の
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
二
つ
目
の
場
面
で
は
、
眼
を
塞
い
だ

か
と
思
え
ば
突
然
起
き
て
「
か
ら
か
ら
」
と
笑
い
、息
を
引
き
取
っ
て
い
る
。

　

次
に
、『
平
家
物
語
』
に
見
ら
れ
た
の
は
次
の
場
面
で
あ
る
。

　
　

巻
第
十
一　

先
帝
身
投

　
　
　

源
氏
の
兵
者
共
、
す
で
に
平
家
の
舟
に
乗
り
う
つ
り
け
れ
ば
、
水
手

　
　

梶
取
ど
も
、
射
こ
ろ
さ
れ
、
き
り
こ
ろ
さ
れ
て
、
舟
を
な
ほ
す
に
及
ば

　
　

ず
、舟
そ
こ
に
た
は
れ
ふ
し
に
け
り
。
新
中
納
言
知
盛
卿
、少
舟
に
乗
ッ

　
　

て
御
所
の
御
舟
に
参
り
、「
世
の
な
か
は
今
は
か
う
と
見
え
て
候
。
見

　
　

苦
し
か
ら
ん
物
共
、
み
な
海
へ
い
れ
さ
せ
給
へ
」
と
て
、
艫
舳
に
は
し

　
　

り
ま
は
り
、
掃
い
た
り
の
ご
う
た
り
、
塵
拾
ひ
、
手
づ
か
ら
掃
除
せ
ら

　
　

れ
け
り
。
女
房
達
、「
中
納
言
殿
、い
く
さ
は
い
か
に
や
い
か
に
」と
口
々

　
　

に
問
ひ
給
へ
ば
、「
め
づ
ら
し
き
あ
づ
ま
男
を
こ
そ
御
覧
ぜ
ら
れ
候
は

　
　

ん
ず
ら
め
」
と
て
、
か
ら
〳
〵
と
わ
ら
ひ
給
へ
ば
、「
な
ん
で
う
の
た

　
　

だ
い
ま
の
た
は
ぶ
れ
ぞ
や
」
と
て
、声
々
に
を
め
き
さ
け
び
給
ひ
け
り
。

　

こ
の
場
面
で
は
、
戦
い
の
様
子
を
聞
か
れ
た
平
知
盛
が
、
厳
し
い
状
況
に

あ
る
と
は
答
え
ず
冗
談
を
言
っ
て
「
か
ら
か
ら
」
と
笑
っ
て
い
る
。
直
接
的

な
死
の
描
写
が
あ
る
訳
で
は
な
い
が
、
死
が
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
悟
っ

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

最
後
に
、『
曾
我
物
語
』
に
見
ら
れ
た
の
は
次
の
場
面
で
あ
る
。

　
　

巻
第
九

　
　
　

御
厩
の
小
平
次
に
仰
せ
て
切
る
べ
か
り
し
を
、
犬
房
が
ひ
ら
に
所
望

　
　

申
し
け
る
に
よ
り
、
犬
房
が
手
へ
渡
さ
れ
け
る
。
犬
房
が
郎
等
、
請
け

　
　

取
り
て
出
で
け
れ
ば
、
垣
の
ご
と
く
な
る
勢
の
中
を
つ
つ
と
通
り
け
る

　
　

が
、
四
方
を
見
回
し
て
、
を
か
し
く
も
な
き
笑
ひ
を
か
ら
か
ら
と
し
て

　
　

申
し
け
る
は
、「
こ
れ
を
見
て
、
人
々
の
さ
こ
そ
を
か
し
く
思
ふ
ら
ん
。

　
　

さ
れ
ど
も
、
こ
れ
は
父
の
た
め
に
捨
つ
る
命
な
れ
ば
、
さ
だ
め
て
天
衆

　
　

地
類
も
影
向
し
給
ふ
ら
ん
。
時
宗
が
付
く
と
こ
ろ
の
縄
は
、
善
の
縄
ぞ

　
　

か
し
。
各
々
、
手
を
掛
け
よ
や
」
と
ぞ
言
ひ
け
る
。
そ
の
後
、
傍
ら
へ

　
　

引
き
入
れ
、
犬
房
が
郎
等
平
四
郎
と
い
ふ
者
に
、「
こ
れ
を
切
れ
」
と

　
　

言
ひ
け
れ
ば
、「
こ
の
殿
、
五
つ
、
六
つ
の
頃
ま
で
育
ち
合
ひ
参
ら
せ

　
　

て
候
へ
ば
、
日
来
の
情
も
忘
れ
ず
候
ふ
に
、
枉
げ
て
他
人
に
仰
せ
付
け

　
　

ら
る
べ
く
候
ふ
」
と
申
し
け
れ
ば
、「
こ
れ
も
理
な
り
。
し
か
ら
ば
、

　
　

別
人
に
替
え
よ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
筑
紫
仲
太
と
て
御
家
人
あ
り
け
る

　
　

が
、
左
衛
門
尉
に
付
き
て
本
領
を
訴
訟
し
け
る
が
、
申
し
乞
ひ
て
切
つ

　
　

て
ん
げ
り
。
わ
ざ
と
鈍
き
刀
を
も
つ
て
、
擦
り
首
に
ぞ
し
た
り
け
る
。

　
　

こ
れ
は
、
苦
し
み
を
久
し
か
ら
し
め
ん
料
な
り
け
り
。

こ
の
場
面
で
は
、曾
我
五
郎
が
処
刑
さ
れ
る
直
前
に
「
か
ら
か
ら
」
と
笑
い
、

そ
の
首
を
斬
ら
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
の
場
面
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
自
身
の
死
を
覚
悟
し
た
上
で
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豪
胆
に
「
か
ら
か
ら
」
と
笑
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
豪
胆
な
中
世

武
者
の
辞
世
の
笑
い
と
で
も
言
え
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
将
門
の
首
の
場

面
で
考
え
る
と
、
将
門
の
首
は
和
歌
に
よ
っ
て
自
身
の
死
を
覚
悟
し
た
た
め

大
胆
に
「
か
ら
か
ら
」
と
笑
い
、
そ
し
て
息
絶
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

お
そ
ら
く
は
将
門
を
象
徴
す
る
何
か
し
ら
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
「
し
い
」
と

い
う
不
気
味
な
感
覚
を
残
す
語
感
は
消
え
去
り
、
あ
る
意
味
、
わ
か
り
や
す

い
こ
と
ば
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

　

さ
て
、
中
世
か
ら
時
代
は
下
り
、
近
世
に
成
立
し
た
『
前
太
平
記
』
は
将

門
の
首
の
話
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

或
説
に
将
門
が
首
、
梟
木
に
懸
け
て
曝
す
に
、
三
月
ま
で
其
色
変
ぜ
ず
、

　
　

猶
生
け
る
が
ご
と
く
に
て
、
眼
を
も
塞
が
ず
常
に
牙
を
嚙
む
で
、「
斬

　
　

ら
れ
し
我
が
体
、
何
か
の
処
に
か
有
る
。
此
に
来
た
れ
。
頭
継
ひ
で
今

　
　

一
軍
せ
ん
」
と
夜
な
〳
〵
呼
ば
ゝ
り
け
る
間
、
聞
く
人
是
を
怖
ぢ
畏
れ

　
　

ず
と
云
ふ
事
無
し
。
時
に
、
道
過
ぐ
る
人
是
を
聞
き
て
、

　
　
　
　

将
門
は
、
米
か
み
よ
り
ぞ
、
斬
ら
れ
け
る
、
俵
藤
太
が
謀
に
て

　
　

と
詠
み
た
り
け
れ
ば
、
此
首
か
ら
〳
〵
と
笑
ひ
け
る
が
、
眼
忽
ち
に
塞

　
　

ぎ
け
り
。
其
後
尚
東
国
懐
か
し
く
や
思
ひ
け
ん
、
此
首
飛
ん
で
空
に
翔

　
　

り
、
武
蔵
国
と
あ
る
田
の
辺
り
に
ぞ
落
ち
に
け
る
。
其
よ
り
毎
夜
光
を

　
　

現
し
、
見
る
人
肝
を
冷
や
さ
ず
と
云
ふ
者
な
し
。
斯
か
る
希
代
の
癖
者

　
　

な
れ
ば
、
何
な
る
祟
り
を
か
成
し
つ
ら
ん
と
て
、
軈
て
其
所
に
叢
祠
を

　
　

建
て
ゝ
神
田
明
神
と
祝
ひ
け
り
。
さ
て
こ
そ
其
忿
り
も
鎮
ま
り
て
や
、

　
　

異
な
る
子
細
も
無
か
り
け
り
。

　

傍
線
部
に
注
目
し
た
い
。
和
歌
に
よ
っ
て
息
の
根
を
止
め
ら
れ
た
は
ず
の

将
門
の
首
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
飛
ん
で
空
を
翔
け
て
い
る
。『
平
治
物
語
』

で
の
和
歌
に
笑
う
将
門
の
首
か
ら
始
ま
り
、『
太
平
記
』、『
俵
藤
太
物
語
』、

そ
し
て
『
将
門
純
友
東
西
軍
記
』
を
経
て
将
門
の
首
は
和
歌
に
よ
っ
て
息
絶

え
、
将
門
の
首
の
話
は
完
結
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
た
。
し
か
し
、
近
世
に

な
っ
て
将
門
の
首
が
息
を
吹
き
返
す
こ
と
で
、
将
門
の
首
の
話
は
さ
ら
な
る

展
開
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
現
在
、
将
門
の
首
と
い
え
ば
飛
ん
だ
こ
と
、
そ
の
首
を
祀
る
将
門

の
首
塚
が
あ
る
こ
と
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
中
世
に
お
い
て
諸
作
品
で
描

か
れ
て
い
た
将
門
の
首
に
詠
ま
れ
た
和
歌
の
場
面
が
語
り
継
が
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

注

　
（
１
）　
「
平
維
茂
罸
藤
原
諸
任
語
第
五
」（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
37

　
　
　

今
昔
物
語
集
三
』小
学
館
）に「
田
原
藤
太
秀
郷
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
（
２
）　

植
木
朝
子
「「
藤
太
巫
女
」
考
―
『
梁
塵
秘
抄
』
三
二
四
番
～
三

　
　
　

二
八
番
歌
の
配
列
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
文
』
第
七
十
八
号
一
九
九
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三
年
一
月
）
に
依
る
。

　
（
３
）　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
41
』
に
よ
れ
ば
、
学
習
院
図
書
館
蔵

　
　
　

九
条
家
旧
蔵
本
・
島
原
図
書
館
蔵
松
平
文
庫
本
・
今
治
市
河
野
美
術

　
　
　

館
蔵
本
も
陽
明
本
中
巻
と
同
じ
本
文
を
持
つ
と
い
う
。
そ
の
他
の
諸

　
　
　

本
と
し
て
、
最
も
広
く
流
布
し
た
と
さ
れ
る
金
刀
比
羅
本
に
将
門
の

　
　
　

首
の
話
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
（
４
）　

そ
の
他
の
諸
本
と
し
て
、
古
態
本
で
あ
る
神
田
本
と
玄
玖
本
、
そ

　
　
　

し
て
古
態
本
に
改
訂
を
施
し
た
天
正
本
に
将
門
の
首
の
話
は
記
さ
れ

　
　
　

て
い
な
か
っ
た
。

　
（
５
）　

梵
舜
本
、
古
活
字
本
で
は
和
歌
の
詠
み
人
は
「
道
過
ぐ
る
人
」、

　
　
　

和
歌
を
聞
い
た
将
門
の
首
は
「
か
ら
か
ら
」
と
笑
っ
て
い
る
。
ま
た
、

　
　
　

将
門
の
首
の
様
子
に
つ
い
て
、『
太
平
記
』
巻
第
四
「
呉
越
闘
ひ
の

　
　
　

事
」
の
「
旗
鉾
の
上
に
懸
け
ら
れ
た
り
し
一
双
の
眼
、
三
年
ま
で
未

　
　
　

だ
枯
れ
ず
し
て
あ
り
け
る
が
、
そ
の
眸
明
ら
か
に
開
き
、
相
見
て
笑

　
　
　

へ
る
気
色
な
り
」、
或
い
は
巻
第
十
三
「
干
将
鏌
揶
の
事
」
の
「
三

　
　
　

月
ま
で
そ
の
頸
更
に
爛
れ
ず
。
目
を
見
張
り
、歯
を
食
ひ
し
ば
り
て
、

　
　
　

常
に
歯
が
み
を
し
け
る
間
、
…
」
に
類
似
し
て
い
る
。

　
（
６
）　
「
九
條
ノ
大
相
国
伊
通
ノ
公
」
と
は
平
安
後
期
の
公
卿
、
藤
原
伊

　
　
　

通
（
一
〇
九
三
～
一
一
六
五
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
人
物

　
　
　

が
和
歌
の
詠
み
人
と
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

※
使
用
本
文

　
　
『
将
門
記
』
…
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
41
』
小
学
館
、
二
〇
〇
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年

　
　
『
平
治
物
語
』
…
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
41
』
小
学
館
、
二
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
年
（
陽
明
本
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
31
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
（
古
活
字
本
）

　
　
『
太
平
記
』
…
『
太
平
記
（
三
）』
岩
波
書
店
、二
〇
一
五
年
（
第
一
章
）

　
　
　
　
　
　
　
　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
55
』
小
学
館
、
一
九
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
（
第
六
章
）

　
　
『
俵
藤
太
物
語
』
…
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
55
』
岩
波
書
店
、
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
二
年

　
　
『
将
門
純
友
東
西
軍
記
』
…
『
続
群
書
類
従
』（
更
宣
上
、
一
部
本
文
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
め
た
）。

　
　
『
師
門
物
語
』
…
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
55
』
岩
波
書
店
、
一
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
年

　
　
『
愚
管
抄
』
…
『
日
本
古
典
文
学
大
系
86
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年

　
　
『
保
元
物
語
』
…
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
43
』
岩
波
書
店
、
一
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
年

　
　
『
平
家
物
語
』
…
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
46
』
小
学
館
、
一
九
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
年

　
　
『
曾
我
物
語
』
…
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
53
』
小
学
館
、
二
〇
〇
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二
年

　
　
『
前
太
平
記
』
…
『
叢
書
江
戸
文
庫
３　

前
太
平
記
〔
上
〕』
国
書
刊
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
、
一
九
八
八
年

〈
あ
お
や
ま 

ふ
ゆ
／
二
〇
二
二
年
日
本
語
・
日
本
文
学
科
卒
〉


