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は
じ
め
に

日
本
史
上
最
大
の
ミ
ス
テ
リ
ー
と
い
え
ば
、
何
と
い
っ
て
も
本
能
寺
の
変
だ
ろ
う
。
最
高
権
力
者
を
殺

害
し
、
自
ら
が
取
っ
て
代
わ
る
ク
ー
デ
タ
ー
と
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
見
事
に
成
功
し
た
例
は
他
に
み
ら
れ
な

い
。
し
か
も
殺
さ
れ
た
の
は
、歴
史
上
の
人
物
と
し
て
一
番
人
気
と
い
っ
て
も
い
い
、天
下
の
織
田
信
長
だ
。

そ
の
首
謀
者
・
明
智
光
秀
は
、
し
か
し
、
十
日
余
り
の
ち
に
羽
柴
秀
吉
の
攻
撃
を
受
け
、
あ
っ
け
な
く

命
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
彼
が
そ
の
犯
行
に
及
ん
だ
真
意
は
残
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

古
今
、
本
能
寺
の
変
の
原
因
に
つ
い
て
、
怨
念
説
、
野
望
説
、
突
発
説
、
黒
幕
説
、
複
合
説
な
ど
様
々

な
説
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
が
、
未
だ
に
定
説
と
呼
べ
る
も
の
は
な
い
よ
う
だ
。

光
秀
の
人
柄
に
つ
い
て
も
、
逆
臣
の
汚
名
の
も
と
（
あ
る
い
は
判
官
贔
屓
の
立
場
か
ら
）、
あ
る
こ
と

な
い
こ
と
書
き
立
て
ら
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
今
後
も
よ
ほ
ど
の
史
料
が
出
て
来
な
い
限
り
、
こ
う
し
た

謎
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
本
能
寺
の
変
で
の
み
、
取
り
上
げ
ら
れ
が
ち
な
光
秀
だ
が
、
前
半
生
こ
そ
謎
に
包
ま
れ
て
い
る

も
の
の
、
信
長
と
共
に
上
洛
し
て
か
ら
の
事
績
は
、
か
な
り
の
程
度
残
さ
れ
て
い
る
。

人
の
人
生
は
、
誰
で
あ
っ
て
も
（
波
乱
万
丈
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
）
ひ
と
つ
の
劇
と
い
え
る
。
劇

は
「
幕
」
と
「
場
」
か
ら
な
る
。
す
な
わ
ち
、
光
秀
の
人
生
の
「
幕
」
と
「
場
」
は
復
元
可
能
な
部
分
が

少
な
か
ら
ず
あ
る
の
だ
。

私
は
思
い
立
っ
て
、
彼
の
人
生
劇
の
「
場
」
を
一
つ
ひ
と
つ
、
可
能
な
限
り
訪
ね
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
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現
場
に
立
っ
て
こ
そ
、
見
え
て
く
る
も
の
が
、
必
ず
あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。

光
秀
の
行
動
範
囲
は
、
秀
吉
や
家
康
に
比
べ
れ
ば
コ
ン
パ
ク
ト
だ
が
、
そ
れ
で
も
今
の
都
道
府
県
で
言

え
ば
、
京
都
、
滋
賀
、
大
阪
、
奈
良
、
和
歌
山
、
福
井
、
石
川
、
岐
阜
、
長
野
、
群
馬
、
静
岡
、
愛
知
に

及
ん
で
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
中
身
が
濃
い
。

足
利
義
昭
・
信
長
に
従
っ
て
上
洛
し
て
以
降
、
光
秀
は
丹
波
平
定
を
は
じ
め
、
金
ヶ
崎
城
の
戦
い
、
比

叡
山
焼
き
打
ち
、
槇
島
城
の
戦
い
、
石
山
合
戦
、
越
前
一
向
一
揆
攻
め
、
上
月
城
の
戦
い
、
有
岡
城
の
戦

い
、
甲
州
征
伐
な
ど
、
多
く
の
歴
史
的
な
事
件
の
場
に
立
ち
会
っ
て
い
る
。

ま
た
、「
主
役
」
で
あ
る
光
秀
の
周
り
に
は
、
強
烈
な
個
性
の
脇
役
た
ち
に
も
事
欠
か
な
な
い
。
義
昭
、

信
長
、
秀
吉
、
家
康
は
も
と
よ
り
、
朝
倉
義
景
、
浅
井
長
政
、
松
永
久
秀
、
細
川
藤
孝
、
荒
木
村
重
、
佐

久
間
信
盛
、
柴
田
勝
家
、
滝
川
一
益
、
丹
羽
長
秀
、
筒
井
順
慶
ら
が
き
ら
星
の
ご
と
く
、
光
秀
の
前
に
現

れ
て
は
様
々
な
形
で
関
わ
っ
て
い
く
。

そ
う
し
た
光
秀
の
人
生
の
「
場
」
を
地
道
に
辿
る
こ
と
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
た

光
秀
の
人
間
性
や
、
彼
が
生
き
た
戦
国
と
い
う
時
代
の
息
吹
が
ほ
の
か
に
立
ち
上
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
。
欲
を
言
え
ば
、
本
能
寺
の
変
の
動
機
を
自
分
な
り
に
解
釈
し
得
る
ヒ
ン
ト
が
つ
か
め
る
の
で
は
な
い

か
、
と
私
は
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

本
書
の
タ
イ
ト
ル
を
「
明
智
光
秀
劇
場
百
一
場
」
と
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
意
味
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ

れ
で
は
、
早
速
そ
の
幕
を
開
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ど
う
ぞ
、
最
後
ま
で
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

133

第
四
十
二
場
　
竹
田
城
～「
天
空
の
城
」の
救
援
に
向
か
う
～（
兵
庫
県
朝
来
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

136

第
四
十
三
場
　
黒
井
城
～
波
多
野
秀
治
の
裏
切
り
に
遭
う
～（
兵
庫
県
丹
波
市
）

…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

138

目次



89

第
七
幕

　石
山
合
戦
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

141

第
四
十
四
場
　
石
山
本
願
寺
～
本
願
寺
勢
力
の
拠
点
を
攻
め
る
～（
大
阪
府
大
阪
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

141

第
四
十
五
場
　
天
王
寺
砦
～
本
願
寺
軍
の
攻
撃
に
苦
戦
す
る
～（
大
阪
府
大
阪
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

144

第
四
十
六
場
　
雑
賀
城
～
つ
わ
も
の
集
団・雑
賀
衆
を
討
つ
～（
和
歌
山
県
和
歌
山
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

146

第
四
十
七
場
　
大
和
片
岡
城
～
再
び
松
永
久
秀
を
攻
め
る
～（
奈
良
県
上
牧
町
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

149

第
四
十
八
場
　
信
貴
山
城
～
久
秀
父
子
を
自
刃
に
追
い
込
む
～（
奈
良
県
平
群
町
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

151

第
八
幕

　亀
山
築
城
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

155

第
四
十
九
場
　
亀
山
城
～
丹
波
に
居
城
を
築
く
～（
京
都
府
亀
岡
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

155

第
五
十
場
　
　
余
部
城
～
波
多
野
派
の
福
井
氏
を
討
つ
～（
京
都
府
亀
岡
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

158

第
五
十
一
場
　
籾
井
城
～
青
鬼
？
を
攻
略
す
る
～（
兵
庫
県
丹
波
篠
山
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

160

第
五
十
二
場
　
園
部
城
～「
荒
木
鬼
」を
降
参
さ
せ
る
～（
京
都
府
南
丹
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

162

9

第
九
幕

　播
磨
・
摂
津
攻
め

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

165

第
五
十
三
場
　
上
月
城
～
尼
子
勝
久・山
中
鹿
介
の
救
援
に
向
か
う
～（
兵
庫
県
佐
用
町
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

165

第
五
十
四
場
　
神
吉
城
～
毛
利
方
の
神
吉
頼
定
を
討
つ
～（
兵
庫
県
加
古
川
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

167

第
五
十
五
場
　
志
方
城
～
黒
田
官
兵
衛
夫
人
の
実
家
を
攻
め
る
～（
兵
庫
県
加
古
川
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

169

第
五
十
六
場
　
有
岡
城
～
謀
反
し
た
荒
木
村
重
を
囲
む
～（
兵
庫
県
伊
丹
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

171

第
五
十
七
場
　
茨
木
城
～
中
川
清
秀
を
帰
順
さ
せ
る
～（
大
阪
府
茨
木
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

174

第
五
十
八
場
　
三
田
城
～
秀
吉
に
協
力
し
て
荒
木
平
太
夫
を
攻
め
る
～（
兵
庫
県
三
田
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

177

第
十
幕

　丹
波
平
定
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

179

第
五
十
九
場
　
氷
上
城（
霧
山
城
）～
波
多
野
宗
長・宗
貞
父
子
を
討
つ
～（
兵
庫
県
丹
波
市
）

…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

179

第
六
十
場
　
　
八
上
城
～
母
親
を
犠
牲
に
？
波
多
野
秀
治
を
降
伏
さ
せ
る
～（
兵
庫
県
丹
波
篠
山
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

181

第
六
十
一
場
　
八
木
城
～
キ
リ
シ
タ
ン・内
藤
ジ
ョ
ア
ン
の一族
を
攻
め
る
～（
京
都
府
南
丹
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

184

第
六
十
二
場
　
宇
津
城
～
宇
津
頼
重
を
攻
め
、御
料
所
山
国
荘
を
奪
還
す
る
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

187

第
六
十
三
場
　
鬼
ヶ
城
～
鬼
伝
説
の
山
で
赤
井
氏
を
討
つ
～（
京
都
府
福
知
山
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

189

目次



1011

第
六
十
四
場
　
峰
山
城
～
丹
後
に
進
ん
で
波
多
野
氏
の
残
党
を
討
つ
～（
京
都
府
京
丹
後
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

192

第
六
十
五
場
　
弓
木
城
～
名
門・一色
氏
を
降
ろ
す
～（
京
都
府
与
謝
野
町
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

194

第
六
十
六
場
　
興
禅
寺
～
黒
井
城
を
落
と
し
、斉
藤
利
三
を
置
く
～（
兵
庫
県
丹
波
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

197

第
六
十
七
場
　
金
山
城
～
波
多
野
氏
と
赤
井
氏
の
連
携
を
断
つ
～（
兵
庫
県
丹
波
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

200

第
六
十
八
場
　
福
知
山
城
～
北
部
丹
波
の
拠
点
を
築
く
～（
京
都
府
福
知
山
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

202

第
六
十
九
場
　
国
領
城
～
赤
井
氏
最
後
の
拠
点
を
落
と
す
～（
兵
庫
県
丹
波
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

204

第
十
一
幕

　馬
揃
え
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

207

第
七
十
場
　
　
周
山
城
～
丹
波
東
部
の
名
城
で
月
を
愛
で
る
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

207

第
七
十
一
場
　
山
家
城
～
破
城
令
に
背
い
た
和
久
氏
を
懲
罰
す
る
～（
京
都
府
綾
部
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

209

第
七
十
二
場
　
興
福
寺
～
大
和
の
領
主
か
ら
指
出
を
徴
す
～（
奈
良
県
奈
良
市
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

212

第
七
十
三
場
　
禁
裏
東
門
外
～
信
長
の「
馬
揃
え
」を
取
り
仕
切
る
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

215

第
七
十
四
場
　
大
溝
城
～
織
田
信
澄
の
居
城
の
縄
張
り
を
す
る
～（
滋
賀
県
高
島
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

218

第
七
十
五
場
　
天
橋
立
～
細
川
藤
孝
ら
の
招
き
で
遊
覧
す
る
～（
京
都
府
宮
津
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

220

11

第
十
二
幕

　甲
州
征
伐
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

224

第
七
十
六
場
　
諏
訪
法
華
寺
～
不
用
意
な
発
言
で
、信
長
に
打
ち
の
め
さ
れ
る
？
～（
長
野
県
諏
訪
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

224

第
七
十
七
場
　
躑
躅
ヶ
崎
館
～
武
田
氏
の
古
府
を
検
分
す
る
～（
山
梨
県
甲
府
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

226

第
七
十
八
場
　
富
士
川
～
駿
河
国
で
富
士
見
物
を
満
喫
す
る
～（
静
岡
県
富
士
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

229

第
七
十
九
場
　
掛
川
城
～
今
川
氏
の
興
亡
を
偲
ぶ
～（
静
岡
県
掛
川
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

231

第
八
十
場
　
　
浜
松
城
～
家
康
の
本
拠
地
で
く
つ
ろ
ぐ
～（
静
岡
県
浜
松
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

234

第
十
三
幕

　本
能
寺
の
変
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

237

第
八
十
一
場
　
安
土
城
～
信
長
の
賓
客・家
康
を
接
遇
す
る
～（
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

237

第
八
十
二
場
　
愛
宕
山
本
宮
～
必
勝
祈
願
の
く
じ
を
二
度
、三
度
引
く
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

240

第
八
十
三
場
　
愛
宕
山
威
徳
院（
西
ノ
坊
）～
百
韻
連
歌
会
を
催
す
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

243

第
八
十
四
場
　
水
尾
の
里
～
明
智
越
え
で
、清
和
天
皇
隠
棲
の
地
を
通
る
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

246

第
八
十
五
場
　
篠
村
八
幡
宮
～
源
氏
ゆ
か
り
の
神
社
に
立
ち
寄
る
？
～（
京
都
府
亀
岡
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

248

第
八
十
六
場
　
老
ノ
坂
～
深
夜
に
京
へ
の
峠
を
越
え
る
～（
京
都
府
亀
岡
市
～
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

251

目次



1213

第
八
十
七
場
　
沓
掛
～
西
国
と
の
分
岐
点
で
真
夜
中
の
食
事
を
と
る
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

255

第
八
十
八
場
　
桂
川
～
火
縄
に
火
を
付
け
、渡
渉
開
始
す
る
～（
京
都
市
西
京
区
桂
～
右
京
区
西
京
極
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

257

第
八
十
九
場
　
旧
本
能
寺
～
早
朝
、つ
い
に
信
長
を
討
つ
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

259

第
九
十
場
　
　
二
条
御
所
～
信
長
の
嫡
男・信
忠
も
討
つ
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

262

第
十
四
幕

　山
崎
の
合
戦
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

266

第
九
十
一
場
　
瀬
田
橋
～
焼
き
落
と
さ
れ
て
、安
土
入
城
を
阻
ま
れ
る
～（
滋
賀
県
大
津
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

266

第
九
十
二
場
　
洞
ヶ
峠
～
筒
井
順
慶
の
到
着
を
待
ち
わ
び
る
～（
京
都
府
八
幡
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

269

第
九
十
三
場
　
淀
古
城
～
秀
吉
と
の
決
戦
に
備
え
る
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

271

第
九
十
四
場
　
山
崎
合
戦
古
戦
場
～
秀
吉
の
大
軍
を
迎
え
撃
つ
～（
京
都
府
大
山
崎
町
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

274

第
九
十
五
場
　
勝
竜
寺
城
～
大
敗
し
て
籠
城
、そ
し
て
暮
夜
脱
出
～（
京
都
府
長
岡
京
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

278

第
九
十
六
場
　
小
栗
栖
～
近
江
を
目
指
す
も
、土
民
に
討
た
れ
る
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

280

13

第
十
五
幕

　慰
霊
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

283

第
九
十
七
場
　
首
塚
～
非
業
の
死
を
憐
れ
ん
で
供
養
さ
れ
る
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

283

第
九
十
八
場
　
胴
塚
～
首
と
は
別
に
葬
ら
れ
る
～（
京
都
府
京
都
市
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

286

第
九
十
九
場
　
西
教
寺
～
供
養
塔
と
墓
の
あ
る
近
江
の
古
刹
～（
大
津
市
）
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第
一
幕

　上
洛
前
　～1568.9

第
一
場
　
明
智
城
～
伝
説
の
出
生
地
～
（
岐
阜
県
可
児
市
）

人
生
劇
の
第
一
場
と
言
え
ば
、
ま
ず
は
誕
生
の
シ
ー
ン
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
明あ

け

智ち

光み
つ

秀ひ
で

は
ど
こ
で
生
ま
れ
た
の
か
。

永え
い

禄ろ
く

十
一
年
（
一
五
六
八
）
に
上
洛
す
る
ま
で
の
光
秀
の
前
半
生
は
、
分
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
な
の
だ
が
、
彼
が
美み

濃の
の

国く
に

（
岐
阜
県
南
部
）
の
出
身
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
う
も
確
か
ら
し
い
。

禁き
ん

裏り

御お

蔵く
ら

職し
ょ
く

の
立た

て

入り

宗む
ね

継つ
ぐ

が
書
い
た
記
録
集
『
立た

て

入り

左さ

京
き
ょ
う
の

亮す
け

入に
ゅ
う

道ど
う

隆り
ゅ
う

佐さ

記き

』
に
、
光
秀
に
つ
い
て
「
美
濃
国
の

住
人
と
き
（
土
岐
）
の
随
分
衆
也
」
と
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
属
し
た
氏
族
や
具
体
的
な
生
誕
地
、
生
年
月
日
、
父

母
の
名
前
等
は
実
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
し
な
い
（
江
戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
光
秀
の
系
図
が
複
数
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

信
頼
に
足
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
）。
た
だ
、
光
秀
の
出
生
に
纏ま

つ

わ
る
伝
承
は
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。

『
明
智
軍
記
』
に
よ
る
と
、
光
秀
の
出
自
は
土と

岐き

氏
の
庶
流
・
明
智
頼よ

り

兼か
ね

の
後
裔
で
あ
り
、
明
智
氏
は
代
々
東
美
濃

の
明
智
城
を
根
拠
に
し
て
い
た
が
、
弘こ

う

治じ

二
年
（
一
五
五
六
）
九
月
、
美
濃
の
斉
藤
竜た

つ

興お
き

に
攻
め
ら
れ
、
光
秀
の
叔
父

で
あ
る
明
智
城
主・明
智
光み

つ

安や
す

は
戦
死
し
、
明
智
氏
は
亡
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
の
時
城
内
に
い
た
光
秀
は
、
光
安
の
子・

光み
つ

春は
る

ら
と
お
家
再
興
の
た
め
越
前
に
逃
れ
た
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
同
書
で
は
、
光
秀
の
享
年
を
五
十
五
と
し
て
お
り
（
辞
世
の
句
に
「
五
十
五
年
の
夢
」
と
あ
る
）、
没
年

15
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か
ら
逆
算
す
る
と
、
光
秀
は
享き

ょ
う

禄ろ
く

元
年

（
一
五
二
八
）
の
生
ま
れ
と
な
る
（
も
っ
と

も
『
当と

う

代だ
い

記き

』
と
い
う
史
書
で
は
、
光
秀
は

数
え
六
十
七
歳
で
死
去
し
た
と
し
て
い
る
）。

『
明
智
軍
記
』
は
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た

軍
記
物
な
の
で
、
全
て
を
信
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
だ
が
（
実
際
、
明
智
城
を
攻
め

た
と
す
る
斉
藤
竜
興
は
こ
の
時
ま
だ
八
歳
だ

か
ら
、
父
の
義よ

し

龍た
つ

と
の
混
同
だ
ろ
う
）、
現

在
、
明
智
城
址
と
さ
れ
る
場
所
が
岐
阜
県
内

に
二
ヵ
所
存
在
す
る
。

一
つ
は
可か

児に

市
瀬
田
長
山
に
あ
る
明
智

城
（
長
山
城
）
址
だ
。
江
戸
期
に
書
か
れ
た

地
誌
『
美
濃
国
諸
旧
記
』
に
は
、
康こ

う

永え
い

元
年

（
一
三
四
二
）、
明
智
次
郎
頼よ

り

兼か
ね

が
美
濃
国
可

児
郡
明
智
庄
長
山
に
明
智
城
（
長
山
城
）
を

築
い
た
と
あ
り
、
文
明
か
ら
弘
治
の
頃
ま
で

の
三
代
の
城
主
と
し
て
、
明
智
駿す

る

河が
の

守か
み

光み
つ

継つ
ぐ

、

明智城（長山城）本丸跡
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城
址
は
、
名
鉄
広
見
線
明
智
駅
か
ら
南
へ
約
一・
七
キ
ロ
。
標
高
百
七
十
五
メ
ー
ト
ル
、
比
高
（
麓
か
ら
山
頂
ま
で

の
高
さ
）
八
十
メ
ー
ト
ル
の
丘
陵
地
の
上
に
あ
り
、
一
帯
は
明
智
城
址
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
曲く

る

輪わ

や
馬
場
、
見
張

り
台
、
大
手
門
の
跡
な
ど
多
く
の
遺
構
が
残
る
。

二
の
丸
跡
に
は
、「
七
ツ
塚
」
と
い
う
真
新
し
い
石
碑
が
立
ち
、
弘
治
二
年
に
斉
藤
氏
に
攻
め
ら
れ
た
時
、
討
ち
死

に
し
た
明
智
軍
の
七
武
将
を
葬
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
が
、『
明
智
軍
記
』
に
あ
る
明
智
城
は
こ
こ
だ
、と
強
く
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
丘
陵
北
麓
の
天
竜
寺
（
可
児
市
瀬
田
一
二
四
二
）
に
は
、
明
智
一
族
の
墓
の
ほ

か
、
高
さ
百
八
十
四
セ
ン
チ
の
光
秀
の
巨
大
な
位
牌
ま
で
あ
る
（
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
位
牌
と
し
て
日
本
一
の
大
き
さ

ら
し
い
）。

さ
て
、
も
う
一
つ
の
明
智
城
址
は
、
恵え

那な

市
明
智
町
城
山
に
あ
り
、
最
寄
り
駅
は
同
じ
明
智
駅
で
も
、
明
知
鉄
道
の

明
智
駅
だ
。
標
高
五
三
〇
メ
ー
ト
ル
（
比
高
八
十
メ
ー
ト
ル
）
の
丘
陵
地
に
、
曲
輪
や
土
塁
、
竪た

て

堀ぼ
り

の
跡
な
ど
が
残
さ

れ
、
北
麓
に
あ
る
龍り

ゅ
う

護ご

寺じ

に
は
、「
明
智
光
秀
公
出
生
地
」
と
い
う
碑
と
供
養
塔
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
地
で
は
、光
秀
は
明
智
城
主・光み

つ

隆た
か（
光
綱
）の
子
と
し
て
、千
畳
敷
と
呼
ば
れ
る
砦
で
生
ま
れ
た
と
す
る
。
母
は
、 明智城光秀出生地碑（龍護寺）

〈写真提供：攻城団〉

同
子
遠と

お
と

江う
み
の

守か
み

光み
つ

綱つ
な

、
其
子
十じ

ゅ
う

兵べ

衛え

光み
つ

秀ひ
で

の
名
を
記
し
て

い
る
。

『
可
児
町
史
』
で
は
、『
美
濃
国
諸
旧
記
』
を
元
に
光
秀
は

こ
の
地
で
生
ま
れ
た
と
し
、
光
秀
の
母
親
と
し
て
、
小
浜
の

武
田
義よ

し

統む
ね

の
妹
と
、
揖い

斐び

の
山
岸
貞
秀
の
女
の
両
説
が
あ
る

と
紹
介
し
て
い
る
。

17

姑
に
嫌
わ
れ
て
離
縁
さ
れ
、
光
秀
を
連
れ
て
若
狭
の
小
浜
に
移
っ
た
が
、

光
秀
は
元
服
後
、
こ
の
地
に
戻
り
、
学
問
と
武
術
の
修
行
に
励
ん
だ
と

い
う
。

明
智
町
に
は
、
他
に
も
光
秀
の
産
湯
井
、
学
問
所
、
母
・
お
牧
の
方

の
墓
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
明
智
城
（
明
知
城
／
白し

ら

鷹た
か

城
）
は
、
宝ほ

う

治じ

元
年
（
一
二
四
七
）
に
遠
山
氏
の
始
祖
・
遠と

お

山や
ま

景か
げ

重し
げ

が

築
い
た
と
さ
れ
、
そ
の
後
も
長
く
遠
山
氏
の
拠
点
で
あ
っ
た
か
ら
、
光

秀
の
生
誕
地
と
す
る
に
は
無
理
が
多
い
よ
う
だ
。
ち
な
み
に
、
後
年
光

秀
は
信
長
と
共
に
、
武
田
氏
に
攻
め
ら
れ
た
こ
の
城
の
救
援
に
向
か
っ

て
い
る
（
一
一
八
頁
参
照
）。

ほ
か
に
、
岐
阜
市
の
北
に
接
す
る
山や

ま

県が
た

市
の
中な

か

洞ほ
ら

に
も
伝
承
が
残
る
。

こ
こ
で
は
、
光
秀
は
美
濃
国
美
山
町
中
洞
で
、
土
岐
美
濃
守
の
従
臣
・

土
岐
四
郎
基
頼
と
、
同
地
の
豪
族
中
桐
源
左
衛
門
の
長
女
・
お
佐
多
と

の
間
に
、
大だ

い

永え
い

六
年
（
一
五
二
六
）
八
月
十
五
日
に
生
ま
れ
た
と
す
る
。

十
一
歳
の
時
に
美
濃
国
可
児
郡
の
明
智
（
長
山
）
城
主
・
明
智
光
綱
の

養
子
に
な
る
が
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
九
月
、
明
智
城
の
落
城
に
よ
り
諸
国
へ
の
修
行
の
旅
に
出
た
と
い
う
。

面
白
い
の
は
、
山
崎
の
合
戦
で
死
ん
だ
の
は
光
秀
の
影
武
者
で
、
本
物
の
光
秀
は
、
そ
の
後
荒
深
小
五
郎
と
名
乗
っ

て
中
洞
に
住
み
、
七
十
五
歳
の
時
、
関
ヶ
原
合
戦
に
東
軍
側
と
し
て
参
加
す
る
た
め
出
陣
す
る
が
、
そ
の
途
上
、
増
水

光秀の墓とされる桔梗塚（中洞白山神社）
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し
た
川
に
落
ち
て
死
ん
だ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
光
秀
生
き
残
り
伝
説
の
一
つ
で
あ
る
。
当
地
の
中
洞
白
山
神
社
に

は
、
光
秀
の
墓
碑
と
墓
石
が
あ
り
、
明
智
氏
の
家
紋
の
桔き

梗き
ょ
う

に
ち
な
ん
で
「
桔
梗
塚
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

以
上
、
い
ず
れ
も
も
っ
と
も
ら
し
い
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
光
秀
が
名
族
・
明
智
氏
に
属
し
、
明
智
城

で
生
ま
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
確
か
な
史
料
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
本
能
寺
の
変
の
首
謀
者
は
、
そ
の
人
生
の
第

一
場
を
濃
い
ベ
ー
ル
で
隠
し
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

■
明
智
城
（
長
山
城
）
明
智
城
址
公
園
　
岐
阜
県
可
児
市
瀬
田
長
山

名
鉄
広
見
線
明
智
駅
か
ら
南
へ
徒
歩
二
十
五
分

■
明
智
城
（
明
知
城
／
白
鷹
城
）　
岐
阜
県
恵
那
市
明
智
町
城
山

明
知
鉄
道
明
和
線
明
智
駅
か
ら
東
へ
徒
歩
二
十
分

■
中
洞
白
山
神
社
　
岐
阜
県
山
県
市
中
洞

Ｊ
Ｒ
東
海
道
線
岐
阜
駅
か
ら
車
で
四
十
分

第
二
場
　
大
桑
城
～
美
濃
国
の
守
護
・
土
岐
氏
に
仕
え
る
～
（
岐
阜
県
山
県
市
）

光
秀
は
「
と
き
（
土
岐
）
の
随
分
衆
也
」
と
い
う
古
文
書
の
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
土
岐
氏
に
仕
え
て
い
た

19

こ
と
も
ど
う
や
ら
確
か
ら
し
い
。
で
は
、

土と

岐き

氏
と
は
ど
う
い
う
氏
族
で
あ
っ
た
の

か
。
土
岐
氏
は
、
清せ

い

和わ

源げ
ん

氏じ

系
美
濃
源
氏

の
嫡ち

ゃ
く

流り
ゅ
う

で
、
南
北
朝
時
代
か
ら
美
濃
国

の
守
護
を
務
め
る
名
門
で
あ
っ
た
。

最
盛
期
の
十
四
世
紀
半
ば
に
は
、
美
濃

に
尾
張
、
伊
勢
を
加
え
た
三
国
の
守
護
大

名
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
光
秀
が
生
ま

れ
る
前
後
の
永え

い

正し
ょ
う

十
四
年
（
一
五
一
七
）、

土
岐
頼よ

り

武た
け

・
頼よ

り

芸の
り

の
兄
弟
間
で
跡
目
争
い

が
起
こ
る
。
土
岐
氏
の
家
臣
だ
っ
た
斎
藤

氏
が
そ
れ
に
絡
ん
で
台
頭
し
、
頼
芸
を
守

護
へ
と
導
く
が
、
や
が
て
両
者
は
対
立
、

天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）、
斉
藤
氏
の

当
主
・
斉
藤
道ど

う

三さ
ん

は
、
頼
芸
の
居
城
・
大お

お

桑が

城
を
攻
め
て
、
頼
芸
を
尾
張
へ
追
放
し

た
。道

三
と
言
え
ば
、
下
剋
上
を
繰
り
返
し

第一幕　上洛前 
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て
出
世
し
、「
美
濃
の
マ
ム
シ
」
と
恐
れ
ら
れ
た
戦
国
の
梟き

ょ
う

雄ゆ
う

で
あ
る
。
頼
芸
は
尾
張
の
織
田
信
秀
（
信
長
の
父
）
と

越
前
の
朝あ

さ

倉く
ら

孝た
か

景か
げ

の
支
援
を
受
け
、
対
立
し
て
い
た
頼
武
の
子
・
頼よ

り

純ず
み

と
も
連
携
し
て
、
何
と
か
美
濃
国
へ
の
復
帰
を

果
た
し
た
。

天て
ん

文ぶ
ん

十
六
年
（
一
五
四
七
）、
信
秀
は
道
三
の
居
城・稲い

な

葉ば

山や
ま

城
を
攻
撃
す
る
が
、
最
終
的
に
両
人
は
和
睦
し
、
翌
年
、

道
三
の
娘
・
帰き

蝶ち
ょ
う

（
濃の

う

姫ひ
め

）
が
信
秀
の
嫡
男
・
信
長
に
嫁
い
だ
と
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
後
ろ
盾
を
失
っ
た
頼
芸
は
、

天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）、
道
三
に
よ
っ
て
美
濃
国
か
ら
追
放
さ
れ
、
土
岐
氏
は
滅
亡
し
た
。
こ
の
時
、
大
桑
城

は
道
三
の
軍
勢
に
焼
き
払
わ
れ
、
廃
城
と
な
っ
た
よ
う
だ
。

と
こ
ろ
で
、
道
三
は
ほ
ど
な
く
息
子
の
義
龍
に
家
督
を
譲
る
が
、
父
子
の
関
係
は
し
だ
い
に
不
和
と
な
り
、
弘
治
二

年
（
一
五
五
六
）
四
月
、長
良
川
の
戦
い
で
両
者
は
ぶ
つ
か
り
、道
三
は
戦
死
す
る
。『
明
智
軍
記
』
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、

明
智
城
が
斉
藤
義
龍
の
子
・
竜
興
に
攻
め
ら
れ
て
落
城
し
、
光
秀
が
越
前
に
逃
亡
す
る
の
は
、
そ
の
五
ヵ
月
後
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
竜
興
は
こ
の
時
ま
だ
子
ど
も
で
、
ど
う
に
も
お
か
し
な
話
な
の
だ
が
、
仮
に
竜
興
が
義
龍
の
誤

り
だ
と
し
た
ら
、
当
時
の
美
濃
国
の
不
安
定
な
情
勢
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
あ
り
得
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
大
桑
城
は
十
三
世
紀
の
半
ば
、
承じ

ょ
う

久き
ゅ
う

の
乱
の
功
績
に
よ
り
大
桑
郷
を
与
え
ら
れ
た
逸
見
義
重
の
子
・
大
桑

又
三
郎
が
築
い
た
と
さ
れ
、
の
ち
に
、
同
城
は
守
護
と
な
っ
た
土
岐
氏
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
。
土
岐
氏
は
当
初
、
本

拠
を
一ひ

日と

市い
ち

場ば

館や
か
た

（
美
濃
国
土
岐
郡
）
に
置
い
た
が
、
そ
の
後
長
森
城
、
川
手
城
、
福
光
館
、
枝え

だ

広ひ
ろ

館や
か
た

へ
と
順
次
遷
し
、

天
文
四
年
（
一
五
三
五
）、
枝
広
館
が
長
良
川
の
洪
水
で
流
さ
れ
る
と
、
当
主
・
頼
芸
は
道
三
の
勧
め
で
、
大
桑
城
を

居
城
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

21

そ
の
大
桑
城
を
、
若
き
日
の
光
秀
は
、
同
氏
の
家
臣
と
し
て
訪
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、

土
岐
氏
滅
亡
に
至
る
一
連
の
事
件
に
よ
っ
て
、
彼
は
そ
の
後
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

光
秀
が
本
能
寺
の
変
の
直
前
に
催
し
た
愛あ

た

宕ご

百ひ
ゃ
く

韻い
ん

で
、彼
が
詠
ん
だ
句
「
時
は
今
あ
め
が
下
し
る
五
月
哉
」
の
「
時
」

は
「
土
岐
」
を
意
味
し
、
土
岐
氏
の
再
興
を
誓
っ
た
も
の
と
解
釈
も
さ
れ
る
が
、
光
秀
の
土
岐
氏
に
対
す
る
帰
属
意
識

は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
美
濃
国
を
追
わ
れ
た
頼
芸
は
、
そ
の
後
近お

江う
み

国
、
常ひ

た
ち陸
国
、
上あ

総ず
さ

国
を
経
て
、
最
後
は
甲か

斐い

の
武
田
氏

の
預
か
り
と
な
り
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
の
、
信
長
が
武
田
氏
を
攻
め
た
甲
州
征
伐
の
際
、
織
田
軍
に
よ
っ
て
発

見
さ
れ
、
美
濃
三
人
衆
の
一
人
、
稲い

な

葉ば

一い
っ

鉄て
つ

の
計
ら
い
で
美
濃
国
へ
帰
還
し
、
半
年
後
に
死
ん
だ
と
い
う
。

甲
州
征
伐
に
参
加
し
た
光
秀
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
土
岐
氏
の
ラ
ス
ト
エ
ン
ペ
ラ
ー
に
「
再
会
」
し
て
い
た
と
し
た

ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
光
秀
は
頼
芸
か
ら
何
か
を
託
さ
れ
、
そ
れ
が
半
年
後
の
本
能
寺
の
変
に
繋
が
っ
た
、
と
考
え
る

の
も
歴
史
推
理
と
し
て
は
面
白
い
。

大
桑
城
址
は
標
高
四
百
八
メ
ー
ト
ル
（
比
高
三
百
四
十
五
メ
ー
ト
ル
）
の
古
城
山
の
山
頂
に
あ
る
。
光
秀
出
生
の
伝

承
が
あ
る
中
洞
地
区
か
ら
、
武む

儀ぎ

川が
わ

を
は
さ
ん
で
西
に
二
キ
ロ
ほ
ど
の
位
置
だ
。
現
在
は
ミ
ニ
チ
ュ
ア
模
擬
天
守
が
復

元
さ
れ
、
曲
輪
、
石
積
み
、
土
塁
、
堀
切
、
竪
堀
、
井
戸
な
ど
の
遺
構
が
見
ら
れ
る
。

■
大
桑
城
址
　
岐
阜
県
山
県
市
大
桑
洞
古
城
山

Ｊ
Ｒ
東
海
道
線
岐
阜
駅
か
ら
岐
阜
バ
ス
岐
阜
高
富
線
で
「
山
県
市
役
所
」
下
車
、
ハ
ー
バ
ス
大
桑
線

に
乗
り
換
え
「
幸
報
苑
」
下
車
、
徒
歩
七
十
分

第一幕　上洛前 
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第
三
場
　
妻
木
城
～
有
力
土
豪
の
娘
を
娶
る
～
（
岐
阜
県
土
岐
市
）

成
長
し
た
光
秀
は
、
美
濃
国
の
妻
木
氏
か
ら
正
室
を
娶
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん
、
光
秀
が
ま
だ
美
濃
国
に

い
た
頃
の
こ
と
だ
ろ
う
。
妻
木
氏
は
明
智
氏
と
同
様
、
土
岐
氏
の
庶
流
で
あ
り
、
光
秀
の
妻
・
煕ひ

ろ

子こ

は
、
十
二
代
目
当

主
・
妻つ

ま

木き

広ひ
ろ

忠た
だ

の
娘
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
広
忠
の
弟
・
範の

り

煕ひ
ろ

の
娘
と
も
）。

と
こ
ろ
で
、
光
秀
に
関
し
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
、
自
著
『
日
本
史
』
の
中
で
「
も
と

よ
り
高
貴
の
出
で
は
な
く
」
と
紹
介
し
て
お
り
、
丹
波
国
籾も

み

井い

氏
が
著
し
た
『
籾
井
家
日
記
』
に
は
「
明
智
十
兵
衛
と

い
う
族
姓
も
知
ら
ぬ
も
の
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

ま
た
、
光
秀
本
人
も
、
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
に
定
め
た
『
家
中
軍
法
』
の
末
尾
に
「
石
こ
ろ
の
よ
う
な
存
在
か

ら
召
し
出
さ
れ
」
と
信
長
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
と
と
も
に
、
自
ら
の
出
自
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

し
か
し
、
煕
子
の
父
・
広
忠
は
、
三
河
・
尾
張
・
美
濃
三
国
の
国
境
付
近
に
あ
る
妻
木
城
の
城
主
だ
っ
た
。
同
城
は
、

標
高
四
百
七
メ
ー
ト
ル
（
比
高
百
九
十
メ
ー
ト
ル
）
の
城
山
の
山
頂
に
あ
り
、
十
四
世
紀
の
半
ば
に
土
岐
頼よ

り

重し
げ

が
築
城

し
た
と
い
わ
れ
る
。

後
年
、
明
智
氏
が
入
っ
た
の
ち
、
妻
木
氏
の
居
城
と
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
妻
木
氏
と
縁
組
を
持
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、光
秀
の
出
所
も
そ
れ
な
り
の
身
分
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
に
紹
介
し
た「
と
き（
土
岐
）の
随
分
衆（
身

分
の
高
い
人
）
也
」
と
い
う
記
録
が
、
こ
こ
で
信
憑
性
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。
仮
に
光
秀
が
、
フ
ロ
イ
ス
や
籾
井

氏
の
言
う
よ
う
な
低
い
身
分
の
出
で
あ
っ
た
な
ら
、
努
力
を
重
ね
て
お
嬢
様
を
ゲ
ッ
ト
で
き
る
ほ
ど
の
、
能
力
と
将
来

性
を
す
で
に
身
に
付
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
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さ
て
、
光
秀
の
女
性
観
と
し
て
、
こ
ん

な
有
名
な
逸
話
が
あ
る
。
光
秀
と
煕
子
の

婚
礼
が
間
近
と
な
っ
た
頃
、
煕
子
が
疱
瘡

（
天
然
痘
）
に
か
か
り
、
美
貌
の
顔
が
あ

ば
た
に
な
っ
て
し
ま
う
。
妻
木
氏
は
申
し

訳
な
く
思
っ
て
、
代
わ
り
に
煕
子
と
瓜
二

つ
の
妹
を
嫁
が
せ
よ
う
と
し
た
が
、
光
秀

は
そ
れ
を
見
破
り
、「
容
貌
は
歳
月
や
病

気
で
ど
う
に
で
も
変
わ
る
も
の
。
た
だ
変

わ
ら
ぬ
も
の
は
心
の
美
し
さ
で
あ
る
」
と

し
て
、
妹
を
送
り
返
し
、
約
束
通
り
煕
子

を
妻
に
迎
え
た
。
そ
し
て
、
生
涯
側
室
を

置
か
ず
、
煕
子
だ
け
を
伴
侶
と
し
た
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
煕
子
の
あ
ば
た
は
大
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
光
秀
と
結
婚

後
、
そ
の
美
貌
を
聞
き
つ
け
た
信
長
が
、

彼
女
を
出
仕
さ
せ
、
長
廊
下
で
待
ち
伏
せ

妻木城址の石垣跡　〈写真提供：攻城団〉
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し
て
後
ろ
か
ら
抱
き
つ
い
た
と
い
う
話
も
あ
る
。
煕
子
は
信
長
と
知
ら
ず
に
扇
で
し
た

た
か
に
打
ち
、
事
な
き
を
得
た
よ
う
だ
が
。

と
も
あ
れ
、
そ
ん
な
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
な
光
秀
で
あ
っ
た
な
ら
、
婚
約
時
代
か
ら
た
び

た
び
こ
の
城
に
足
を
運
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
（
ち
な
み
に
、
可
児
市
の
明
智
城
か
ら

土
岐
市
の
妻
木
城
ま
で
は
、
南
西
に
二
十
キ
ロ
近
い
距
離
が
あ
る
）。
広
忠
も
光
秀
に

信
頼
を
寄
せ
、
光
秀
が
信
長
の
元
で
出
世
し
て
の
ち
は
、
彼
の
家
臣
と
な
っ
た
。
天
正

十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
十
三
日
に
山
崎
の
合
戦
で
光
秀
が
敗
れ
る
と
、
広
忠
は
同
月

十
八
日
に
近
江
の
西さ

い

教き
ょ
う

寺じ

で
一
族
の
墓
を
つ
く
っ
た
あ
と
、
墓
の
前
で
自
刃
し
た
と

い
う
。

妻
木
城
は
、
そ
の
後
広
忠
の
跡
を
継
い
だ
彼
の
孫
・
頼よ

り

忠た
だ

が
守
り
続
け
、
江
戸
時
代

に
入
っ
て
、
城
山
の
北
麓
に
妻
木
城
士
屋
敷
を
築
き
移
り
住
ん
だ
が
、
十
七
世
紀
半
ば

に
妻
木
氏
の
断
絶
に
よ
り
、
城
郭
と
も
ど
も
放
棄
さ
れ
た
。

崇禅寺山門　〈写真提供：攻城団〉

現
在
、
山
上
の
城
址
に
は
、
石
垣
、
曲
輪
、
土
塁
な
ど
の
遺
構
が
整
備
さ
れ
、
麓
の
屋
敷
址
に
も
石
垣
、
井
戸
跡
、

庭
園
跡
、
門
跡
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
妻
木
城
址
か
ら
一
キ
ロ
ほ
ど
北
に
あ
る
崇そ

う

禅ぜ
ん

寺じ

は
、
十
四
世
紀
半
ば
に
創

建
さ
れ
た
妻
木
氏
の
菩
提
寺
で
、
同
寺
の
山
門
は
、
妻
木
城
士
屋
敷
か
ら
移
築
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

■
妻
木
城
址
　
岐
阜
県
土
岐
市
妻
木
町

東
海
環
状
自
動
車
道
土
岐
南
多
治
見
Ｉ
Ｃ
か
ら
南
へ
車
で
十
五
分
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第
四
場
　
称
念
寺
～
越
前
で
下
積
み
修
養
す
る
～
（
福
井
県
坂
井
市
）

『
明
智
軍
記
』
に
よ
る
と
、
光
秀
は
明
智
城
を
脱
出
し
た
あ
と
、
越
前
に
入
り
縁
故
の
あ
っ
た
称し

ょ
う

念ね
ん

寺じ

の
僧
に
妻
子

を
預
け
、
諸
国
遍
歴
に
出
立
し
て
、
永え

い

禄ろ
く

五
年
（
一
五
六
二
）
に
帰
国
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
諸
国
遍
歴
で
は
、
名

だ
た
る
武
家
の
軍
事
・
政
治
を
視
察
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
歴
史
的
に
見
て
首
を
か
し
げ
る
よ
う
な
記
述
が
多

く
（
死
ん
で
い
る
は
ず
の
今い

ま

川が
わ

義よ
し

元も
と

が
出
て
き
た
り
す
る
）、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

た
だ
、
光
秀
が
越
前
に
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
、
次
の
よ
う
な
伝
承
も
残
さ
れ
て
い
る
。
明
智
城
の
落
城
に
よ

り
同
城
を
脱
出
し
た
光
秀
は
、
身
重
の
煕
子
を
背
負
い
、
美
濃
国
郡ぐ

上じ
ょ
う

郡
か
ら
油あ

ぶ
ら

坂さ
か

峠
（
現
・
国
道
百
五
十
八
号
線
）

を
越
え
て
越
前
へ
入
り
、
朝あ

さ

倉く
ら

氏
に
仕
官
を
求
め
た
。

し
か
し
、
す
ぐ
に
は
叶
わ
ず
、
仕
官
す
る
ま
で
の
間
、
称
念
寺
の
園え

ん

阿あ

上し
ょ
う

人に
ん

の
好
意
で
、
同
寺
の
門
前
に
仮
住
ま

い
し
た
と
い
う
も
の
だ
（
園
阿
上
人
は
、
光
秀
の
叔
父
・
光
安
と
昵じ

っ

懇こ
ん

で
あ
り
、
明
智
城
が
落
城
す
る
時
、
光
安
が
光

秀
に
園
阿
上
人
を
頼
る
よ
う
伝
え
た
と
さ
れ
る
）。

油
坂
峠
（
文
字
通
り
脂
汗
を
流
す
ほ
ど
の
難
所
で
あ
っ
た
）
を
越
え
る
と
、
穴あ

な

馬ま

（
福
井
県
大
野
市
）
を
経
て
、
朝

倉
館
の
あ
る
一い

ち

乗じ
ょ
う

谷だ
に

に
出
る
が
、
称
念
寺
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
二
十
キ
ロ
ほ
ど
北
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
智

城
か
ら
だ
と
優
に
二
百
キ
ロ
近
く
は
あ
り
、
そ
れ
を
光
秀
は
、
家
族
を
伴
っ
て
踏
破
し
た
こ
と
に
な
る
。

や
っ
と
確
保
し
た
仮
住
ま
い
だ
が
、
称
念
寺
の
辺
り
は
、
日
本
有
数
の
豪
雪
地
帯
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
冬
の
暮
ら
し

は
、
さ
ぞ
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

光
秀
と
称
念
寺
の
関
係
は
、『
遊
行
三
十
一
祖
　
京
畿
御
修
行
記
』
と
い
う
文
書
で
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
天
正
七
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現
在
、
山
上
の
城
址
に
は
、
石
垣
、
曲
輪
、
土
塁
な
ど
の
遺
構
が
整
備
さ
れ
、
麓
の
屋
敷
址
に
も
石
垣
、
井
戸
跡
、

庭
園
跡
、
門
跡
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
妻
木
城
址
か
ら
一
キ
ロ
ほ
ど
北
に
あ
る
崇そ

う

禅ぜ
ん

寺じ

は
、
十
四
世
紀
半
ば
に
創

建
さ
れ
た
妻
木
氏
の
菩
提
寺
で
、
同
寺
の
山
門
は
、
妻
木
城
士
屋
敷
か
ら
移
築
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

■
妻
木
城
址
　
岐
阜
県
土
岐
市
妻
木
町

東
海
環
状
自
動
車
道
土
岐
南
多
治
見
Ｉ
Ｃ
か
ら
南
へ
車
で
十
五
分
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年
（
一
五
七
九
）
か
ら
八
年
に
か
け
て
、
相さ

模が
み

国
藤
沢
に
あ
る
遊ゆ

行ぎ
ょ
う

寺じ

の
同
念
上
人
が
、
京
都
・
奈
良
を
遊
行
し
た
際
、
称
念
寺

の
僧
を
坂
本
城
の
光
秀
の
元
に
派
遣
し
、
奈
良
で
修
業
し
た
い
の

で
、
光
秀
配
下
の
大や

ま

和と

筒つ
つ

井い

城
主
・
筒
井
順じ

ゅ
ん

慶け
い

へ
の
紹
介
状
を

い
た
だ
き
た
い
と
要
請
し
た
。

光
秀
は
、
朝
倉
義
景
を
頼
っ
て
、
称
念
寺
門
前
に
十
ヵ
年
居
住

し
て
い
た
の
で
、
大
変
懐
か
し
が
り
、
使
い
の
称
念
寺
の
僧
を
し

ば
ら
く
坂
本
に
引
き
留
め
た
。
そ
し
て
、
同
念
上
人
は
光
秀
か
ら

順
慶
へ
の
口
添
え
に
よ
り
、
奈
良
で
の
修
行
が
無
事
果
た
せ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

称
念
寺
門
前
で
暮
ら
し
た
下
積
み
時
代
を
、
今
や
出
世
し
て
坂

本
城
主
と
な
っ
て
い
た
光
秀
は
、
し
み
じ
み
と
思
い
起
こ
し
、
同

寺
の
僧
に
対
し
て
、
下
に
も
置
か
ぬ
も
て
な
し
を
し
た
の
だ
ろ
う
。

称
念
寺
に
は
、
光
秀
の
妻
・
煕
子
に
ま
つ
わ
る
逸
話
も
残
さ
れ

て
い
る
。
当
時
は
貧
し
か
っ
た
光
秀
だ
が
、
す
で
に
文
化
的
教
養

が
あ
り
、
連れ

ん

歌が

会え

を
催
す
こ
と
も
た
び
た
び
で
あ
っ
た
。
あ
る
連

歌
会
の
際
、
煕
子
は
夫
に
恥
を
か
か
せ
な
い
た
め
に
、
女
の
命
で

あ
る
黒
髪
を
売
っ
て
金
を
つ
く
り
、
客
人
の
酒し

ゅ

肴こ
う

を
用
意
し
た
。
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光
秀
は
、
そ
ん
な
煕
子
に
感
謝
し
、「
そ
な
た
を
五
十
日
の
う
ち
に
輿こ

し

に
も
乗
る
よ
う
な
身
分
に
し
よ
う
」
と
言
っ
て
、

遠
か
ら
ず
そ
の
思
い
を
か
な
え
、
終
生
妻
へ
の
い
た
わ
り
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。

俳
人
・
松
尾
芭ば

蕉し
ょ
う

は
、「
奥
の
細
道
」
を
旅
す
る
途
上
、
越
前
丸
岡
で
こ
の
話
を
聞
き
、
伊
勢
の
門
人
・
山
田
又ゆ

う

玄げ
ん

宅
に
立
ち
寄
っ
た
時
、
世
話
に
な
っ
た
妻
女
に
次
の
よ
う
な
句
を
贈
っ
て
い
る
。

「
月
さ
び
よ
　
明
智
が
妻
の
　
咄は

な
し

せ
む
」

才
能
が
あ
り
な
が
ら
不
遇
の
又
玄
を
健
気
に
支
え
、
心
を
込
め
て
旅
中
の
自
分
を
も
て
な
し
て
く
れ
た
又
玄
の
妻
に
、

芭
蕉
は
ふ
と
煕
子
の
姿
を
重
ね
た
も
の
ら
し
い
。
本
能
寺
の
変
で
逆
臣
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
光
秀
で
あ
っ
た
が
、
丸

岡
の
地
で
は
、
百
年
余
り
た
っ
た
芭
蕉
の
時
代
に
お
い
て
も
、
光
秀
夫
妻
の
美
談
が
語
り
継
が
れ
て
い
た
の
だ
。

称
念
寺
は
養
老
五
年
（
七
二
一
）、
白
山
を
開
い
た
修
験
道
の
僧
・
泰た

い

澄ち
ょ
う

に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
に
な
っ

て
時
宗
に
改
め
ら
れ
た
。
建
武
の
新
政
の
立
役
者
の
一
人
、
新に

っ

田た

義よ
し

貞さ
だ

は
、
も
う
一
人
の
立
役
者
、
足
利
尊
氏
と
対
立

し
、
越
前
藤
島
で
戦
死
す
る
が
、
そ
の
遺
骸
は
こ
の
寺
に
運
ば
れ
た
と
い
わ
れ
、
境
内
に
は
義
貞
の
墓
が
あ
る
。

教
養
あ
る
光
秀
の
こ
と
だ
か
ら
、
義
貞
の
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
に
つ
い
て
、
当
然
承
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
光
秀
が

白
山
信
仰
に
心
酔
し
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
が
、
下
積
み
生
活
と
い
う
身
で
あ
れ
ば
、
毎
朝
白
山
に
向
か
っ
て
何
事

か
願
を
か
け
、
当
時
は
朝
敵
と
さ
れ
て
い
た
義
貞
の
墓
前
に
手
を
合
わ
せ
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
し
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。

■
称
念
寺
　
福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
長
崎
一
九
・
一
七

Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線
丸
岡
駅
か
ら
本
丸
岡
行
き
京
福
バ
ス
で
「
舟
寄
」
下
車
、
徒
歩
十
分

第一幕　上洛前 
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