
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
け
る湯

浅
権
守
宗
垂
と
そ
の
周
辺

谷

口

耕

一

延
慶
本

r平
家
物
語
]
(以
下
､
延
慶
本
と
略
称
す
る
)
は
､
そ
の
古
態

性
が
近
年
と
み
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
伝
本
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ

の
実
態
を
探
る
研
究
が
進
展
す
る
に
つ
れ
､
何
次
か
の
増
補
､
あ
る
い
は
改

作
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
｡

今
､
私
は
延
慶
本
の
増
補
の
問
題
を
扱
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
､

そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
が
､
も
と
も
と
延
慶
本
に
存
在
し
た
の
か
､
あ
る
い
は
増

補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
､
そ
の
点
の
判
別
が
極
め
て
難
し
い
｡
ま
た
､
増

補
が
予
想
さ
れ
る
記
事
に
し
て
も
､
そ
れ
が
い
つ
'
ど
こ
で
､
誰
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
の
か
､
そ
の
点
も
仝
-
明
確
に
な
ら
な
い
｡
の
み
な
ら
ず
､
延
慶

本
の
増
補
解
明
を
課
嵩
と
す
る
限
-
'
も
っ
と
基
本
的
な
事
柄
が
実
は
何
も

分
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
'
困
っ
た
実
態
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
延
慶
本
が
何

次
に
亘
っ
て
増
補
さ
れ
て
い
る
か
'
そ
の
点
さ
え
明
確
で
は
な
い
の
だ
｡
最

近
､
松
尾
葦
江
氏
は
､
｢平
家
物
語
の
成
立
｣
と
い
う
論
考
の
中
で
'
｢現
存

延
慶
本
は
'
三

一〇
九
年
当
時
の
ま
ま
で
は
な
い
｣､
あ
る
い
は

｢古
態
､
数

El-E:

次
の
改
編
'
そ
し
て
古
態
を
装
っ
た
増
補
が
重
層
的
に
存
在
し
て
い
る
｣
と

い
う
御
指
摘
を
な
き
っ
た
｡
延
慶
本
の
現
状
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と

な
る
と
'そ
の
成
立

･
流
動
を
論
じ
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
難
し
-
思
わ
れ
る
｡

私
は
今
､
萎
重
や
文
覚
に
か
か
わ
る
延
慶
本
の
記
事
が
､
い
つ
頃
の
も
の
か

明
確
に
で
き
な
い
ま
ま
､
そ
の
増
補

･
改
作
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
｡
と
り
あ
え
ず
､
長
門
本
に
存
在
し
な
い
､
あ
る
い
は
長
門
本
と
大

き
-
異
な
る
延
慶
本
独
自
の
記
事
を
対
象
と
し
'
逆
に
､
そ
れ
ら
の
記
事
が

増
補

･
改
作
で
あ
る
こ
と
を
も
同
時
に
論
じ
て
い
-
心
づ
も
り
で
あ
る
｡

二

延
慶
本
の
中
に
'
延
慶
年
間
以
前
の
最
終
増
補
の
年
代
が
推
定
さ
れ
て

い
る
童
段
が
ふ
た
つ
あ
る
｡
ひ
と
つ
は
'
武
久
堅
氏
が
指
摘
さ
れ
た
､
第
五
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未
十
五

｢惟
盛
粉
河
へ
詣
給
事
｣
で
あ
る
｡
武
久
氏
は
､
｢維
盛
粉
河
詣
の

(2
)

成
立
｣
と
い
う
論
考
の
中
で
､
こ
の
章
段
中
に
｢先
大
門
ヲ
指
入
テ
｣
と
あ
る

点
に
注
目
さ
れ
た
｡
｢甲
子
夜
話
』
続
篇
巻
六
十
五

(返
り
点
は
私
意
)
に
､

永
仁
五
年
､
粉
河
寺
大
門
建
､
請
二
由
良
法
灯
国
師

･大
為
二
供
養

Tr

法
式
厳
重
､
美
観
不
レ
可
レ
言
也
｡

と
い
う
記
事
が
あ
-
､
武
久
氏
は
こ
の
記
事
に
基
づ
き
､
物
語
上
､
維
盛
が

粉
河
寺
に
参
詣
し
た
と
い
う
元
暦
元
年

(
二

八
四
)
に
は
､
粉
河
寺
に
は

大
門
が
な
か
っ
た
と
み
な
し
､
｢本
章
全
体
を
､
同
次
元
成
立
と
判
定
し
､

そ
の
成
立
年
代
は
､
永
仁
五
年

(
〓

1九
七
)
以
後
と
判
定
す
る
こ
と
に
な

る
｣
と
結
論
付
け
ら
れ
た
｡
そ
の
う
え
で
､
延
慶
本
全
体
の
成
立
に
関
し
て
､

こ
の
判
定
を
､
現
存
延
慶
本
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
試
論
と
､

書
誌
上
の
事
実
に
突
き
合
わ
せ
る
と
き
､
先
き
に
措
定
さ
れ
た
ご
と

き
､
い
わ
ゆ
る
第
二
次
編
集
著
述
説
は
自
ら
止
揚
さ
れ
､
或
い
は
､

第
二
次
を
受
け
る
で
あ
ろ
う

一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
と
し
て
､
現
存
延
慶

本
が
'
そ
の
書
写
過
程
の
本
奥
書
に
記
す
､
延
慶
二
､
三
年

(
二
二

〇
九
～
一
〇
)
の
直
前
に
､
い
わ
ば
第
三
次
の
､
諸
本
研
究
上
で
言

わ
れ
る
増
補
の
手
が
加
わ
-
､
前
項
に
指
摘
の
如
き
､
神
仏
説
話
や
'

社
寺
関
係
の
特
異
な
記
事
群
が
､
新
た
な
加
筆
部
と
し
て
､
主
と
し

て
唱
導
の
目
的
を
も
っ
て
､
ま
さ
に
増
補
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
｡
か
-
し
て
､
延
慶
本

『平
家
物
語
』
の
重
層
的
本
文
を

発
掘
す
れ
ば
､
十
三
世
紀
の
百
年
間
に
､
三
層
の
地
層
を
重
ね
た
､

成
立
過
程
の
断
面
が
見
え
て
-
る
こ
と
に
な
る
｡

と
述
べ
ら
れ
た
｡
延
慶
本
の
成
立
に
関
す
る
非
常
に
重
要
な
御
指
摘
で
､
現

状
で
は
､
私
は
､
氏
の
言
わ
れ
る

｢第
三
次
の
､
諸
本
研
究
上
で
言
わ
れ
る

増
補
｣
の
過
程
を
考
え
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
｡
た
だ
､

こ
の

｢第
三
次
の
増
補
｣
は
､
増
補
が
三
度
行
な
わ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は

な
い
｡
誤
解
を
避
け
る
た
め
､
第
三
次
本
文
形
成
と
よ
ぶ
｡

武
久
氏
の
御
論
は
､
こ
の
よ
う
に
重
大
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
､
細
か
な
こ
と
を
考
証
す
れ
ば
'
粉
河
寺
の
大
門
は
永
仁
五
年
の
創

建
で
は
な
か
っ
た
｡
藤
原
頼
通
が
永
承
三
年

二
〇

四
八
)
に
高
野
山
に
参

詣
し
た
折
の
紀
行

『永
承
三
年
高
野
御
参
詣
記
』
の

'
高
野
山
か
ら
の
帰
路

の
部
分
に
次
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る

(返
り
点
は
私
意

)｡

其
西
､
不
レ
経
-
幾
程

l

r･驚
レ
之
止
二
御
船

㌦

八白
二
岸
辺

一

千
-

大

門

一十
余
町
)｡
更
穐
レ
櫛
令
レ

(参
脱
力
)
二
粉
河
寺

一給
｡

先
着
一.

御
々
休
所
㌦

大
ま
か
な
意
味
は
'
｢西
へ
向
か
っ
て
暫
-
行
っ
て
船
を
止
め
た
｡
岸
辺

か
ら
粉
河
寺
の
大
門
ま
で
十
余
町
で
あ
る
｡
更
に
馬
を
囲
い
に
入
れ
て
'
粉

河
寺
に
御
参
詣
な
き
っ
た
｡
先
ず
お
休
み
所
に
お
着
き
に
な
っ
た
｣
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
｡

こ
れ
で
見
る
と
､
永
承
三
年

(
一
〇
四
八
)
に
は
'
す
で
に
粉
河
寺
の

大
門
は
存
在
し
て
い
た
｡
維
盛
の
粉
河
寺
請
は
､
物
語
の
上
で
は
元
暦
元
年

(
二

八
四
)
の
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
年
に
粉
河
寺
の
大
門
が
現
存
し
て
い

た
か
否
か
は
､
問
題
に
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
｡
維
盛
の
粉
河
寺
請
自
体
､

虚
構
の
産
物
ら
し
-
､
か
つ
て
あ
っ
た
大
門
を
物
語
の
結
構
と
し
て
借
り
る

場
合
も
当
然
あ
り
う
る
｡
永
仁
五
年
の
､
法
灯
国
師
に
よ
る
大
門
建
立
は
再

建
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
れ
単
独
で
は
､
延
慶
本
の
増

補
あ
る
い
は
加
筆
の
年
代
判
定
の
根
拠
と
は
な
し
え
な
い
｡

1
万
､
水
原

l
氏
は
､
瀬
田
に
か
か
る
東
海
道
の
橋
の
名
が

｢勢
多
ノ

唐
橋
｣
と
あ
る
と
こ
ろ
に
注
目
さ
れ
た
｡
第
五
末
八

｢重
衡
卿
関
東
へ
下
絵

事
｣
に
見
え
る
重
衛
の
東
下
り
の
一
節
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
宴
曲

｢海
道
｣
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に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
ら
し
い
｡
宴
曲
の
ほ
う
に

｢勢
多
の
長
橋
｣
と
あ

る
と
こ
ろ
を
､
延
慶
本
は

｢勢
多
ノ
唐
橋
｣
と
改
め
た
と
み
る
の
で
あ
る
｡

『近
江
輿
地
誌
略
』
に
は
､
こ
の
橋
が
､
後
宇
多
天
皇
の
時
代
に
'
忍
性
上

人
が
唐
様
式
で
架
橋
し
て
､
｢唐
橋
｣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
｡

後
宇
多
天
皇
の
在
位
は
文
永
十

一
年

(
二

一七
四
)
か
ら
弘
安
十
年

(
二

一

八
七
)
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
の
章
段
は
文
永
十

一
年
以
降
の
成
立
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
こ
の
御
論
に
も
反
論
が
あ
っ
た
ら
し
-
､
氏
自
身
､
｢も
っ
と

も
瀬
田
の

｢長
橋
｣

･
｢唐
橋
｣
の
説
に
対
し
て
は
最
近

｢唐
橋
｣
の
称
は

,-,/

古
-
か
ら
存
し
た
と
い
う
反
論
が
示
さ
れ
て
い
る
｣
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
と

こ
ろ
を
み
る
と
､
そ
れ
を
否
定
す
る
文
献
資
料
が
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ

ろ
う
｡
と
す
れ
ば
､
こ
の
点
も
明
確
な
論
証
と
は
な
り
え
て
い
な
い
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
､
延
慶
年
間
直
前
の
増
補

･
加
筆
時
期

(水
原
氏
は
増
補

と
は
さ
れ
な
い
が
)
に
関
す
る
二
つ
の
説
が
､
い
ず
れ
も
反
論
の
余
地
を
残

す
と
す
れ
ば
､
現
在
確
か
な
と
こ
ろ
で
､
第
三
次
本
文
形
成

(武
久
氏
の
言

わ
れ
る
､
延
慶
本
の
第
三
次
の
増
補
)
は
､
い
つ
頃
に
見
定
め
た
ら
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
点
で
'
武
久
氏
の
採
り
上
げ
ら
れ
た
第
五
末
十
五

｢惟

盛
粉
河
へ
詣
給
事
｣
に
､
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
｡

抑
当
寺
者
光
仁
天
皇
宝
亀
元
年
二
大
伴
孔
子
古
卜
云
シ
人
建
立
之

所
也
｡
伏
開
縁
起
文
□
昔
大
伴
孔
子
古
卜
云
人
ア
リ
｡
-
-
焚
閣
こ

燈
有
り
､
五
百
余
歳
之
今
マ
デ
モ
風
こ
ゾ
知
レ
ザ
リ
ケ
ル
｡

｢五
百
余
歳
之
今
｣
が
､
｢光
仁
天
皇
宝
亀
元
年
｣
か
ら
五
百
余
年
後
の

今
で
あ
る
こ
と
は
､
本
章
段
全
体
を
読
め
ば
明
白
で
あ
る
｡
宝
亀
元
年
は
西

紀
七
七
〇
年
で
あ
る
｡
そ
の
五
百
年
後
は
1
二
七
〇

(文
永
七
)
年
と
な
る
｡

｢余
歳
｣
と
あ
る
か
ら
に
は
､
さ
ら
に
文
永
七
年
よ
-
降
る
で
あ
ろ
う
が
､

｢余
歳
｣
に
よ
っ
て
何
年
を
足
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
不
明
で
あ
る
｡
結
果

的
に
､
武
久
氏
､
水
原
氏
の
主
張
さ
れ
た
結
論
が
当
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
が
､
い
ず
れ
に
し
て
も
､
現
存
延
慶
本
は
文
永
七
年
以
降
に
手
の
入
れ

ら
れ
た
本
で
あ
る
点
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
｡
｢惟
盛
粉
河
へ
詣
給
事
｣
に

代
表
さ
れ
る
延
慶
本
の
独
自
記
事
は
､
文
永
七
年
以
降
'
恐
ら
-
延
慶
二
年

以
前
の
補
入

･
加
筆
記
事
と
見
な
し
て
､
そ
の
特
徴
と
成
立
事
情
と
を
考
え

る
こ
と
に
な
る
｡

さ
て
､
こ
の
第
五
末
十
五

｢惟
盛
粉
河
へ
詣
給
事
｣
に
は
､
更
に
注
目

す
べ
き

一
節
が
あ
る
｡

見
レ
ハ
庭
上
丁
藤
原
宗
永
ガ
四
五
采
ノ
山
ノ
八
重
桜
ヲ
狩
猟
之
時
求
得

テ
､
依
霊
夢
tlL献
ゼ
シ
桜
モ
､
既
こ
閑
散
レ
リ
｡

と
い
う
記
事
で
あ
る
が
､
お
な
じ
内
容
の
記
事
は
､
『粉
河
寺
縁
起
』
｢藤
原

116
永
移
栽
花
木
子
孫
繁
昌
第
十
三
｣
に
も
あ
-
'
そ
こ
に
は
､

宗
永
は
紀
伊
国
在
田
郡
湯
浅
の
住
人
也
｡
武
勇
の
家
に
生
ず
｡
狩

猟
を
事
と
す
｡
然
ど
も
当
寺
に
帰
依
の
心
あ
-
き
｡
康
和
元
年
の
春

の
比
､
猪
鹿
を
輔
が
た
め
山
中
に
入
て
､
殊
勝
の
八
重
桜
を
見
出
せ

り
｡
-
-
宗
永
は
出
家
し
て
観
西
と
名
て
一
朝

(期
カ
)
無
為
に
し

て
九
十
三
に
て
死
ぬ
｡
其
子
孫
あ
-
て
今
に
警

日な
り
｡

と
い
う
記
事
が
見
え
る
｡
春
水
が
八
重
桜
を
粉
河
寺
に
移
植
し
た
の
が
康
和

元
年

(
一
〇
九
九
)
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
日
下
力
氏
は
こ
の
tlK
泉
を
湯
浅
権

(4)

守
宗
重
の
父
親
と
見
て
お
ら
れ
る
が
､
そ
の
可
能
性
は
極
め
て
高
い
｡
粉
河

寺
と
湯
浅
氏
と
は
､
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
｡

後
掲
の

｢湯
浅
系
図
』
に
よ
れ
ば
､
宗
重
の
五
女
に

｢粉
河
｣
と
注
が

あ
る
｡
宗
童
の
婦
女
に
は

｢崎
山
尼
信
性
｣
(崎
山
は
有
田
郡
吉
備
町
)､
次
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女
に
は

｢南
｣
(石
垣
庄
河
南
か
｡
有
田
郡
金
屋
町
)､
三
女
に
は

｢長
田
｣

(有
田
郡
吉
備
町
)､
四
女
で
あ
る
明
恵
の
母
に
は

｢吉
原
｣
(有
田
郡
金
屋

町
)､
大
女
に
も

｢吉
原
｣
､
七
女
に
は

｢藤
並
｣
(有
田
郡
吉
備
町
)
と
い

っ
た
具
合
で
､
F湯
浅
系
図
｣
に
載
せ
る
宗
重
の
娘
達
に
は
､
す
べ
て
地
名

の
注
が
つ
い
て
い
る
｡
長
女
の
嫁
ぎ
先
が
崎
山
で
あ
っ
た
点
､
藤
並
十
郎
の

母
と
さ
れ
る
七
女
に
は

｢藤
並
｣
と
注
が
あ
る
点
､
ま
た
四
女
の
子
供
で
あ

る
明
恵
が

｢紀
伊
国
在
田
郡
石
垣
の
吉
原
村
に
し
て
生
る
｣
(r梅
尾
明
恵
上

人
伝
記
｣)
と
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
判
断
す
る
と
､
こ
れ
ら
の
地
名
は
宗
重

の
娘
連
の
結
婚
後
の
住
所
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば
､
宗
重
の
五

女
は
粉
河

(お
そ
ら
-
粉
河
寺
の
関
係
者
)
に
嫁
い
だ
の
で
あ
ろ
う
｡
宗
重

の
父
宗
永
が
､
深
-
粉
河
寺
に
帰
依
し
､
八
重
桜
を
奉
納
し
た
時
以
来
の
密

接
な
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
文
永
年
間
以
降
の
増
補
が
確
証
さ
れ
る

｢惟
盛
粉
河
へ

詣
撃

に
､
宗
主
の
父
tlK
束
が
名
を
出
す
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
史
実
上
に
お
い
て
も
､
粉
河
寺
と
湯
浅
氏
と
は

密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
｡
粉
河
寺
関
係
の
記
事
の
増
補
に
､
湯
浅
氏
の

関
与
を
予
想
さ
せ
る
事
実
で
あ
る
｡

三

延
鹿
本
に
は
､
湯
浅
権
守
宗
重
の
名
が
三
ヶ
所
見
え
る
｡

一
つ
目
は

｢山
門
滅
亡

･
堂
衆
合
戦
｣
の
と
こ
ろ
で
あ
-
､
二
つ
日
に
維
盛
が
熊
野
詣

で
の
途
次
に
､
宗
重
の
子
息
宗
光
と
出
合
つ
場
面
､
三
つ
目
に
は
､
丹
後
侍

従
忠
房
が
宗
重
と
と
も
に
戦
い
､捕
ら
え
ら
れ
て
抹
殺
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
｡

こ
の
う
ち
､
堂
衆
合
戦
の
時
､
官
軍
の
大
将
軍
と
し
て
発
向
し
た
と
記
さ
れ

る
と
こ
ろ
は
､
単
に
官
軍
の
大
将
羊
の
名
と
し
て
湯
浅
権
守
宗
重
の
名
が
見

え
る
だ
け
で
あ
る
が
､
読
み
本
系

･
語
り
本
系
を
問
わ
ず
同
様
の
記
述
に
な

っ
て
い
る
点
か
ら
判
断
す
る
と
､
こ
れ
は

r平
家
物
語
｣
成
立
の
初
期
の
段

階
で
取
り
込
ま
れ
た
記
事
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
宗
光
と
維
盛
の
出
会
い
の
場

面
も
'
読
み
本
系

･
語
り
本
系
と
も
に
載
せ
て
お
-
､
F平
家
物
語
｣
の
読

ま
せ
ど
こ
ろ
､
聞
か
せ
所
の
一
つ
で
あ
っ
た
ら
し
-
､
諸
本
の
間
に
お
い
て

文
章
自
体
も
驚
-
ほ
ど
変
化
し
て
い
な
い
｡
本
来
的
に
よ
-
で
き
た
､
完
成

度
の
高
い
記
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
問
題
は
､
忠
房
の
抹
殺
の
場
面
で

あ
る
｡
こ
れ
は
四
部
本

･
延
慶
本

･
長
門
本

･
F源
平
盛
衰
記
]
(r源
平
閑

静
録
』
は
欠
巻
)
に
お
い
て
､
文
章
上
で
も
内
容
上
で
も
大
き
な
違
い
が
あ

り
､
あ
る
意
味
で
､
読
み
本
系
内
部
に
お
け
る
､
あ
る
一
つ
の
記
事
の
生
成

と
変
貌
と
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

そ
こ
で
､
こ
れ
ら
の
記
事
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
､
湯
浅
確
守
宗
重

の
系
譜
を
確
か
め
て
お
-
｡
r湯
浅
系
図
｣
に
よ
っ
て
も
､
宗
重
の
一
族
は

宗
重
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
､
周
囲
の
書
物
か
ら
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
管
見
に
入
っ
た
宗
重
の
一
門
に
関
す
る
伝
記
記
事
は
次
の
通
り

(5)

で
あ
る
｡

○
(明
恵
上
人
の
)母
ハ
湯
浅
権
守
宗
重
第
四
女
ナ
リ
｡

(明
恵
上
人
の

r仮
名
行
状
』
上
)

○
沙
門
高
弁
は
紀
伊
国
在
田
郡
石
垣
の
書
原
村
に
し
て
生
る
｡
姓
は
平
､

父
皇
国
は
高
倉
院
の
武
者
所
な
-
｡
母
は
藤
原
宗
童
が
女
也
｡

(r梅
尾
明
恵
上
人
伝
記
])

○
右
建
久
九
年
秋
比
｡
依
三
風
二
聞
高
雄
騒
動
之
由

一
｡
重
棲
二
千
紀
州

白
山
1.
為
71湯
浅
兵
衛
尉
宗
光

(
上
人
親
男
)
沙
汰
1｡

(F高
山
寺
縁
起
｣
｢石
垣
庄
筏
立
｣
)
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○
右
当
処
者
｡
春
日
大
明
神
降
詫
之
地
也
｡
(明
恵
)
上
人
親
勇
兵
衛
尉

宗
光
之
旧
宅
也
｡
彼
宗
光

(
子
息
)
左
衛
門
尉
宗
成
｡
敬
二
重
霊
跡

一

枚
｡
建
二
立
伽
藍
一兵
｡

(r高
山
寺
縁
起
｣
｢保
田
星
瓦
｣
)

○
右
此
地
者
｡
(明
恵
)
上
人
誕
生
之
処
也
｡
-
-
宗
光
三
男
左
衛
門
尉

宗
氏
｡
敬
二
重
上
人
遺
徳
一故
-
-

(r高
山
寺
縁
起
j
｢石
垣
青
原
歓
喜
寺
｣
)

○
又
宗
重
ガ
子
ノ
十
三
ナ
ル
ガ
紫
革
ノ
小
腹
巻
ノ
ア
リ
ケ
ル
ヲ
ゾ
宗
盛

こ
ハ
キ
セ
タ
リ
ケ
リ
｡
ソ
ノ
子
ハ
文
覚
ガ
一
具
ノ
上
覚
卜
云
ヒ
ジ
リ

ニ
ヤ
｡

(r愚
管
抄
】
巻
五

｢二
条
｣
)

【宗
永
】
-

宗
圭

宗
景
-

宗
弘
1

宗
良
-

宗
村
-

宗
定

宗
高
-

盛
網
I

盛
平
I

盛
安

宗
方

【岩
竺

悪

賢
】

T

朗
報
-

威
光

宗
光
｣

宗
基

(･o)

以
上
の
諸
資
料
か
ら
､
宗
重
は
藤
原
氏
の
出
自
で
あ
り
､
子
に
宗
光

･

上
覚
､
孫
に
宗
成

･
宗
氏
の
い
た
事
が
知
ら
れ
る
｡
ま
た
外
孫
に
栂
尾
高
山

寺
の
明
恵
上
人
が
お
り
､
こ
の
明
恵
が
上
覚
と
も
ど
も
､
高
雄
の
文
覚
上
人

の
弟
子
で
あ
っ
た
点
も
興
味
深
い
｡
私
は
宗
重
に
嫁
し
て
､
上
覚

･
宗
光

･

嫡
女
そ
し
て
明
恵
の
母
を
産
ん
だ
女
性
は
'
文
覚
の
姉
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
が
'
そ
れ
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
｡

r湯
浅
系
図
｣
(続
群
書
類
従
)
に
､
後
に
引
用
す
る
延
慶
本
､
お
よ
び

他
の
資
料
に
よ
っ
て
補
っ
た
項
目
を

【

】
で
示
す
と
､
次
の
よ
う
な
系

図
が
出
来
上
が
る

(ゴ
シ
ッ
ク
は
'
延
慶
本

･
長
門
本
の
登
場
人
物
)0

系
図
で
宗
重
の
曾
孫
と
さ
れ
る
宗

氏
が
､
r高
山
寺
縁
起
｣
で
は
孫
と

さ
れ
る
な
ど
､
若
干
の
異
同
が
あ
る

が
､
こ
の
系
図
で
見
て
も
､
宗
永
以
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光
政

-

光
家

.
E

宗
業

【宗
成
】
(十
訓
抄
作
者
?
)

【宗
氏
】

【泉
源
太
】

【泉
源
三
】

【上
覚
】
(和
歌
色
葉
作
者
)

婦
女

次
女

三
女

四
女

五
女

六
女

七
女

【明
恵
上
人
】

親

霊

品

丁

明
-
∩

鵬

前
は
不
明
で
あ
る
｡
r粉
河
寺
縁
起
L

に
は
､
宗
重
の
父
tlK
,水
を

｢武
勇
の

家
に
生
ず
｣
と
紹
介
し
て
い
た
｡
武

家
藤
氏
と
は
､
秀
郷
流
か
､
利
仁
流

か
､
あ
る
い
は
将
門
の
乱
の
平
定
に

功
の
あ
っ
た
忠
文
の
子
孫
で
あ
ろ

う
.

1
万
､
後
に
引
用
す
る
延
慶

本

･
長
門
本
の
記
事
に
は
､
藤
並
十

郎
を
婿
と
し
て
い
た
｡
r湯
浅
系
図
｣

で
は
､
第
七
女
の
子
供
､
つ
ま
-
宗

重
の
孫
､
名
前
を
親
と
い
う
人
物
が

藤
並
の
十
郎
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の



人
物
は
､

一
文
字
名
乗
-
で
わ
か
る
よ
う
に
､
文
覚
と
同
じ
渡
辺
党
嵯
峨
源

(7)

氏
の
出
で
あ
る
｡
子
孫
藤
並
氏
が
源
氏
を
名
乗
っ
て
い
る
点
か
ら
い
っ
て
､

こ
れ
は
明
か
で
あ
る
｡
稿
を
改
め
て
述
べ
る
が
､
こ
こ
に
も
文
覚
と
宗
重
と

の
強
い
結
び
つ
き
が
見
て
取
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
渡
辺
党
と
の
関
係
の
深
さ

を
考
え
る
と
､
宗
重
は
､
文
覚
の
一
族
遠
藤
氏
と
祖
先
を
同
じ
-
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
｡
そ
う
で
あ
れ
ば
､
藤
原
忠
文
の
子
孫
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

r兵
範
記
』
仁
安
元
年

(
二

六
六
)
十
月
二
十

一
日
条
に
､
｢少
監
物
藤
原

宗
重
｣
と
い
う
名
が
見
え
る
の
が
湯
浅
権
守
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
同
書
久
寿
二

年

(
二

五
五
)
十
月
十
二
日
条
に
､
難
波
二
郎
と
思
わ
れ
る
経
遠
､
館
太

郎
と
思
わ
れ
る
貞
康
と
と
も
に
名
の
見
え
る

｢宗
重
｣
も
､
湯
浅
権
守
ら
し

-
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
､
こ
の
宗
重
は
承
安
四
年

(
二

七
五
)
以
前
に
出
家
し
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
次
の

F書
記
』
の
記
事
が
そ
れ
を
裏
付
け
る
｡
い
ず

れ
も
承
安
四
年
九
月
の
記
事
で
あ
る
｡

○
湯
浅
宗
重
法
師
来
､
自
∴
去
比

.在
京
云
々
､

(二
十
日
粂
)

○
昏
黒
着
二
湯
浅
入
道
堂

∴

-
-
又
宗
重
法
師
送
二
菓
子
雑
業

∴

(二
十
五
日
条
)

○
凌
展
起
二
湯
浅
一､

(二
十
六
日
条
)

熊
野
詣
に
随
行
す
る
吉
田
経
房
は
､
二
十
日
に
在
京
中
の
宗
重
か
ら
馬

を
贈
ら
れ
､
翌
二
十

一
日
に
熊
野
へ
出
発
､
二
十
五
日
に
湯
浅
に
一
泊
､
二

十
六
日
に
熊
野
に
向
け
て
旅
立
っ
た
と
い
う
記
事
の
7
部
で
あ
る
.
し
か
し
､

こ
こ
に
､
｢湯
浅
宗
重
法
師
｣
｢湯
浅
入
道
｣
｢宗
重
法
師
｣
な
ど
と
あ
る
点

は
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
｡
ま
た

｢自
去
比
在
京
｣
と
い
う
証

言
か
ら
す
る
と
､
宗
重
は
､
出
家
入
道
の
後
は
湯
浅
に
帰
り
､
時
々
上
京
し

て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
も
確
認
で
き
よ
う
｡も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
､

諸
本
す
べ
て
に
見
え
る
､
堂
衆
合
戦
の
折
に
､
官
軍
の
大
将
軍
で
あ
っ
た
と

い
う
の
は
､
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
-
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
例
を
延
慶
本

に
取
る
と
､
第
二
本
六

｢山
門
ノ
学
生
卜
堂

衆
卜
合
戦
事
｣
に
は
､

早
ク
官
兵
ヲ
被
テ
差
副

J追
討
セ
ラ
ル
べ
シ
ト
申
ケ
レ
バ
､
院
ヨリ
大

政
入
道

｡
被
仰

一｡
入
道
ノ
家
人
紀
伊
国
住
人
湯
浅
権
守
宗
重
ヲ
大
将

軍
ト
シ
テ
､
大
衆
三
千
人
､
官
兵
二
千
余
騎
都
合
五
千
余
騎
ノ
軍
兵
ヲ

差
遣
ハス
｡

と
あ
る
｡
こ
の
事
件
は
治
承
二
年

(
二

七
八
)
の
こ
と
で
あ
る
｡
宗
重
が

官
軍
の
大
将
軍
と
し
て
堂
衆
を
攻
め
た
と
き
に
は
､
す
で
に
出
家
の
身
で
あ

り
､
普
段
は
京
都
に
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
清
盛
の
家
人
の

数
あ
る
中
に
'
出
家
の
身
で
あ
る
宗
童
を
､
わ
ざ
わ
ざ
湯
浅
か
ら
呼
び
出
し

て
'
官
軍
の
大
将
軍
に
据
え
る
と
い
う
こ
と
は
､
あ
-
え
た
の
だ
ろ
う
か
｡

し
か
も
､
F平
家
物
語
』
の
作
者
は
､
当
時
宗
重
が
出
家
の
身
で
あ
っ
た
と

は
知
ら
な
か
っ
た
ら
し
-
､
単
に
湯
浅
権
守
宗
重
と
い
う
､
よ
-
知
ら
れ
た

名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
み
で
､
宗
重
入
道
と
い
っ
た
よ
う
な
呼
称
は
用
い

ら
れ
て
い
な
い
｡
お
そ
ら
く
､
宗
重
が
当
時
出
家
し
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な

い
物
語
の
作
者
が
不
注
意
に
､
あ
る
い
は
知
り
得
た
立
場
の
者
な
ら
ば
､
意

図
的
に
湯
浅
権
守
宗
重
と
い
う
よ
-
知
ら
れ
た
名
を
書
き
込
ん
だ
の
で
は
な

い
か
.
こ
こ
に
も

F平
家
物
誌
巴

の
､
初
期
本
に
お
け
る
､
よ
-
亭
え
ば
作

為
､
悪
-
い
え
ば
い
い
加
減
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
｡

四

次
に
延
慶
本
第
六
未
什
二

｢小
松
侍
従
忠
房
被
諌
給
事
｣
を
検
討
す
る
｡

忠
房
が
湯
浅
権
守
宗
主
の
城
に
寵
-
､
抹
殺
さ
れ
た
と
い
う
当
該
記
事
は
､
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前
記
し
た
よ
う
に
､
四
部
本

･
延
慶
本

･
長
門
本

･
『源
平
盛
衰
記
｣
に
お

い
て
､
文
章
上
で
も
内
容
上
で
も
大
き
な
違
い
が
あ
り
､
読
み
本
系
内
部
に

お
け
る
､
あ
る
一
つ
の
記
事
の
生
成
と
変
貌
と
を
指
し
示
し
て
い
る
｡

延
慶
本
第
六
末
三
十
二

｢小
松
侍
従
忠
房
被
課
給
事
｣
は
次
の
よ
う
な

内
容
で
あ
る
｡

小
松
殿
子
息
六
人
オ
ハ
セ
シ
モ
'
此
｡
彼
｡
ニ
テ
被
失
ケ
ル
中
｡
､

丹
後
侍
従
忠
房
ハ
屋
島
ノ
軍
ヨ
リ
落
テ
行
方
ヲ
不
知
ツ
ル
ガ
､
紀
伊
国

住
人
湯
浅
権
守
宗
重
ガ
許
t一隠
レ
居
ラ
レ
ク
リ
ケ
リ
｡
是
ヲ
聞
テ
和

泉

･
紀
伊
国

･
摂
津
国

･
河
内

･
大
和

･
山
城

･
伊
賀

･
伊
勢
､
近

国
ノ
平
家
ノ
家
人
共
一
人
二
人
来
加
リ
ケ
ル
程
｡
､
五
百
余
人
寵
タ
リ
｡

二
位
殿
此
ノ
由
ヲ
聞
給
テ
'
熊
野
別
当
湛
増
法
眼
｡
仰
テ
､
三
ケ
月
ガ
間

｡
責
戦
事
八
ケ
度
也
｡
湯
浅
｡ハ
究
尭
ノ
城
ア
リ
｡
岡
村
ノ
城

･
岩
野
河

城

･
岩
村
ノ
城
ト
テ
三
所
ア
リ
｡
彼
城
｡
究
克
ノ
者
共
立
寵
ダ
リ
｡
此

外
又
湯
浅
ガ
家
子

･
郎
等
数
ヲ
知
ズ
｡
中
モ
モ
湯
浅
ガ
甥
神
崎
尾
藤
太
､

舎
弟
尾
藤
次
､
筆
｡
藤
並
十
郡
､
其
養
子
｡
泉
源
三
兄
弟
'
岩
殿
三
郎

宗
賢
ナ
ド
云

一
人
当
千
ノ
兵
共
立
寵
タ
ル
ア
ヒ
ダ
､
鞭
ク
責
落
シ
ガ
タ

シ
｡
湛
増
タ
ノ
ミ
切
タ
ル
侍
須
々
木
五
郎
左
衛
門
卜
云
者
､
人
｡モ
ス

グ
レ
テ
､
ス
､
ミ
出
テ
戦
ケ
ル
ヲ
'
湯
浅
ガ
甥
尾
藤
太
大
鏑
矢
ノ
十
五

束
ア
ル
ヲ
､
ア
ク
マ
デ
放
ッ
央
｡
､
五
郎
左
衛
門
尉
ガ
鎧
ノ
押
付
ノ
板
ヲ

坐
ヲ
コ
メ
テ
射
通
シ
タ
リ
｡
是
ヲ
ミ
テ
打
手
ノ
兵
共
ス
､
ミ
タ
,
カ
ハ

ズ
｡
惣
ジ
テ
三
月
之
間
｡
合
戦
数
度
｡
及
プ
｡
カ
､
リ
ケ
レ
バ
､
熊
野
法

師
多
ク
手
負
テ
､
郎
等
ア
マ
タ
被
諌
1]lケ
リ
.
湛
増
､
｢責
戦
｡
､
今
ハ

官
兵
カ
ラ
ッ
キ
テ
候
｡
国
ヲ
モ
四
五
ヶ
国
被
寄
ベ
シ
｣
ト
申
タ
リ
ケ
レ

バ
､
二
位
殿
被
仰
ケ
ル
ハ
､
｢官
兵
ノ
云
甲
斐
ナ
キ
こ
コ
ソ
ア
ム
ナ
レ
｡

何
サ
マ
ニ
モ
始
終
ハ
争
カ
コ
ラ
フ
ベ
キ
ナ
レ
バ
､
勢
ヲ
モ
上
ス
ベ
キ
ニ

テ
ハ
ア
レ
ド
モ
､
謀
ヲ
廻
シテ
ヨ
ス
ベ
キ
ナ
リ
｡
山
海
ヲ
能
守
護
シ
テ
､

盗
人
ヲ
鎮
ヨ
｡
固
ク
守
護
七バ
､
兵
親
米
尽
テ
､
一
人
二
人
落
ム
程
｡
､

一

人
モ
有
マ
ジ
キ
ゾ
｣
ト
被
仰

一
｡
依
之

.守
護
キ
ビ
シ
カ
リ
ケ
レ
バ
､

如
案
主
ハ根
米
尽
テ
､
思
々
｡
皆
落
失
｡
ケ
リ
｡
二
位
殿
被
仰
.ケ
ル
ハ
､

｢小
松
殿
ノ
公
達
降
人
｡
ナ
ラ
ム
ヲ
バ
､
宥
申
ベ
シ
｡
立
合
ワ
ム
人
々
ヲ

バ
許
ス
ベ
シ
｡
平
治
ノ
乱
之
時
､
頼
朝
ガ

死
罪
｡
走
りシ
事
ヲパ
､
池
尼
御

前
ノ
使
ト
シ
テ
小
松
殿
大
政
入
道
｡
能
様
｡
被
申

一
シ
ニ
ヨ
リ
テ
コ
ソ
､

流
罪
｡
モ
走
り
ク
リ
シ
カ
｡
サ
レ
バ
小
松
殿
ノ
公
達
ノ
事
､
疎
ト
モ
不

思
一｣
ト
ゾ
宣
ケ
ル
｡
忠
房
､
湯
浅
ノ
宗
童
ガ
責
落
レ
テ
､
降
人
｡
成
テ

鎌
倉
へ
下
絵
タ
リ
ケ
レ
バ
､
二
位
殿
対
面
シ
給
テ
｢都
近
キ
片
畔
｡
､

如
形
事
ナ
リ
ト
モ
思
知
奉
ラ
ム
ズ
ル
ゾ
ト
､
上
洛
可
有

一｣
ト
宣
ケ
ル

こ
付
テ
披
上
ケ
ル
程
｡
､
近
江
国
勢
多
卜
云
所
｡テ
､
タ
バ
カ
リ
テ
切
テ

ケ
リ
｡
賢
カ
リ
ケ
ル
謀
也
｡

延
慶
本
第
六
末
の
末
尾
に
近
-
､
建
礼
門
院
が
死
去
L
t
頼
朝
が
右
大

将
に
任
ぜ
ら
れ
た
記
事
に
続
い
て
､
平
家

一
門
の
人
々
が
証
さ
れ
､
あ
る
い

は
干
死
に
を
し
た
と
い
う
章
段
が
続
-
｡
薩
摩
平
六
家
長
､
越
中
次
郎
兵
衛

盛
次
､
上
総
悪
七
兵
衛
景
清
､
伊
賀
大
夫
知
忠
､
土
佐
守
亡霊
犬
な
ど
に
関
す

る
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
｡
そ
の
一
連
の
章
段
の
中
に
､
こ
の
章
段
が
挟
み
込

ま
れ
て
い
る
｡
こ
の
記
事
は
､
四
部
本

･
長
門
本
に
も
見
え
て
い
る
の
だ
が
､

こ
の
三
本
間
に
お
い
て
も
文
章

･
内
容
と
も
大
き
-
異
な
っ
て
い
る
｡
今
は

延
慶
本
の
記
事
の
み
を
問
題
に
し
､
延
慶
本
の
増
補

･
変
貌
の
様
を
み
た
い

と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
､
と
-
あ
え
ず
､
四
部
本

･
延
慶
本

･
長
門
本
の
記

事
の
前
後
関
係
だ
け
は
見
て
お
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡

四
部
合
戦
状
本

F平
家
物
語
』
巻
十
二

｢丹
後
侍
従
忠
房
被
諌
｣
は
､

(さ
)

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
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抑
も
平
家
の
子
孫
は
'
去
ん
じ
元
暦
二
年
の
冬
､
時
政
上
洛
し
て
､

一
つ
子
二
つ
子
を
残
さ
ず
､
腹
の
内
を
開
き
て
見
ず

〔見
ざ
る
手
無

し
カ
〕
と
云
ふ
計
り
に
尋
ね
求
め
､
悉
-
失
ひ
き
｡
権
亮
三
位
中
将
殿

の
御
子
息
六
代
御
前
計
-
ぞ
､
高
雄
の
聖
申
し
請
け
し
外
は
､
今
は

一
人
も
無
し
と
思
ひ
し
に
､
小
松
殿
の
末
子
丹
後
侍
従
忠
房
は
､
屋

島
よ
り
落
ち
て
行
方
を
知
ら
ざ
-
つ
る
が
､
紀
伊
国
の
湯
浅
権
守
宗

重
が
城
に
寵
-
て
御
し
け
る
と
ぞ
聞
こ
え
し
｡
則
て
越
中
次
郎
兵
衛

尉
盛
次

･
悪
七
兵
衛
景
清
も
有
-
と
申
す
｡
又
､
和
泉

･
河
内

･
伊

賀

･
伊
勢

･
大
和

･
山
城
の
国
々
の
平
家
の
家
人
共
'
寵
-
集
ひ
て

在
-
つ
る
は
､
五
百
余
人
と
披
露
す
｡
偽
っ
て
熊
野
別
当
湛
僧
に
仰

せ
付
け
て
責
め
ら
れ
け
れ
ど
も
､
究
寛
の
者
共
､
矢
崎
を
調
へ
て
射

る
程
に
､
射
白
ま
さ
れ
て
度
々
引
-
｡
三
ケ
月
の
間
に
八
度
ま
で
寄

せ
け
れ
ば
､
熊
野
法
師
多
-
手
負
ひ
て
､
湛
僧
が
郎
等
多
-
討
ち
取

ら
れ
ぬ
｡
叶
ふ
べ
-
も
無
か
り
け
れ
ば
､
勢
を
副
へ
ら
る
べ
き
由
申

さ
れ
け
れ
ど
も
､
｢合
戦
を
留
め
て
食
迫
せ
よ
｣
と
有
り
け
れ
ば
､
山

海
を
守
護
し
け
れ
ば
､
盗
賊
の
親
米
も
尽
き
て
落
ち
に
け
り
｡

其
の
後
､
披
露
せ
ら
れ
け
る
は
､
｢小
松
殿
の
公
達
､
打
漕
み
て
来

ら
れ
た
ら
ん
を
助
け
奉
る
べ
し
｡
頼
朝
が
事
は
併
ら
小
松
大
臣
申
し

免
さ
れ
た
り
き
｡
争
か
其
の
思
ひ
を
忘
る
べ
き
な
れ
ば
｣
と
有
-
け

れ
ば
､
息
房
､
実
と
思
は
れ
け
る
に
や
､
顕
れ
出
で
た
ま
ひ
け
れ
ば
､

源
二
位
対
面
し
て
､
｢都
の
辺
に
思
ひ
宛
て
奉
る
事
有
り
｣
と
て
'
証

し
上
せ
て
､
勢
多
に
て
切
り
て
け
り
｡

ま
た
長
門
本
巻
第
二
十

｢小
桧
殿
御
子
丹
後
侍
従
事
｣
は
次
の
よ
う
な

(9
)

記
事
で
あ
る
｡

小
松
殿
の
御
子
息
六
人
お
は
し
け
る
も
､
こ
ゝ
か
し
こ
に
て
課
せ

ら
れ
給
て
､
末
の
子
に
丹
後
侍
従
忠
房
と
て
お
は
し
け
る
が
､
讃
岐

国
八
嶋
の
戦
を
落
て
､
ゆ
く
か
た
も
し
ら
ざ
り
つ
る
が
､
紀
伊
国
の

住
人
湯
浅
権
守
宗
垂
が
も
と
に
か
-
れ
居
給
へ
り
｡
平
家
の
侍
越
中

次
郎
兵
衛
盛
次
､
悪
七
兵
衛
景
清
な
ん
ど
も
つ
き
た
-
け
-
｡
是
を

聞
て
､
和
泉

･
紀
伊
国
､
摂
津

･
大
和

･
河
内

･
山
城

･
伊
賀

･
伊

勢
八
箇
国
に
隠
居
た
-
け
る
平
家
の
家
人
ど
も
'

一
人
二
人
参
集
る

ほ
ど
に
､
五
百
余
人
寵
た
り
｡
鎌
倉
殿
聞
召
て
'
阿
波
民
部
大
夫
成

良
に
仰
て
攻
ら
る
｡
成
良
紀
伊
国
に
過
て
､
御
所
野
と
い
ふ
所
に
陣

を
と
-
て
ひ
か
へ
た
-
｡
此
う
へ
熊
野
別
当
湛
増
法
印
､
子
息
湛
快

父
子
に
仰
て
せ
め
ら
る
｡
ゆ
あ
さ
に
は
究
寛
の
城
あ
-
｡
岡
村

･
岩

野

･
岩
村
の
城
と
て
三
ヶ
所
あ
り
｡
彼
城
の
う
ち
､
岩
村
の
城
に
五

百
余
人
楯
こ
も
る
｡
此
外
湯
浅
が
家
子
郎
等
数
を
知
ら
ず
｡
中
に
も

湯
浅
が
甥
神
崎
尾
藤
太
､
舎
弟
尾
藤
次
､
聾
に
藤
波
の
十
郎
､
其
養

子
に
泉
源
太
､
源
三
兄
弟
､
岩
殿
三
良
宗
賢
な
ん
ど
云
､

一
人
当
千

の
兵
ど
も
楯
こ
も
り
た
る
間
､
た
や
す
-
せ
め
お
と
し
が
た
し
｡
湛

増
た
の
み
来
た
る
侍
､
須

-
木
五
郎
左
衛
門
允
と
い
ふ
も
の
､
人
に

も
勝
て
進
出
せ
め
た

ゝ
か
ひ
け
る
を
､
尾
藤
太
､
中
ざ
し
の
十
五
束

あ
る
を
あ
く
ま
で
引
て
は
な
つ
夫
に
､
五
郎
左
衛
門
尉
が
甲
の
は
ち

つ
け
の
板
を
､
主
を
寵
て
射
通
し
た
り
｡
是
を
寄
手
の
兵
ど
も
見
て

す

ゝ
み
た

ゝ
か
は
ず
｡
惣
て
三
月
の
あ
い
だ
八
ケ
度
の
戦
に
熊
野
侍

郎
等
以
下
お
は
-
う
た
れ
に
け
り
｡
湛
増
鎌
倉
殿
へ
申
け
る
は
､
い

ま
は
官
兵
の
力
つ
き
て
候
｡
湛
増
ば
か
り
に
て
は
か
な
ふ
べ
か
ら
ず

侯
｡
国
を
も
四
五
ヶ
国
よ
せ
さ
せ
給
て
後
､
官
兵
を
も
て
せ
め
候
べ

き
か
と
ぞ
申
け
る
｡

鎌
倉
殿
凡
仰
ら
れ
け
る
は
､
官
兵
の
ゆ
ふ
か
ひ

な
き
に
こ
そ
あ
れ
､
始
終
は
い
か
で
か
こ
ら
へ
て
あ
る
べ
き
｡
勢
を
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も
の
ぼ
せ
､
国
を
も
よ
す
べ
け
れ
ど
も
､
幕
､
山
海
を
よ
-
守
護
し

て
'
山
賊
海
賊
を
と
ゞ

む
べ
し
｡
国
を
守
護
せ
ば
'
凶
徒
兵
娘
尽
て
､

一
人
二
人
お
ち
ん
ほ
ど
に

一
人
も
あ
る
ま
じ
き
ぞ
｡
小
松
殿
君
達
､

降
人
た
ら
ん
を
ば
な
だ
め
申
べ
し
｡
た
て
あ
ひ
た
ま
は
む
人
を
ば
諌

す
べ
し
｡
頼
朝
平
治
の
乱
に
流
罪
に
さ
だ
ま
-
た
り
し
か
ば
､
池
尼

御
前
の
御
便
に
て
小
松
殿
太
政
入
道
殿
に
詞
を
加
て
､
能
様
に
申
さ

れ
た
-
し
に
よ
り
て
､
流
罪
に
走
て
あ
-
L
も
､
小
松
殿
の
御
恩
也

と
申
さ
れ
け
る
｡
此
上
高
尾
文
学
上
人
を
も
て
､
内
々
湯
浅
権
守
宗

重
を
､
誘
人

〔
へ
の
誤
り
〕
仰
ら
れ
け
る
は

〔け
れ
ば
カ
〕
､
鎌
倉
殿
に

む
か
ひ
奉
て
､
合
戦
を
い
た
す
事
'
日
本
国
を
敵
に
し
た
-
｡
た
と

ひ

一
年
二
年
こ
そ
こ
ら
へ
て
あ
り
と
も
､
始
終
は
い
か
で
か
こ
ら
ふ

べ
き
と
思
て
､
鎌
倉
殿
の
仰
に
随
奉
り
け
-
｡
宗
重
､
侍
従
殿
に
申

け
る
は
､
鎌
倉
殿
被
申
候
な
る
は
､
小
松
殿
君
達
降
人
た
ら
む
を
ば

な
だ
め
た
て
ま
つ
れ
｡
た
て
あ
ひ
た
ま
は
む
人
を
ば
､
許
し
た
て
ま

つ
る
べ
L
と
官
兵
等
に
仰
ふ
-
め
ら
れ
て
候
な
-
｡
始
終
は
宗
重
も

か
な
ふ
べ
か
ら
ず
侯
｡
只
降
人
に
ま
い
ら
せ
給
へ
と
申
た
り
け
れ
ば
､

宗
重
を
打
潰
て
来
事
な
れ
ば
､
い
か
に
も
能
様
に
こ
そ
は
か
ら
は
め

と
申
さ
れ
け
れ
ば
'
九
郎
大
夫
判
官
'
京
都
の
守
護
に
て
お
は
し
ま

し
け
れ
ば
､
判
官
の
も
と
へ
丹
後
侍
従
を
送
た
て
ま
つ
る
｡
判
官
よ

-
鎌
倉
殿
へ
た
て
ま
つ
る
｡
鎌
倉
殿
､
侍
従
殿
に
御
対
面
あ
て
､
頼

朝
が
流
罪
に
さ
だ
ま
り
候
し
辛
は
､
併
小
松
殿
の
御
恩
な
-
｡
其
御

子
息
､
す
こ
し
も
を
ろ
か
に
思
た
て
ま
つ
ら
ず
候
｡
か
様
に
見
参
に

入
候
ぬ
る
う
へ
は
､
都
の
片
辺
に
思
あ
て
ま
い
ら
す
る
事
候
｡

疾
-

上
洛
候
へ
と
て
､
都
へ
帰
し
の
ぼ
せ
奉
る
｡
侍
従
殿
げ
に
も
命
は
い

き
な
ん
と
思
ひ
給
け
る
に
､
都
へ
は
入
奉
ら
ず
､
近
江
国
勢
多
に
て

切
奉
る
｡
い
か
な
る
事
ぞ
や
と
人
か
た
ぶ
き
申
け
り
｡

一
読
し
た
印
象
か
ら
言
え
ば
'
こ
の
記
事
は
四
部
本
が
も
っ
と
も
古
態

を
留
め
て
お
り
､
次
に
延
慶
本
､
長
門
本
の
順
に
古
い
と
思
わ
れ
る
｡
例
え

ば
､
四
部
本
で
は
､
宗
重
の
直
接
関
与
と
せ
ず
､
単
に
宗
重
の
城
に
寵
っ
た

と
す
る
点
が
理
由
の

一
つ
｡
ま
た
､
延
慶
本
を
み
る
と
､
｢和
泉

･
紀
伊

国

･
摂
津
国

･
河
内

･
大
和

･
山
城

･
伊
賀

･
伊
勢
'
近
国
ノ
平
家
｣
と
あ

っ
て
､
な
ぜ
紀
伊
国
と
摂
津
国
だ
け
に

｢国
｣
が
付
け
ら
れ
て
お
り
､
そ
の

前
後
の
和
泉

･
河
内

･
大
和
な
ど
に
は

｢国
｣
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
の
だ

ろ
う
か
と
､
疑
問
を
抱
-
｡
し
か
も
､
現
在
大
阪
府
に
属
す
る
和
泉
と
河
内

の
間
に
､
和
歌
山
県
で
あ
る
紀
伊
国
と
兵
庫
県
を

一
部
に
含
む
摂
津
国
が
割

り
込
ん
で
お
り
､
地
名
を
列
挙
す
る
に
し
て
も
地
理
的
に
見
て
不
自
然
な
観

は
否
め
な
い
｡
こ
の
点
も
四
部
本
を
見
る
と
､
そ
の
疑
問
は
氷
解
す
る
｡
四

部
本
に
見
え
る
よ
う
に
､
本
来
の
文
章
に
は
､
こ
の
二
国
は
含
ま
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
湯
浅
の
側
で
は
､
紀
伊
国
の
兵
に
加
え
て
､
摂
津
国

の
神
崎
尾
藤
太

･
尾
藤
次
兄
弟
が
参
戦
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
後
で
そ
れ
に

㌔_0ヽ

気
づ
い
た
者
が
､
近
畿
の
国
尽
-
L
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
ら

の
点
か
ら
判
断
し
て
､
こ
の
記
事
に
関
し
て
は
､
四
部
本
の
記
事
が
も
っ
と

も
古
態
を
留
め
て
い
る
と
言
え
そ
う
だ
｡
と
す
る
と
､
四
部
本
と
延
慶
本
と

の
比
較
か
ら
'
次
の
事
柄
が
言
え
る
だ
ろ
う
｡

第

一
点
と
し
て
､
四
部
本
に
は
元
暦
二
年
の
冬
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
､

延
慶
本
に
は
日
付
を
欠
-
こ
と
｡
こ
れ
は
､
延
慶
本
が
日
付
を
抜
い
て
､
平

家

1
門
の
殊
殺
記
事
を
列
挙
し
て
い
る
こ
と
と
関
連
す
る
｡

第
二
点
に
､
四
部
本

･
長
門
本
に
盛
次
と
景
清
の
名
が
共
通
し
て
見
え

る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
と
､
こ
れ
は
延
慶
本
が
削
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
廿

九

｢越
中
次
郎
兵
衛
盛
次
被
殊
事
｣
､
什

｢上
総
悪
七
兵
衛
景
清
干
死
事
｣
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の
章
段
で
､
す
で
に
盛
次
や
景
滑
が
死
亡
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
配
慮
で

あ
ろ
う
が
､
直
前
の
什

一
｢伊
賀
大
夫
知
忠
被
諌
事
｣
に
お
い
て
は
､
盛
次

や
景
清
が
再
び
姿
を
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
､
首
尾

一
貫
し
な
い
改
作

で
あ
る
｡

第
三
点
､
延
慶
本
は
､
こ
の
事
件
に
対
し
て
､
宗
重
が
直
接
的
に
関
与

し
た
と
改
作
し
た
｡

第
四
点
に
､
四
部
本
の
よ
う
な
本
文
か
ら
延
慶
本
の
よ
う
な
本
文
に
こ

の
記
事
を
改
作
し
た
者
は
､
宗
重
周
辺
の
地
理
や
人
物
に
相
当
委
し
い
人
物

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
｢中
二
モ
湯
浅
ガ
甥
神
崎
尾
藤
太
､
舎
弟
尾
藤

次
､
箪
二
藤
並
十
郎
､
其
養
子
二
泉
源
三
兄
弟
､
若
殿
三
郎
宗
賢
ナ
ド
云

一

人
当
千
ノ
兵
共
｣
と
あ
る
が
､
そ
の
う
ち
､
藤
並
十
郎
親
や
若
殿
三
郎
宗
賢

な
ど
が
系
図
に
見
え
る
｡
嵯
峨
源
氏
藤
並
氏
は
､
嘉
禎
四
年

(
一
二
三
八
)

十
月
日
の

｢八
粂
辻
固
湯
浅
御
家
人
葺

(F鎌
倉
遺
文
』
五
三
1
八
番
文

書
'
『崎
山
文
書
』
)
に
､
藤
並
太
郎
が
一
番
で
結
番
さ
れ
'
正
応
二
年

(
一

二
八
九
)
十
二
月
日
の

｢湯
浅
入
道
宗
重
法
師
跡
本
在
京
欠
番
次
第
事
｣

(r鎌
倉
遺
文
山

一
七
二
四
一
番
文
書
､
F崎
山
文
書
』
)
に

｢十
七
番
｣
に
結

番
さ
れ
､
｢他
門
｣
と
注
記
さ
れ
て
い
る
｡
正
慶
元
年

(
二
二
三
二
)
の

『楠
木
合
戦
注
文
』
(続
々
群
書
類
従
)
に
､
楠
木
に
捕
ら
え
ら
れ
た
湯
浅
党

の
交
名
に

｢藤
並
彦
五
郎
入
道
｣
の
名
を
載
せ
る
｡
ま
た
､
秀
郷
流
藤
原
氏

の
子
孫
で
あ
る
神
崎
尾
藤
太
､
尾
藤
次
も
実
在
の
人
物
で
あ
る
｡
彼
ら
に
つ

い
て
は
､
後
に
も
触
れ
る
が
､
上
記

｢八
粂
辻
固
湯
浅
御
家
人
等
事
｣
に
田

中
三
郎
兵
衛
尉
光
平
が
見
え
､
同
じ
-

｢湯
浅
入
道
tl空
重
法
師
跡
本
在
京
結

番
次
第
事
｣
に

｢二
番

田
仲
庄
｣
と
あ
り
'
｢他
門
｣
と
注
記
さ
れ
る
｡

田
中
氏
は
､
神
崎
尾
藤
太
が
田
仲
庄
の
知
行
安
堵
を
得
て
か
ら
､
田
仲
尾
藤

(‖)

太
と
名
乗
っ
て
い
る
の
で
､
彼
の
子
孫
と
考
え
ら
れ
る
｡
湯
浅
党
の
一
員
で

あ
り
な
が
ら
'
｢他
門
｣
で
あ
っ
た
点
も
こ
れ
を
裏
付
け
る
｡
つ
ま
-
､
藤

並
十
郎
や
尾
藤
太
は

｢他
門
｣
で
あ
り
な
が
ら
､
そ
の
子
孫
は
鎌
倉
末
に
い

(_2)

た
る
ま
で
'
湯
浅
党
の
一
月
と
し
て
党
的
結
合
を
保
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

｢岡
村
ノ
城
｣
は
海
南
市
岡
村
か
｡
｢岩
野
河
城
｣
は
有
田
郡
金
屋
町
岩

野
河
､
｢岩
村
ノ
城
｣
は
後
に
､
岩
室
城
の
造
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
も

の
ら
し
-
､
有
田
市
宮
原
町
東
が
そ
の
故
地
ら
し
い
｡
延
慶
本
は
湯
浅

一
族

の
内
情
に
相
当
詳
し
-
､
湯
浅
周
辺
の
地
理
や
そ
の
地
名
に
通
じ
て
い
る
人

物
が
こ
の
改
変
に
関
与
し
て
い
る
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡

言
い
換
え
れ
ば
､
四
部
本
の
文
章
は
湯
浅
周
辺
の
資
料
が
な
-
て
も
都
で
作

文
で
き
る
が
'
延
慶
本
の
文
章
は
宗
童
の
周
辺
に
通
じ
て
い
な
い
と
書
け
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

続
い
て
'
延
慶
本
と
長
門
本
と
の
間
に
あ
る
､
記
事
の
異
同
を
確
認
し

て
お
き
た
い
｡

ま
ず
そ
の
第

一
点
は
､
長
門
本
に
は
義
経
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

従
っ
て
､
長
門
本
に
お
い
て
は
こ
の
事
件
の
日
付
は
な
い
も
の
の
､
必
然
的

に
義
経
在
京
時
の
こ
と
と
な
る
｡
つ
ま
り
元
暦
二
年

(
二

八
五
)
の
こ
と

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
延
慶
本
に
お
い
て
は
､
日
付
も
な

く
'
義
経
も
登
場
し
な
い
の
で
､
こ
の
忠
房
の
謀
殺
が
い
つ
の
こ
と
な
の
か

不
明
で
あ
る
｡
こ
の
記
事
の
前
に
あ
る
､
年
次
を
伴
っ
た
記
事
は
､
建
久
七

午

(
二

九
六
)
七
月
の
知
忠
の
抹
殺
記
事
で
あ
る
が
､
こ
の
忠
房
の
記
事

を
挟
ん
で
'
正
治
元
年

(
二

九
九
)
二
月
の
文
覚
被
流
､
同
二
年
の
六
代

被
殊
､
建
久
三
年

(
二

九
二
)
三
月
の
後
白
河
法
皇
の
崩
御
の
記
事
が
続

き
､
｢右
大
将
頼
朝
果
報
目
出
事
｣
で
延
慶
本
は
終
わ
る
｡
つ
ま
り
､
年
次

が
行
っ
た
-
来
た
-
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は

1
連
の
許
殺
記
事
を
年

次
を
抜
い
て
並
べ
､
六
代
の
諌
殺
､
平
家
の
断
絶
に
集
約
し
て
い
こ
う
と
し
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た
物
語
的
構
想
の
な
せ
る
業
な
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
結
果
､
第
六
末
廿
九

｢越
中
次
郎
兵
衛
盛
次
被
諌
事
｣､
そ
の
次
の
什

｢上
総
悪
七
兵
衛
景
清
干
死

事
｣
で
死
ん
だ
は
ず
の
盛
次
や
景
清
が
､
次
の
什

一
｢伊
賀
大
夫
知
忠
被
諌

事
｣
に
お
い
て
､
城
に
楯
龍
-
､
あ
げ
-
に
逃
走
す
る
と
い
う
杜
撰
な
編
集

上
の
混
乱
な
ど
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
こ
の
点
は
長
門
本

に
お
い
て
も
改
善
さ
れ
て
は
い
な
い
が
｡

第
二
点
は
､
長
門
本
に
は
'
官
軍
側
に
､
熊
野
別
当
湛
増
の
み
な
ら
ず
､

阿
波
民
部
大
夫
成
良
の
名
も
み
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
合
戦
記
事

の
一
つ
も
な
-
､
単
に
名
を
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
扱
い
で
あ
る
｡
後
の
方
で
､

湛
増
が

｢湛
増
ば
か
-
に
て
は
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
候
｣
と
､
成
良
が
参
戦
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
､
は
し
な
く
も
漏
ら
し
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
長
門
本

の
無
意
味
な
付
加
で
あ
る
が
､
壇
ノ
浦
で
平
家
を
裏
切
り
､
源
氏
に
つ
い
た

両
者
を
併
せ
載
せ
､
最
後
ま
で
平
家
に
忠
節
を
尽
-
し
た
萎
重
と
の
対
比
と

い
う
意
図
も
感
じ
ら
れ
る
改
作
で
あ
る
｡
延
慶
本
が
四
部
本
か
ら
の
増
補
に

あ
た
っ
て
湯
浅
関
係
の
資
料
を
駆
使
し
た
の
と
は
､
全
-
趣
を
異
に
し
た
増

補
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
｡

第
三
点
に
は
､
長
門
本
で
は
､
文
覚
が
頼
朝
と
宗
重
と
の
間
を
取
り
持

つ
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
後
述
す
る
よ
う
に
､

宗
重
の
子
上
覚
､
孫
の
明
恵
上
人
と
も
ど
も
文
覚
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
る
と
'
注
目
に
値
す
る
｡
こ
の
記
事
の
増
殖
者
は
､
そ
の
よ
う
な
系
譜

上
の
事
情
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

第
四
点
に
､
章
段
未
の
評
語
が
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

延
慶
本
は
'
頼
朝
の
企
て
を

｢賢
カ
リ
ケ
ル
謀
也
｣
と
肯
定
的
に
み
な
し
て

お
り
､

1
万
の
長
門
本
は

｢
い
か
成
る
事
ぞ
や
と
人
か
た
ぶ
き
申
け
り
｣
と

あ
っ
て
､
頼
朝
の
所
為
を
否
定
的
に
見
て
い
る
｡
こ
の
評
語
の
差
異
が
生
じ

た
原
因
と
し
て
､
時
代
的
な
変
遷
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
､

一
番
素
直
な

見
方
で
あ
ろ
う
｡

第
五
点
に
､
延
慶
本

･
長
門
本
そ
れ
ぞ
れ
に
､
こ
ま
か
い
と
こ
ろ
で
相

補
い
合
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
O
た
と
え
ば
､
延
慶
本
に

｢其
養

子
二
泉
源
三
兄
弟
｣
と
あ
る
の
は
､
長
門
本

｢其
養
子
に
泉
源
太
､
源
三
兄

弟
｣
と
あ
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
逆
に
､
延
慶
本

｢湛
増
ノ
タ
ノ
ミ
切
タ

ル
侍
須
々
木
五
郎
左
衛
門
｣
と
長
門
本

｢湛
増
た
の
み
来
た
る
侍
'
須

～

木
五
郎
左
衛
門
允
｣
と
は
延
慶
本
の
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
延
慶
本

｢都
近
キ
片
畔
1｢

如
形
事
ナ
リ
ト
モ
思
知
奉
ラ
ム
ズ
ル
ゾ
｣
と
長
門
本

｢都
の
片
辺
に
思
あ
て
ま
い
ら
す
る
事
侯
｣
は
､
四
部
本
と
同
様
で
あ
る
長

門
本
が
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
延
慶
本

｢鎧
ノ
押
付
ノ
板
ヲ
坐
ヲ
コ
メ
テ
射
通
シ

タ
リ
｣
と
長
門
本

｢甲
の
は
ち
つ
け
の
板
を
､
主
を
寵
て
射
通
し
た
り
｣
と

一

は
､
判
断
に
迷
う
が
､
須
々
木
五
郎
左
衛
門
が
前
に
向
か
っ
て
進
む
以
上
は
､

3I

延
慶
本
の
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
点
は
む
し
ろ
長
門
本
の
改
悪
で
あ
ろ

一

う
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
両
者
の
関
係
は
書
承
に
よ
る
本
文
改
変
と
考
え
ら

れ
る
｡
延
慶
本
の
本
文
は
､
意
図
的
に
改
作
さ
れ
た
本
文
を
有
し
て
い
る
と

同
時
に
､
泉
源
太
を
脱
し
､
岩
殿
と
田
殿
を
誤
っ
て
い
た
よ
う
に
､
お
そ
ら

-
不
注
意
に
よ
る
脱
文

･
誤
字
な
ど
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
､
四
部
本
'
延
慶
本
､
長
門
本
と
い
う
流
れ
で
こ
の
記
事

を
見
て
ゆ
-
と
､
四
部
本
か
ら
延
慶
本
､
延
慶
本
か
ら
長
門
本
へ
と
､
次
第

に
記
事
の
分
量

･
内
容
と
も
に
委
し
-
な
っ
て
い
-
の
だ
が
､
そ
の
変
貌
の

あ
り
よ
う
は
､
四
部
本
か
ら
延
慶
本
へ
の
変
化
と
'
延
慶
本
か
ら
長
門
本
へ

の
変
化
と
で
は
､
全
-
異
な
る
点
に
気
づ
く
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
こ
の
忠
房
事
件
に
関
係
す
る
史
料
も
あ
ら
か
じ
め
､
見
て
お
き

た
い
｡



ま
ず
､
r源
平
盛
衰
記
]

文
治
元
年

二

一
八
五
)

十
二
月
十
七
日
侍
従
息
房
､

(e)

辺
に
て
斬
レ
首
｣
と
い
う
､

第
四
十
六

｢尋
二
害
平
家
小
児

∴
-
⊥

に
は
､

の
義
経
都
落
ち
な
ど
の
記
事
に
続
け
て
､
｢同
年

前
左
兵
衛
尉
実
元
が
預
た
-
け
る
を
､
野
路
の

延
慶
本

･
長
門
本

･
四
部
本
と
も
内
容
の
異
な

る
記
事
が
突
然
出
現
す
る
｡
こ
の
記
事
以
前
に
は
､
忠
房
捕
縛
の
記
事
も
な

-
､
唐
突
な
感
じ
を
否
め
な
い
が
､
r盛
衰
記
L
も
､
忠
房
の
死
を
元
暦
二

年
=
文
治
元
年
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
F盛
衰
記
｣
は
不

思
議
な
書
物
で
､
荒
唐
毎
稽
な
話
を
付
け
加
え
る
か
と
思
う
と
､
逆
に
､
新

た
な
史
料
に
基
づ
い
て

r平
家
物
語
J
の
誤
-
を
訂
正
し
た
-
す
る
.
こ
こ

も
そ
の
例
で
あ
ろ
う
.
こ
の

r盛
衰
記
J
を
史
料
扱
い
し
た
の
は
､
次
に
み

る

言
口妻
鏡
｣
文
治
元
年
十
二
月
十
七
日
条
に
､
｢小
松
内
府
息
丹
後
侍
従

忠
房
､
後
藤
兵
衛
尉
基
清
預
レ
之
｣
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
実
基
と
基
清
と
､

親
子
の
違
い
は
あ
る
が
､
唯

一
日
付
の
一
致
す
る
の
が
､
『盛
衰
記
』
と

r吾
妻
鏡
｣
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
.
し
か
し
､
諌
殺
さ
れ
た
場
所
が
野

路
で
あ
る
と
の
記
述
は

r吾
妻
鏡
J
に
兄
い
だ
せ
ず
､
F盛
衰
記
｣
の
記
事

は
出
所
不
明
で
あ
る
｡

こ
の
忠
房
事
件
が
文
治
元
年
の
十
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
r書

記
｣
文
治
元
年
十
二
月
分
の
目
録
を
見
る
と
､
八
日
の
条
に

｢同
日
中
校
内

呼
息
思
房
招
二
引
関
東

t事
｣
と
あ
り
､
同
十
六
日
の
条
に

｢忠
房
被
レ
切
レ

首
｣
と
あ
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
.
r書
記
J
の
本
文
は
失
わ
れ
て
い

る
が
､
こ
の
目
録
か
ら
し
て
も
､
忠
房
が
鎌
倉
か
ら
の
帰
途
斬
刑
に
処
せ
ら

れ
た
の
は
､
文
治
元
年
十
二
月
十
六
日
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡

ま
た

『近
江
輿
地
誌
略
』
四
十

｢栗
田
郡
｣
の
条
に
､
｢丹
後
侍
従
塚
､

同
村

(大
萱
村
)
に
在
､
田
の
中
な
-
､
如
何
な
る
人
と
云
事
を
知
ら
ず
､

今
は
次
第
に
鋤
れ
て
､
そ
れ
と
だ
に
知
人
な
し
｣
と
い
う
記
述
が
見
え
る
｡

こ
の
文
の
記
者
は
､
す
で
に
丹
後
侍
従
が
誰
で
あ
る
か
も
知
ら
ず
に
こ
の
塚

の
様
子
を
書
い
て
い
る
｡

さ
て
､
こ
れ
ら
の
史
料
と
比
較
す
る
と
､
い
-
つ
か
の
問
題
点
も
で
て

く
る
｡

ま
ず
長
門
本
に
従
え
ば
､
こ
の
事
件
は
義
経
が
壇
ノ
浦
の
戦
い
か
ら
京

都
に
帰
っ
た
元
暦
二
年
=
文
治
元
年

(
二

八
五
)
四
月
か
ら
京
都
を
出
奔

し
た
十

一
月
の
間
の
こ
と
と
な
る
が
､
そ
れ
は
長
門
本
独
自
の
脚
色
で
あ
っ

た
こ
と
｡

次
に
､
処
刑
が
行
わ
れ
た
場
所
も
､
｢近
江
輿
地
誌
略
し
の
記
載
か
ら
地

理
上
の
位
置
関
係
を
み
る
と
､
r盛
衰
記
J
の
い
う
野
路
の
辺
が
正
し
い
よ

う
だ
｡
と
す
れ
ば
､
勢
多
と
す
る
四
部
本

･
延
慶
本

･
長
門
本
は
､
京
都
目

前
の
土
地
を
選
び
､
悲
劇
的
な
場
面
を
し
っ
ら
え
た
と
い
う
こ
と
が
壬
甲
え
る

だ
ろ
う
｡五

さ
て
､
以
上
の
史
料
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
､
こ
れ
か
ら
問
題
に
す
る
こ

と
は
､
こ
れ
ら
の
諸
問
題
と
絡
ん
で
､
湯
聾

前垂
が
本
当
に
こ
の
忠
房

事
件
に
関
与
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
｡
も
し
､
こ
の
事
件
が
事
実

で
あ
っ
た
と
し
た
ら
､
当
然
湯
孝

吉
前垂
､
あ
る
い
は
彼
の
子
孫

･
l
族

も
無
事
に
は
す
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
､
不
思
議
に
も
､
そ
の
よ
う
な
気

配
は
､
｢平
家
物
語
』
諸
本
の
記
事
の
中
で
も
､
歴
史
的
事
実
の
問
題
と
し

て
も
､

1
切
な
い
こ
と
で
あ
る
.
丹
後
侍
従
忠
房
を
宗
重
が
庇
護
し
て
､
頼

朝
に
敵
対
し
て
戦
っ
た
と
い
う
､
延
慶
本

･
長
門
本
の
記
事
は
疑
っ
て
か
か

ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
｡
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前
に
確
か
め
た
よ
う
に
､
忠
房
が
殺
害
さ
れ
た
の
は
､
文
治
元
年
=
元

暦
二
年

(
二

八
五
)
十
二
月
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
し
か
し
こ

の
年
に
'
宗
重
が
頼
朝
に
た
て
つ
い
て
息
房
を
擁
し
て
戦
う
と
い
っ
た
こ
と

が
､
実
際
に
あ
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
｡

義
経
が
都
を
逃
れ
て
､
平
泉
に
下
っ
て
い
っ
た
翌
年
､
文
治
二
年

二

一
八
六
)
五
月
に
､
頼
朝
は
立
て
続
け
に
三
通
の
書
状
を
下
し
て
い
る
｡

鎌

倉
遺
文
に
収
め
る

r崎
山
文
書
j
で
あ
る

(私
に
返
り
点
を
加
え
た
)0

ま
ず
九
五
番
文
書
に
は
､

下

宗
重
法
師
所

可
下
早
承
二
引
甲
乙
輩
煩

7致
中
官
仕
忠
上
手

右
､
tt重
畳
法
師
者
､
雄
二
平
家
々
人

].
運
二
志
於
鎌
倉
殿

1之
間
､

賜
二
下
文

一所
レ
令
三
安
二
堵
本
所

一也
､
其
上
又
､
九
郎
判
官
､
十
郎

蔵
人
謀
反
之
時
､
紀
州
之
輩
大
略
莫
レ
(不
カ
)
レ
属
レ
彼
､
而
萎
重
法

師
独
抜
群
､
存
二
奉
公
之
道
理

一､
於
レ
今
者
無
下
鎌
倉
殿
仰
外
､
号
二

国
守
護
催
一筆
上
､
永
不
レ
可
レ
成
レ
煩
､
但
自
不
慮
事
出
来
時
者
､
以

二
子
息
近
親
等

∴

可
レ
令
三
馳
二
参
左
馬
頭
家

一状
､
如
レ
件
､
以
下
､

文
治
二
年
五
月
五
日

と
あ
る
｡
前
の
文
書
で
左
馬
頭
と
名
の
見
え
る

一
条
能
保
宛
の
九
七
番
文
書

は
､

湯
浅
入
道
宗
重
法
師
者
､
平
家
々
人
之
中
､
為
レ
宗
者
候
､
而
志
侯

て
'
罷
留
候
畢
之
後
､

一
向
相
二
億
此
方

一候
也
､
就
レ
中
九
郎
判
官
､

十
郎
蔵
人
謀
反
時
､
抜
群
不
レ
属
二
彼
之

1
旦
勧
誘

下
候
､
自
今
以
後

京
な
ん
ど
に
t
も
の
き
わ
が
し
き
事
な
ど
出
来
候
之
時
者
'
子
息
等

を
も
か
は
り

ぐ
可
レ
令
二
参
仕

l之
由
､
所
二

申
含

一也
､
便
宜
之
時
､

殊
可
レ
被
二
召
仕

t候
､

謹
言

文
治
二
年

五
月
六
日

在
御
判

(頼
朝
)

左
馬
頭
殿

ま
た
九
九
番
文
書

｢源
頼
朝
下
文
案
｣
に
は
､

下

紀
伊
国
住
人
湯
浅
宗
主
法
師

可
下
早
任
二
宗
重
処
分
状

一
､
子
息
輩
無
二
相
違

J令
中
知
行
上

事右
件
宗
重
法
師
､
以
二
所
領

1処
二
分
子
息
輩

叫

-
-

(略
㌻
-
‥

文
治
二
年
五
月
七
日

と
あ
る
｡
九
五
番
文
書
で
は
､
｢所
領
安
堵
の
下
文
を
下
し
た
｡
宗
重
は
､

義
経
と
行
家
の
謀
反
の
折
に
も
忠
節
を
尽
-
し
た
か
ら
､
頼
朝
の
ほ
か
に
動

月
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
ら
､
安
心
せ
よ
｡
子
供
た
ち
が
困
っ
た
事

が
あ
っ
た
ら
､

一
条
能
保
に
た
の
め
｣
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
｡

一
条
能
保

宛
の
九
七
番
文
書
は
､
端
的
に
言
え
ば
､
｢宗
重
の
子
供
た
ち
の
面
倒
を
見

て
や
れ
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
九
九
番
文
書
で
は
､
｢宗
重
の
処
分
状

の
通
り
､
そ
の
所
領
を
子
息
が
知
行
す
る
事
を
認
め
る
｣
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
｡

ま
た
､
忠
房
事
件
の
前
年
､
元
暦
元
年

(
二

八
四
)
二
月
に
'
頼
朝

か
ら
義
経
に
宛
て
ら
れ
た
書
状
で
も
､
｢ゆ
あ
き
の
に
う
だ
う
と
申
候
も
の

は
､
も
ん
が
-
ば
う
に
つ
き
て
'
も
と
よ
り
こ
ゝ
ろ
ざ
し
候
も
の
に
て
慎
也
｣

と
か
､
｢御
つ
か
ひ
を
つ
か
は
し
て
､
京
へ
め
し
て
あ
ん
ど
す
べ
き
よ
し
､

お
ほ
せ
ふ
-
め
て
､
め
L
も
つ
か
は
せ
給
ふ
べ
-
候
｣
な
ど
と
あ
る
｡
頼
朝

は
､
平
家
都
落
ち
の
際
､
宗
重
が

｢雷

侯
畢
之
後
､
1
向
相
想
此
方
候
也
｣
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と
証
言
し
､
そ
の
こ
と
を
最
大
限
に
評
価
し
､
(重
量
の
処
分
状
通
り
､
そ
の

子
供
た
ち
に
所
領
を
安
堵
し
､
京
都
で
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
､

一
条
能

保
を
頼
め
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
だ
け
頼
朝
に
信
任
の
厚
か
っ
た

人
物
が
､
こ
れ
ら
の
書
状
の
書
か
れ
た
ち
ょ
う
ど
間
の
年
に
､
忠
房
を
擁
し

て
平
家
の
残
党
と
と
も
に
城
に
楯
龍
り
､
頼
朝
に
敵
対
し
て
戦
っ
た
と
は
､

到
底
見
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
票
童
は
平
家
都
落
ち
の
時
､
平
家
と
訣

別
し
て
か
ら
は
､
頼
朝
に
臣
属
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
､
頼
朝
に
反
旗
を
翻

す
立
場
に
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

さ
ら
に
は
､
延
鹿
本
に
よ
る
と
､
宗
重
の
甥
で
あ
る
神
崎
尾
藤
太

･
尾

藤
次
も
忠
房
事
件
に
関
与
し
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
二
人
は
､
お
そ
ら
く
宗
重

の
姉
妹
の
子
で
あ
ろ
う
｡
系
図
に
よ
っ
て
､
尾
藤
太
は
知
宣
､
弟
尾
藤
次
は

知
景
と
い
う
名
が
知
ら
れ
る

(r秀
郷
流
系
図

尾
藤
h
r尊
卑
分
脈
｣
).

忠
房
事
件
の
前
年
､
r吾
妻
鏡
]
寿
永
三
年

(
二

八
四
)
二
月
二
十

1
日

条
を
見
る
と
､
尾
藤
太
知
宣
が
秀
郷
か
ら
伝
領
し
た
起
伊
国
田
仲
庄
の
知
行

安
堵
を
求
め
､
頼
朝
か
ら
主
張
の
と
お
-
安
堵
さ
れ
て
い
る
｡
田
仲
庄
は
､

同
族
の
佐
藤
氏

(西
行
の
親
族
)
と
所
有
を
争
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
､
後

に
彼
は
田
仲
尾
藤
太
を
名
乗
る
か
ら
'
田
仲
庄
は
結
局
尾
藤
氏
の
所
有
に
帰

し
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
尾
藤
氏
の
子
孫
は
田
中
姓
を
名
乗
-
､
鎌
倉
未
ま

で
田
仲
庄
の
地
頭
職
を
引
き
継
い
で
い
-
｡
尾
藤
氏
が
忠
房
事
件
に
関
与
し

て
い
た
な
ら
､
尾
藤
氏
に
よ
る
田
仲
庄
の
知
行
が
続
-
は
ず
が
な
い
｡
ま
た

こ
の
事
件
か
ら
五
年
後
､
rb]ロ妻
鏡
l
建
久
元
年

〓

1
九
〇
)
十

1
月
七

日
条
に
は
､
頼
朝
上
洛
の
折
の
随
兵
の
中
に
尾
藤
次
の
名
が
見
え
て
い
る
｡

尾
藤
次
知
景
が
こ
の
忠
房
事
件
に
関
与
し
て
い
た
と
し
た
ら
､
こ
こ
に
随
兵

と
し
て
名
を
出
す
こ
と
も
あ
-
え
な
い
だ
ろ
う
｡尾
藤
太

･
尾
藤
次
兄
弟
は
'

忠
房
に
荷
担
し
た
と
し
て
も
な
ん
の
メ
リ
ッ
ト
も
な
い
ば
か
-
か
､
前
年
に

安
堵
さ
れ
た
ば
か
り
の
田
仲
庄
の
知
行
権
さ
え
失
う
危
険
性
を
か
か
え
で
い

た
の
で
あ
っ
た
｡

藤
並
十
郎
も
､
湯
浅
党
の
一
月
と
し
て
'
そ
の
子
孫
は
藤
並
庄
の
地
頭

職
を
継
承
し
､
鎌
倉
末
ま
で
及
ぶ
｡
南
北
朝
の
動
乱
の
中
で
は
､
楠
木
正
成

と
戦
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
た
記
録
が
残
る
｡
藤
並
十
郎
も
こ
の
忠
房
事
件
に
関

与
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
延
慶
本

･
長
門
本
の
忠
房
の
記
事
は
､
そ
の
意
味
で
荒

唐
無
稽
な
作
り
物
語
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡
し
か
し
､
系
図
の

と
こ
ろ
で
確
か
め
た
よ
う
に
､
こ
こ
に
登
場
す
る
人
物
は
､
実
際
の
湯
浅
氏

の
系
図
や
､
鎌
倉
時
代
の
古
文
書
の
記
載
す
る
と
こ
ろ
と
よ
-
合
致
し
て
い

て
､
矛
盾
が
な
い
｡
湯
浅

一
族
周
辺
の
実
在
人
物
の
関
係
を
当
て
は
め
て
､

こ
の
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
ら
し
い
点
は
無
視
で
き
な
い
｡
四
部
本
の
よ
う

一

な
記
事
か
ら
延
慶
本
の
よ
う
な
記
事
へ
と
物
語
を
改
作
し
た
人
物
は
､
湯
浅

34

周
辺
の
地
理
と
､湯
浅

一
族
の
内
実
に
詳
し
く
通
じ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
｡

一

そ
れ
が
資
料
捷
供
に
と
ど
ま
る
の
か
､
直
接
関
与
し
た
の
か
今
は
確
認
の
し

ょ
う
が
な
い
が
､
tl蚕
重
の
子
孫
の
関
与
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
.

宗
主
の
子
孫
が
こ
の
記
事
の
形
成
に
関
っ
て
い
る
と
し
て
､
問
題
は
､

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
記
事
が
延
慶
本

･
長
門
本

･
四
部
本
に
収
載
さ
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
忠
房
を
擁
護
し
て
戦
っ
た
物
語
を
作
り
上
げ

た
の
は
､
宗
重
が
相
伝
の
主
君
で
あ
る
平
氏
を
裏
切
っ
て
､
源
氏
に
従
っ
た

と
す
る
よ
り
は
､
最
後
ま
で
平
家
に
忠
節
を
尽
-
し
た
と
し
た
方
が
､
い
わ

ば
大
衆
受
け
の
す
る
時
代
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
そ
し
て
そ

の
時
代
と
は
､
お
そ
ら
-
第
五
末
十
五

｢惟
盛
粉
河
へ
詣
給
事
｣
の
成
立
し

た
文
永
年
間
以
降
､
延
慶
二
年
以
前
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
私
は
こ
の
両
話
は
同

時
に
同
じ
場
所
で
増
補

･
改
作
さ
れ
た
と
見
る
の
で
あ
る
｡



そ
の
点
で
､
湯
浅
氏
が
深
い
関
わ
り
を
も
っ
た
粉
河
寺
の
縁
起
を
伝
え

る
､
｢惟
盛
粉
河
へ
詣
給
事
｣
は
改
め
て
注
目
さ
れ
る
｡
宗
重
が
粉
河
寺
と

関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
は
､
父
宗
永
の
八
重
桜
移
植
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
､

彼
の
五
女
が
粉
河
に
緑
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
よ
う
｡
維
盛
の

粉
河
寺
詣
の
章
段
は
､
宗
重
と
関
る
と
い
う
点
で
､
大
き
な
問
題
点
を
は
ら

む
章
段
で
あ
る
が
､
そ
こ
に
収
載
さ
れ
て
い
る
漠
文
体
の
略
縁
起
も
､
続
群

書
類
従
所
載
の
同
じ
-
漠
文
体
の
略
縁
起
と
比
較
す
る
と
､
文
章
に
大
き
な

違
い
が
あ
る
｡
維
盛
の
粉
河
詣
で
の
記
事
の
な
か
に
､
宗
重
の
父
宗
永
の
植

え
た
八
重
桜
に
言
及
す
る
記
事
の
あ
っ
た
こ
と
を
見
た
が
､
そ
の
よ
う
な
こ

と
は
粉
河
寺
に
関
係
す
る
人
物
を
除
け
ば
'
知
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
で
あ

ろ
う
｡
粉
河
寺
に
参
詣
し
た
こ
と
の
あ
る
者
か
､
仮
名
本
の
『粉
河
寺
縁
起
｣

を
見
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
に
限
ら
れ
る
｡
粉
河
寺
の
縁
起
も
､
単
に
ひ
と

つ
の
縁
起
を
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
-
､
種
々
の
縁
起
を
も
と
に
書

(_4)

か
れ
て
い
る
こ
と
は
､
武
久
氏
が
考
証
を
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
も
粉
河
寺
に

関
係
す
る
者
で
な
け
れ
ば
､
そ
の
よ
う
な
種
々
の
資
料
を
､
幾
種
類
も
準
え

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
点
で
､
延
慶
本
の
第
三
次
本
文
形

成
は
､
単
純
に
都
で
作
文
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
文

永
七
年

(
〓

1七
〇
)
以
降
延
慶
二
年

(
三

一〇
九
)
ま
で
の
間
に
､
都
に

い
た
延
慶
本
の
増
補
者
が
､
出
来
合
い
の
最
新
版

｢粉
河
寺
縁
起
』
を
何
種

類
も
入
手
し
て
､
こ
の
記
事
を
書
き
足
し
た
と
み
る
よ
り
は
､
む
し
ろ

｢粉

河
寺
縁
起
｣
が
制
作
さ
れ
る
現
場
の
近
-
に
､
延
慶
本
の
増
補
者
が
い
た
と

考
え
る
ほ
う
が
蓋
然
性
が
高
い
｡
延
慶
本
の
増
補
者
と
し
て
'
粉
河

･
根
来
､

そ
し
て
湯
浅
確
守
の
子
孫
な
ど
'
紀
州
関
係
の
人
物

･寺
院
な
ど
が
特
に
注

目
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

六

延
慶
本
に
は
､
も
う

1
話
湯
浅
氏
に
関
係
す
る
章
段
が
あ
る
｡
第
五
末

十
六

｢惟
盛
熊
野
北軍

で
あ
る
が
'
こ
の
章
段
は
湯
浅
氏
に
関
係
す
る
と

こ
ろ
か
ら
資
料
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
章
段
で
あ
る
｡
維

盛
が
熊
野
の
死
出
の
旅
に
赴
こ
う
と
す
る
途
次
の
こ
と
で
あ
る
｡

岩
代
ノ
王
子
ノ
前
l∴
ン
テ
､
狩
装
束
シ
タ
ル
者
七
八
騎
ガ
程
行
合
ク

リ
｡
既
｡
揃
メ
取
レ
ナ
ム
ズ
ト
思
切
テ
､
各
自
害
セ
ン
ト
腰
ノ
刀
｡
手
ヲ

懸
テ
､
差
衆
ツ
,
立
給
へ
バ
､
此
等
馬
ヨ
リ
飛
下
テ
､
深
ク
平
ミ
テ
通
り

ケ
リ
｡
｢見
知
タ
ル
者

｡
コ
ソ
｡
誰
ナ
ル
ラ
ム
｡｣
ー
思
食
､
イ
ト
ヾ
足

早
こ
ゾ
過
給
7

｡
湯
浅
権
守
入
道
宗
重
ガ
子
兵
衛
尉
宗
光
也
.
郎
等
共
､

｢此
山
臥
ハ
誰
人
｡テ
御
坐
ゾ
｡｣
ト
間
ケ
レ
バ
､
｢是
コ
ソ
小
松
大
臣
殿

ノ
御
子
､
権
佐
三
位
中
将
殿
ヨ
｡
屋
島
ヨ
リ
如
何
｡
シ
テ
是
マ
デ
伝
給

ケ
ル
ニ
カ
｡
近
ク
参
テ
見
参
こ
モ
入
進
七
夕
ク
存
ツ
レ
ド
モ
'
博
モ
ゾ

思
食
ト
テ
罷
過
ヌ
｡
穴
浅
猿
ノ
御
有
様
ヤ
｡
カ
タ
見
成
シ
奉
ル
ベ
シ
ト

コ
ソ
覚
ネ
｡｣
ト
テ
､
サ
メ
ぐ

ト
泣
ケ
レ
バ
､
郎
等
モ
皆
袖
ヲゾ
シ
ポ

リ
ケ
ル
｡

湯
浅
権
守
宗
主
の
七
男
宗
光
が
維
盛
と
出
会
う
場
面
で
あ
る
｡
話
と
し

て
は
､
非
常
に
よ
-
で
き
た
記
事
で
あ
っ
た
と
見
え
､
諸
本
ほ
と
ん
ど
異
同

が
な
い
｡
し
か
し
こ
れ
が
事
実
と
し
た
ら
､
あ
ま
-
に
も
出
来
過
ぎ
た
偶
然

で
あ
る
｡
語
り
本
系
は
読
み
本
系
の
記
事
を
引
き
継
い
で
い
る
と
見
な
さ
れ

る
の
で
除
外
す
る
が
､
読
み
本
糸
諸
本
に
お
け
る
､
湯
浅

一
族
の
平
家
に
対

す
る
親
近
感
は
､
こ
の
で
き
す
ぎ
た
記
事
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
際
立

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
記
事
の
特
徴
は
､
堂
衆
合
戦
の
宗
童
と
異
な
っ
て
､

宗
重
を
正
し
-

｢湯
浅
確
守
人
道
宗
童
｣
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
｡
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宗
重
関
係
の
三
話
は
､
い
ず
れ
も
､
平
家
の
家
人
と
し
て
平
家
側
に
立

っ
て
戦
っ
た
宗
重
や
'
平
家
に
同
情
を
そ
そ
ぐ
宗
光
ら
を
措
-
と
い
う
点
で

共
通
し
て
い
る
｡
し
か
し
増
補
以
前
の
延
慶
本
､
ひ
い
て
は
読
み
本
系
の
原

本
を
考

え
た
場
合
､
堂
衆
合
戦
や
､
四
部
本
に
お
け
る
宗
童
は
､
負
け
戦
で

の
大
将
軍
と
さ
れ
た
り
､
出
家
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
単
に
湯
浅
権
守
萎
重
と

表
記
さ
れ
る
な
ど
､
そ
の
評
価
は
微
妙
で
難
し
い
側
面
が
あ
る
｡
r平
家
｣

が
複
数
の
ル
ー
ト
か
ら
嘉
童
関
係
の
資
料
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ

け
で
あ
る
｡
し
か
し
､
四
部
本
の
忠
房
の
記
事
か
ら
延
慶
本
の
忠
房
の
記
事

へ
の
増
補
は
､
あ
る
程
度
出
所
が
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
増

補
さ
れ
た
形
の
延
鹿
本
は
'
高
野
'
粉
河
な
ど
に
か
ら
む
記
事
が
独
特
で
あ

る
｡
し
か
も
こ
の
本
は
根
来
寺
で
書
写
さ
れ
て
い
る
｡
宗
重
の
子
供
に
は
､

r和
歌
色
葉
J
の
作
者
上
覚
が
お
-
､
孫
に
明
恵
上
人
､
そ
し
て
こ
の
両
者

の
師
匠
が
文
覚
で
あ
-
､
さ
ら
に
は

r十
訓
抄
｣
の
作
者
に
擬
さ
れ
た
宗
業

も
孫
に
当
た
る
｡

文
化
的
な
環
境
も
十
分
で
あ
ろ
う
｡
今
後
､
湯
浅
氏
の
周

辺
を
探
る
こ
と
が
､
少
な
-
と
も
延
慶
本

r平
家
物
証
巴

の
成
立

･
流
動
を

考
え
る
場
合
､欠
-
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

(注
)

(
I
)
松
尾
草
江
氏

｢平
家
物
語
の
成
立
-

物
語
以
前
､
も
し
く
は
物
語

以
後
l

(『国
語
と
国
文
学
』
第
75
巻
9
号
､
平
成
10
･
9
)

(
2
)
武
久
堅
氏

｢維
盛
粉
河
諸
の
成
立
｣
(F日
本
文
芸
研
究
』
第
28
巻
1
号
､

昭
和
51
･
3
)

(
3
)
水
原
一
氏

『延
慶
本
平
家
物
語
論
考
』
第
五
部

｢平
家
生
成
問
題
と
の

関
連
｣
二
'
｢内
部
徴
証
の
追
増
｣｡

(
4
)
日
下
力
氏

『平
家
物
語
研
究
事
典
』
の

｢宗
重
｣
項
｡

(
5
)
『高
野
山
文
書
』
に
は
､
高
野
山
と
所
有
を
争
っ
た
阿
nrq河
庄
を
め
ぐ

(
6
)

(
7
)

八
日
)

る
大
量
の
湯
浅
氏
関
係
の
文
書
が
あ
る
が
今
は
省
略
す
る
｡

湯
浅
氏
が
藤
原
氏
で
あ
る
事
は
､
【高
野
山
文
書
』
に
残
る
､
一
族
の

署
名
か
ら
確
認
で
き
る
｡
例
え
ば
､
r宝
簡
集
』
三
十
三
､
四
一
九
番

文
書
に

｢左
衛
門
尉
藤
原
宗
氏
綿
増
分
注
進
状
｣
､
『又
続
宝
簡
集
』
五

十
七
､
二

五
八
番
文
書

｢阿
丘
河
庄
地
頭
湯
浅
光
信
訴
状
案
｣
に
､

｢程
伊
国
阿
皇
河
庄
地
頭
藤
原
光
信
｣
な
ど
の
名
が
見
ら
れ
る
.

『葦

一
九
六
二
六
番
文
書
､
｢源
松
石
丸
等
連
署
田
地
寄
進
状
｣

(『歓
喜
寺
文
書
』)
に
､
｢右
､
件
名
田
者
､
曾
祖
父
源
明
寄
進
状
在
之
｣

な
ど
と
あ
り
､
｢地
頭
源
松
石
丸
/
親
父
源
尚
/
滑
氏
女
/
藤
原
宗

明
/
藤
原
t重
さ

な
ど
と
署
名
が
さ
れ
て
い
る
.
こ
の
源
明
は
藤
並
十

郎
親
の
子
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
､
松
石
丸
の
曾
祖
父
と
い
う
点
で

も
系
図
に
一
致
し
て
い
る
｡
源
氏
で
あ
り
'
一
文
字
名
を
名
乗
る
点
か

ら
､
嵯
峨
源
氏
渡
辺
党
の
1
族
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､

注
目
す
べ
き
は
､
こ
こ
で
も
湯
浅
氏
と
連
名
で
寄
進
状
が
認
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
｡
な
お
､
日
本
歴
史
地
名
大
系
31

『和
歌
山
県
の
地

名
』
｢藤
並
庄
｣
項
に
よ
り
こ
の
文
書
の
存
在
を
知
っ
た
｡
こ
の
書
物

に
は
'
田
殿
庄
な
ど
湯
浅
近
辺
の
地
名
に
つ
い
て
の
解
説
や
､
そ
れ
に

関
連
す
る
文
書
の
存
在
な
ど
､
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡

四
部
合
戦
状
本
の
引
用
は
'
高
山
利
弘
氏

『訓
読
四
部
合
戦
状
本
平
家

物
認巴

(平
7
･
3
刊
)｡

長
門
本
の
引
用
は

『岡
山
大
学
本
平
家
物
証巴

(昭
5
･
;
刊
).
私
に
､

濁
点
を
打
ち
､
本
文
以
外
の
注
記
に
あ
た
る
も
の
は
削
除
し
た
｡

延
鹿
本
が
不
思
議
に
も
ー
紀
伊
国
に
対
し
て

｢国
｣
を
付
け
た
が
る
傾

向
は
､
第
二
本
六

｢山
門
ノ
学
生
卜
堂
衆
卜
合
戦
事
｣
に
も
見
ら
れ
る
｡

こ
れ
も
湯
浅
確
守
宗
重
の
名
の
見
え
る
章
段
で
あ
る
が
､
｢筑
紫
人
井

和
泉
紀
伊
国
伊
賀
伊
勢
摂
津
河
内
ノ
駈
武
者
也
.
可
然

.者
ハ
無
カ
リ

ケ
リ
｣
と
あ
る
｡

高
野
山
文
書
の

『宝
簡
集
A
l二
十
二
万
四
二
四
番
文
書

｢禅
海
起
請
文
｣
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(
I2
)

に
､
｢
1
､
就
二
阿
nrq川
庄
事

l､
所
レ
捧
浄
智
請
文
中
､
載
二
喧
嘩
二

辛

.云
々
'
而
以
二
田
仲
尾
藤
太
子
息
彦
太
郎
由
緒

一､
或
与
二
浄
智
T

成
二
親
子
之
儀
]､
戎
与
二
七
郎
兵
衛

成
二
師
弟
契
lJ
な
ど
と
あ
る
｡

尾
藤
氏
と
湯
浅
氏
と
の
関
係
の
深
さ
と
と
も
に
､
尾
藤
太
が

｢田
仲
｣

姓
を
名
乗
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

現
状
で
は
､
岩
殿
三
郎
宗
賢
に
つ
い
て
は
､
確
実
な
資
料
は
発
見
で
き

て
い
な
い
｡
彼
が
宗
重
の
実
子
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
さ
え
､
は
っ
き
り

し
な
い
o
tt空
重
の
長
男
宗
貴
と
七
男
宗
光
の
子
孫
は
代
々

｢宗
｣
の
1

字
を
受
け
継
い
で
行
-
が
､
二
男
宗
高
と
三
男
宗
賢

(方
)
の
子
孫
達

は
､
｢宗
｣
の
字
を
受
け
継
が
な
い
｡
延
慶
本
に
あ
る
と
お
り
宗
賢
は

養
子
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
で
あ
れ
ば
､
そ
の
出
自
は
多
分
文

覚
の
一
族
､
遠
藤
氏
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
｡
『鎌
倉
遺
文
』
五
三

一
八
番
文
書

｢八
条
辻
固
湯
浅
御
家
人
等
事
｣
(『崎
山
文
書
』
)
に
'

嘉
禎
四
年

(
一
二
三
八
)
当
時
､
彼
の
次
男
貞
重
が

｢糸
我
刑
部
允
貞

重
｣
と
見
え
る
の
で
､
次
男
は
糸
我
庄
に
居
住
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
し

か
し
正
応
二
年

(
二

六
九
)
十
二
月
の
日
付
を
も
つ

『鎌
倉
遺
文
』

一
七
二
四
一
番
文
書

｢湯
浅
入
道
宗
重
法
師
跡
本
在
京
結
番
次
第
事
｣

(『崎
山
文
書
』
)
に
は
糸
我
庄
は

｢他
門
｣
と
は
な
っ
て
い
な
い
｡
後

に
本
家
が
糸
我
庄
を
知
行
し
た
の
か
､
宗
賢
が
湯
浅
氏
の
一
族
で
あ
っ

た
の
か
､
実
際
の
所
は
不
明
で
あ
る
｡
岩
殿
は
お
そ
ら
-
田
殿

(有
田

郡
吉
備
町
)
の
誤
り
｡
有
田
川
両
岸
に
ま
た
が
っ
た
庄
園
の
名
｡
｢田

殿
庄
河
北
｣
(『鎌
倉
遺
文
』
五
〇
二
四
番
文
書
､
｢明
恵
上
人
遺
跡
率

堵
婆
尊
主
銘
注
進
｣
､
『施
無
畏
寺
文
書
』
)､
｢田
殿
庄
上
方
｣
｢田
殿
庄

下
方
｣
(｢湯
浅
入
道
宗
重
法
師
跡
本
在
京
結
番
次
章

｣
)
の
呼
称
が

あ
る
｡
田
殿
庄
上
方
の
地
頭
職
は
宗
光

(法
名
浄
心
)
か
ら
そ
の
娘
円

明

(系
図
は
円
明
を
宗
業
女
と
す
る
)
へ
と
受
け
継
が
れ
た
が

(｢八

粂
辻
固
湯
浅
御
家
人
等
事
｣)､
正
応
二
年

(
〓
丁
八
九
)
十
二
月
1
日

付
の

｢関
東
御
教
書
案
｣
(『鎌
倉
遺
文
』

一
七
二
二
五
番
文
書
､
『崎

山
文
書
』
)
に
よ
れ
ば
'
｢紀
伊
国
田
殿
庄
下
方
地
頭
職
事
'
依
二
在
京

奉
公
之
賞

∴

所
レ
被
二
充
行

一也
者
｣
と
あ
り
､
｢湯
浅
人
々
中
｣
に

下
さ
れ
た
｡
前
記

｢湯
浅
宗
重
跡
本
在
京
結
番
次
肇

に
み
え
る
田

殿
下
方
に
は

｢他
門
｣
の
注
が
あ
る
｡
｢他
門
｣
と
あ
る
点
か
ら
み
て
､

こ
の
時
に
田
殿
庄
下
方
の
地
頭
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
が
岩
殿
三
郎
宗
賢

の

(お
そ
ら
く
長
男
光
量
の
)
子
孫
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
い
ず
れ

に
し
て
も
､
宗
賢
が
こ
の
忠
事

件
に
関
与
し
て
い
た
と
し
た
ら
'
当

然
､
彼
の
次
男
で
あ
る
貞
重
が
糸
我
庄
に
居
住
し
て
､
剰
え
刑
部
丞
に

任
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､

延
慶
本
に

｢
一
人
当
千
ノ
兵
共
｣
と
措
か
れ
る
岩
殿
三
郎
､
藤
並
十
郎
､

尾
藤
太
､
尾
藤
次
の
子
孫
で
あ
る
田
殿
氏
､
藤
並
氏
､
田
仲
氏
も
､
鎌

倉
時
代
の
末
ま
で
､
湯
浅
近
辺
の
庄
園
の
地
頭
職
を
継
承
し
､
湯
浅
党

の
一
員
と
し
て
､
湯
浅
氏
と
党
的
結
合
を
し
て
い
た
点
は
特
に
注
目
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
延
鹿
本
の
第
三
次
本
文
形
成
､
と
く
に
粉
河
寺

関
係
の
記
事
の
増
補
や
､
忠
房
殊
殺
記
事
の
改
作
は
､
ま
さ
に
そ
の
よ

う
な
歴
史
的
背
景
の
中
で
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

『源
平
盛
表
記
』
の
引
用
は
､
有
朋
堂
文
庫

(昭
2
･
5
刊
)0

注

入
2
)
に
同
じ
｡

(た
に
ぐ
ち

こ
う
い
ち
･
三
重
県
立
桑
名
西
高
等
学
校
教
諭
)
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