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は
じ
め
に

　

軍
書
（
1
）

の
世
界
は
数
々
の
歌
に
よ
り
彩
ら
れ
て
い
る
。
死
が
描
か
れ
る
た
め
当
然
辞
世

の
歌
は
多
い
。
ま
た
、
不
義
非
道
を
批
判
し
た
り
、
敗
北
や
臆
病
を
嘲
っ
た
り
す
る
狂

歌
（
落
首
）
も
目
立
つ
。
そ
の
他
に
も
、
歌
に
よ
り
罪
を
許
さ
れ
る
、
出
世
す
る
と
い
っ

た
歌
徳
説
話
、
戦
勝
を
祈
願
し
た
り
、
不
吉
な
兆
し
を
払
っ
た
り
、
荒
ぶ
る
敗
死
者
の

霊
を
鎮
め
た
り
す
る
呪
的
な
歌
、
敵
味
方
の
丁
々
発
止
の
歌
の
応
酬
、
慕
わ
し
い
死
者

へ
の
手
向
け
の
歌
、
兵
法
の
極
意
や
武
士
の
心
得
を
示
し
た
歌
、
土
地
と
の
縁
や
事
態

の
類
似
で
引
か
れ
る
古
歌
の
数
々
と
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
勿
論
合
戦
と
は
直
接
関
係

し
な
い
、
風
流
に
心
を
動
か
さ
れ
て
の
武
将
た
ち
の
詠
も
、
随
所
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

近
世
に
成
立
し
た
、
戦
国
時
代
を
描
く
新
し
い
軍
書
で
も
、
歌
と
の
親
密
性
は
同
様

で
あ
る
。
武
田
家
の
軍
書
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
は
、
武
道
を
疎
か
に
し
て
歌
に
凝
る
こ
と

を
批
判
す
る
話
題
が
出
て
く
る
が
（
2
）

、
一
方
で
当
主
信
玄
の
歌
の
腕
前
も
語
ら
れ
て
い

る
（
3
）

。
情
熱
を
傾
け
過
ぎ
て
は
い
け
な
い
が
、
武
家
に
と
っ
て
必
須
の
嗜
み
と
し
て
歌
は

軍
書
に
描
か
れ
（
4
）
る
。『
信
長
記
』
の
信
長
、『
太
閤
記
』
の
秀
吉
、『
北
条
五
代
記
』
の
氏

人
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子

康
な
ど
、
い
ず
れ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
優
れ
た
大
将
は
歌
の
才
に
も
ま
た
秀
で
て
い

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
（
5
）

。
文
武
両
道
の
「
文
」
は
専
ら
歌
の
能
力
に
よ
り
表
さ
れ
て
お
り
、

武
士
が
折
に
触
れ
歌
会
を
催
し
た
り
、
当
意
即
妙
で
歌
の
や
り
取
り
を
し
た
り
す
る
様

子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

軍
書
の
読
者
は
、
こ
の
よ
う
な
武
将
た
ち
の
歌
に
興
味
を
か
き
立
て
ら
れ
た
筈
で
あ

る
。
歌
の
名
人
と
さ
れ
る
武
将
の
、
軍
書
に
は
載
っ
て
い
な
い
作
品
を
知
り
た
い
、
自

筆
自
詠
の
も
の
を
入
手
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
生
じ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

太
田
道
灌
や
三
浦
義
同
道
寸
の
、
自
筆
で
和
歌
を
記
し
た
と
さ
れ
る
短
冊
は
、
収
集
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
軍
書
で
彼
ら
が
優
れ
た
歌
詠
み
に
描
か
れ
た
影
響
が

大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
6
）

。

　

軍
書
を
研
究
す
る
中
で
、
歌
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
記
事
の
多
さ
や
、
そ
の
享

受
の
問
題
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
。
軍
書
に
載
る
歌
の
数
々
は
何
に
よ
っ
て
記
さ
れ
、

ま
た
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
本
稿
で
は
、
北
条

氏
康
の
和
歌
作
品
に
注
目
し
た
い
。

北
条
氏
康
（
永
正
十
二
〜
元
亀
二
）
は
関
東
に
威
を
振
る
っ
た
後
北
条
氏
第
三
代
の

戦
国
大
名
で
、
和
歌
を
好
ん
だ
こ
と
が
近
世
の
軍
書
に
描
か
れ
る
一
人
で
あ
る
。
後
北
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条
氏
五
代
の
話
題
を
収
め
た
軍
書
『
北
条
五
代
記
』
巻
六―

四
「
北
条
氏
康
和
哥
の

事
」
に
は
、
氏
康
の
近
習
に
仕
え
て
い
た
老
士
の
物
語
と
し
て
、
氏
康
が
文
武
に
優
れ

特
に
和
歌
を
好
ん
で
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
び
に
、
夏
に
狐
の
鳴
く
珍
事

の
あ
っ
た
際
、
氏
康
が
和
歌
を
詠
む
と
翌
日
そ
の
狐
が
死
ん
で
い
た
と
い
う
、
歌
で
不

吉
を
払
っ
た
逸
話
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
甲
陽
軍
鑑
』
品
第
十
三
「
弱
過
た
る
大
将
之
事
付

両
上
杉
并

北
条
家
生
起
合

戦
物
語
事
」
は
、「
先
静
に
心
剛
に
し
て
、
罰
利
生
明
ら
か
に
、
善
に
も
上
中
下
を
た
ゞ

し
て
折
檻
ま
し
〳
〵
、
軽
き
大
将
か
と
思
へ
は
重
し
。
哥
を
よ
ミ
、
花
奢
に
し
て
、
如

何
に
も
い
つ
く
し
き
か
と
思
へ
ハ
、
い
か
り
給
ふ
時
ハ
、
自
身
太
刀
・
長
刀
を
取
て
、

異
国
の
韓
信
・
樊
噲
も
た
ゞ
是
程
そ
有
ら
ん
と
思
ふ
ほ
と
、
威
光
つ
よ
し
」
と
氏
康
の

様
子
を
描
く
。
こ
れ
は
同
品
第
十
四
「
強
過
た
る
大
将
之
事
」
に
示
さ
れ
る
、「
武
辺

専
か
と
み
申
せ
ば
、
能
に
す
き
、
哥
を
よ
ミ
、
詩
を
作
り
、
花
奢
風
流
に
し
て
、
遊
山

見
物
専
か
と
思
へ
は
（
人
を
使
い
育
て
る
こ
と
が
上
手
い
）
」
と
い
う
信
玄
の
描
写
と

共
通
性
が
あ
る
。
信
玄
に
匹
敵
す
る
文
武
両
道
の
人
物
と
し
て
、
他
家
の
氏
康
が
評
価

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
人
物
は
、
作
中
に
他
に
見
当
た

ら
な
い
。「
（
氏
康
は
）
武
辺
の
事
一
円
心
か
け
ず
、
た
ゞ
哥
許
よ
ミ
て
罷
有
」（
品
第

十
三
）
と
い
う
表
現
も
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
後
北
条
氏
の
敵
方
が
氏
康
を
中
傷
し
た

台
詞
で
あ
っ
て
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
見
解
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
も
、
氏
康
の
和
歌

愛
好
を
示
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
和
歌
の
話
題
の
他
に
、
氏
康
に
は
合
戦
の
記
事
も
多
い
。『
甲
陽
軍
鑑
』、

『
北
条
五
代
記
』、
写
本
で
流
布
し
た
『
北
条
記
』、『
豆
相
記
』
な
ど
に
は
、
河
越
の
夜

軍
や
国
府
台
の
合
戦
に
お
け
る
大
勝
利
を
は
じ
め
、
氏
康
の
武
辺
に
お
け
る
有
能
さ
が

描
か
れ
て
い
る
。
武
に
お
い
て
も
軍
書
に
名
高
い
人
物
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
よ
う
に
軍
書
に
語
ら
れ
る
氏
康
の
、
和
歌
の
実
作
を
収
め
る
『
詠
十
五

首
和
歌
』
と
い
う
作
品
を
取
り
上
げ
、
成
立
か
ら
軍
書
と
の
関
わ
り
に
至
る
ま
で
を
論

じ
た
い
。

　

『
詠
十
五
首
和
歌
』
は
、
氏
康
の
和
歌
の
載
る
作
品
（
7
）

と
し
て
写
本
で
流
布
し
た
。
氏

康
の
和
歌
十
五
首
を
収
め
る
系
統
の
本
（
以
下
「
一
人
本
（
8
）

」
）
と
、『
実
澄
氏
康
氏
真
点

取
和
歌
』
と
も
称
さ
れ
る
、
氏
康
・
三
条
西
実
澄
・
今
川
氏
真
の
三
名
の
各
十
五
首
の

和
歌
を
収
め
る
系
統
の
本
（
以
下
「
三
人
本
（
9
）

」
）
が
存
在
す
る
。
氏
康
の
十
五
の
題
詠

の
後
に
実
澄
の
文
章
が
付
く
形
式
で
、
三
人
本
の
場
合
は
題
ご
と
に
三
名
の
和
歌
が
並

ん
で
載
る
。
氏
康
が
よ
こ
し
た
和
歌
に
、
実
澄
が
評
価
を
付
け
て
送
り
返
し
た
書
簡
の

体
裁
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
で
は
、
成
立
年
代
の
推
定
や
内
容
の
簡
単
な
解
説
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
氏
康
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
ず
、
彼
の
登
場
す
る
軍
書
と
の
関
わ
り
も
考

え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
近
世
に
お
い
て
は
こ
の
作
品
が
、
氏
康
の
武
将
と
し
て
の
活

躍
と
共
に
そ
の
和
歌
愛
好
を
描
く
軍
書
と
、
一
緒
に
享
受
さ
れ
る
環
境
が
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
相
互
の
作
品
の
理
解
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
も
注
意
す
べ
き
だ

ろ
う
。

　

ま
ず
一
人
本
と
三
人
本
を
比
較
し
て
差
異
を
確
認
し
、
そ
れ
か
ら
成
立
年
代
や
当
時

の
状
況
を
探
る
。
そ
の
上
で
近
世
の
軍
書
と
近
接
し
た
部
分
を
分
析
し
、
こ
の
作
品
が

ど
う
享
受
さ
れ
て
き
た
か
を
考
え
る
。

　

さ
て
、『
詠
十
五
首
和
歌
』
中
に
名
前
の
見
え
る
三
条
西
実
澄
（
永
正
八
〜
天
正
七
）

は
公
家
で
歌
人
・
和
学
者
と
し
て
名
高
い
。
関
東
に
下
向
し
長
い
間
滞
在
し
て
い
た
）
10
（

。

ま
た
、
今
川
氏
真
（
天
文
七
〜
慶
長
十
九
）
は
駿
河
を
本
拠
地
と
し
た
戦
国
大
名
で
、

こ
ち
ら
も
文
化
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。
氏
康
の
後
北
条
氏
、
氏
真
の
今
川
氏
、
そ
れ
に

武
田
氏
は
、
天
文
二
十
三
年
か
ら
永
禄
十
一
年
ま
で
の
十
四
年
間
、
駿
甲
相
三
国
同
盟

と
呼
ば
れ
る
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
際
し
姻
戚
関
係
が
結
ば
れ
た
た
め
、
氏
真

は
氏
康
の
娘
婿
に
当
た
る
。
そ
し
て
そ
の
時
期
に
も
実
澄
は
関
東
に
下
り
、
主
に
今
川

領
の
駿
河
に
滞
在
し
て
い
た
）
11
（

。

伊
藤
敬
氏
は
、
三
条
家
と
今
川
・
武
田
家
の
間
に
姻
戚
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
、
三
条

西
家
の
学
問
の
価
値
が
関
東
で
大
変
尊
ば
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
後
北
条
・
今
川
・
武
田
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戦
国
の
和
歌
か
ら
近
世
の
軍
書
へ

の
三
家
と
も
和
歌
の
学
問
に
重
き
を
置
く
家
柄
で
、
隣
り
合
う
そ
の
三
国
間
に
戦
い
が

な
い
時
期
だ
っ
た
こ
と
が
、
実
澄
が
関
東
に
長
期
滞
在
で
き
た
理
由
と
指
摘
し
て
い

る
）
12
（

。『
詠
十
五
首
和
歌
』
に
和
歌
の
載
る
三
人
は
、
こ
の
よ
う
に
氏
康
・
氏
真
が
同
盟

と
縁
戚
関
係
で
繋
が
り
、
さ
ら
に
実
澄
が
和
歌
と
い
う
文
化
的
な
縁
で
二
人
と
繋
が
っ

て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

一
、『
詠
十
五
首
和
歌
』
翻
刻

　

ま
ず
、
一
人
本
と
三
人
本
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
に
底
本
を
一
人
本
に
し
、
三

人
本
で
校
異
を
行
う
。
一
人
本
は
管
見
に
入
っ
た
中
で
最
も
誤
り
の
な
い
と
見
え
る

刈
谷
市
中
央
図
書
館
所
蔵
村
上
文
庫
本
）
13
（

を
、
三
人
本
は
浅
田
徹
氏
蔵
本
）
14
（

を
使
用
し
た
。

校
異
は
傍
線
を
引
い
て
右
側
に
表
記
し
、
一
人
本
に
全
く
な
い
部
分
は
本
文
中
に
（
）

で
囲
っ
て
示
す
。
十
五
の
詠
題
に
私
に
①
〜
⑮
の
番
号
を
付
け
る
。
合
点
（
三
人
本
に

は
な
い
）
は
「
乀
」
と
「//

」
で
示
す
）
15
（

。

　

詠
十

五

首

十
五
首
和
歌

 
　

平ナ

シ
氏
康
上

　
　

①
山
時
雨 
（
氏
康
）

乀
余
所
ま
て
ハ
さ
そ
は
さ
り
け
り
夜
あ
ら
し
や
箱
根
の
山
を
め
く
る
時
雨
ハ

 

（
実
澄
）

（
足
柄
の
里
も
今
は
た
時
雨
る
ら
ん
箱
根
の
山
に
ま
よ
ふ
う
き
雲
）

 

（
氏
真
）

（
浮
雲
は
時
雨
そ
ふ
ら
し
高
根
よ
り
吹
お
ろ
す
か
せ
も
一
め
く
り
ゆ
く
）

　
　

②
夜
落
葉

乀
ひ
と
り
ね
の
閨
に
落
は
の
ま
す
夜
半
ハ
空
に
し
ら
れ
て
袖
そ
し
く
る
ゝ

（
音
つ
る
ゝ
風
の
木
の
葉
の
な
か
り
せ
は
か
ハ
る
旅
ね
を
な
に
ゝ
ま
き
ね
ん
）

（
ね
覚
し
て
見
し
ハ
夢
か
や
紅
葉
々
の
音
に
そ
今
ハ
袖
ぬ
ら
す
な
る
）

　
　

③
初
雪

夜
を
さ
む
ミ
お
き
出
て
ミ
れ
は
箱
根
路
や
明あ

け

ぬ
に
し
る
き
峰
の
初
雪

（
春
き
て
も
残
し
程
と
見
る
は
か
り
今
朝
一
む
ら
の
ミ
ね
の
は
つ
ゆ
き
）

（
咲
ぬ
へ
き
枝
に
ハ
春
の
は
つ
は
な
も
を
よ
は
ん
も
の
か
木
々
の
う
す
雪
）

　
　

④
名
所
雪
）
16
（

乀
お
も
ひ
ま
す
俤
も
な
し
吉
野
山
は
な
の
夕
も
雪
の
ああ

さ

け

も

け
ほ
の

（
ち
り
ひ
ち
の
ふ
も
と
ハ
し
ら
す
冨
士
の
ね
ハ
雪
や
つ
も
り
て
山
と
成
ら
む
）

（
沖
に
を
る
波
も
と
ま
や
を
こ
ゆ
る
き
の
い
そ
く
夜
の
間
に
つ
も
る
雪
哉
）

　
　

⑤
深
雪

乀
と
ふ
人
に
庭
ハ
い
と
は
し
見
る
か
内
に
跡
ふ
り
う
つ
む
八
重
の
白
雪

（
上
野
や
さ
の
ゝ
舟
橋
ゆ
き
ふ
り
ぬ
こ
し
路
の
往
来
あ
と
た
え
ぬ
へ
し
）

（
と
は
れ
し
の
宿
の
う
ら
み
を
し
ら
雪
の
み
ち
も
な
き
ま
て
か
ね
て
降
る
ら
ん
）

　
　

⑥
初
恋

あ
ま
衣
ほ
す
隙ひ

ま

も
な
きし

哀
よ
り
け
ふ
ぬ
れ
初
し
袖
や
ま増

ら

ん

さ
ら
ん

（
う
ち
つ
け
の
思
ひ
は
な
そ
と
ゝ
か
む
な
よ
か
け
し
心
ハ
昨
日
け
ふ
か
は
）

（
恋
し
き
ハ
き
の
ふ
の
わ
れ
よ
あ
す
ま
て
の
命
ハ
う
き
に
猶
か
ゝ
る
と
も
）

　
　

⑦
待
恋

//

明
る
ま
て
待
て
や
ミ
ま
し
時
の
間
に
か
は
る
心
の
ま
た
や
か
は
る
と

（
か
ね
て
よ
り
け
ふ
の
今
宵
と
か
そ
へ
つ
ゝ
ま
た
く
る
ゝ
間
の
ま
た
れ
す
も
か
な
）

（
哀
な
り
あ
ふ
を
か
き
り
と
ま
ち
か
ほ
に
さ
そ
し
も
こ
よ
ひ
き
え
ん
我
か
ハ
）

　
　

⑧
契
恋

　

契
置
て
夕
の
空雨

の
かさ

はハ

るる
夜
ハ
袖
の
な
ミ
た
もそ

ふ
り
増
り
け
る

（
身
の
後
も
か
ハ
ら
し
物
を
あ
さ
は
か
に
此
よ
の
ミ
と
ハ
た
れ
思
ふ
ら
む
）

（
か
ハ
ら
し
よ
我
も
と
い
ひ
し
こ
と
の
葉
に
う
ち
ま
か
せ
ぬ
は
心
成
け
り
）
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⑨
山

　

花
も
ミ
ち
松
も
ひ
は
ら
も
心
あ
ら
し
を
の
つ
か
ら
な
る
冬
の
山
々

（
春
秋
の
を
の
か
そ
め
た
る
色
な
れ
や
と
き
に
う
つ
ろ
ふ
山
の
す
か
た
は
）

（
分
い
ら
は
こ
の
も
か
の
も
の
道
な
ら
し
空
に
つ
く
は
の
山
そ
く
ま
な
き
）

　
　

⑩
獣

乀
夕
く
れ
には

峰
伝
ひ
く
る
棹
鹿
の
な
か
ぬ
し
も
な
と
淋
し
か
る
ら
ん

（
お
も
へ
人
ち
か
ら
す
く
な
き
た
ミ
の
戸
に
た
か
や
す
う
し
の
や
す
か
ら
ぬ
ミ
を
）

（
か
ハ
ら
め
や
千
里
を
か
け
る
た
の
し
ミ
も
あ
な
に
ね
す
み
の
ほ
と
〳
〵
の
世
ハ
）

　
　

⑪
浦

乀
憂
も
の
と
思
ひ
ハ
な
さ
し
あ
ま
衣
馴
て
い
と
は
ぬ
波
風
の
声

（
君
も
今
さ
ほ
さ
し
か
へ
よ
友
船
に
あ
へ
る
う
れ
し
き
わ
か
の
浦
な
ミ
）

（
た
え
め
や
ハ
か
ら
き
お
も
ひ
を
塩
か
ま
の
う
ら
め
し
き
世
に
う
き
島
の
松
）

　
　

⑫
旅

　

打
は
ら
ひ
猶
越
ゆ
か
むん

雪
の
日
ハの

雨
に
ハ
ま
さ
る
冬
の
山
路
を

（
行
と
ま
る
爰
を
や
と
り
と
た
の
ま
す
ハ
い
つ
く
に
旅
の
袖
を
ほ
さ
ま
し
）

（
む
か
ひ
み
は
古
郷
人
の
か
け
も
か
な
月
は
む
か
し
の
草
の
ま
く
ら
に
）

　
　

⑬
山
家

乀
山
ふ
か
く
契
ら
ぬ
中
も
し
ら
雲
の
立
よ
る
人
や
老
の
友友

と

ち人

（
数
そ
ひ
て
に
き
ハ
ふ
さ
と
の
夕
け
ふ
り
山
こ
そ
あ
ら
め
な
に
か
淋
し
き
）

（
お
も
ひ
入
こ
ゝ
ろ
の
お
く
の
い
か
な
ら
ん
す
む
山
く
ち
も
し
つ
か
な
り
け
り
）

　
　

⑭
閑
居

乀
中
々
に
き
よ
め
ぬ
庭
ハ
ち
り
も
な
し
風
に
ま
か
す
る
峰山

の
下
庵

（
山
も
う
し
都
も
つ
ら
し
捨
や
ら
ぬ
よ
に
す
ミ
な
か
ら
よ
を
の
か
れ
て
ん
）

（
人
を
よ
く
す
ま
ひ
も
さ
す
か
山
ひ
こ
の
こ
た
ふ
る
こ
ゑ
の
友
な
ら
ぬ
か
ハ
）

　
　

⑮
祝

//

山
ミ

水

つ
の
す
ミ
は
つ
ま
し
き
世
に
ハ
あ
れ
と
か
こ
ふ
岩
木
ハ
苔
の
む
す
ま
て

（
守
れ
猶
し
め
を
く
山
の
や
ま
祇
も
ち
ひ
き
の
石
の
う
こ
き
な
き
世
を
）

（
常
な
ら
ぬ
よ
と
て
も
さ
ら
に
す
て
ぬ
世
に
け
ふ
を
ち
と
せ
と
た
ゝ
い
は
ゝ
な
ん
）

此
一
巻
、
扨
も
奇
特
の
御
作
意
共
、
句
々
言
々
肝
に
銘銘

し

候
し
、
賢
慮愚

の
差
別
なナ

シと
ハ
（
勿

論
と
申
な
か
ら
）、（
愚
老
な
と
ハ
）
さ
す
か
に
幼
少
よ
り
業
を
う
け
道
を
伝
へ

え

て
、
蛍

を
あ
つ
め
雪
に
映
し
候
さ
へ
、
真
実
の
境
界
に
至
候
事
、
い
ま
た
及
（
候
）
は
ぬ
歎
の

ミ
に
て
候
を
、
旦
暮
干
戈
（
の
）
闘
争
を
眼
に
か
け
ら
れ
、
国
家
の
撫
育
を
心
に
こ
め

らナ

シれ
な
か
ら
、
い
つ
の
御
い
と
ま
に
て
ハか

、
是
ほ
と
ま
て
（
は
）
御
功
も
入
候
け
る
や

ら
ん
と
、
誠
に
ふ
し
んき

に
存
候
。
併
、
天
然
之
吟
骨
を
え
ら
れ
た
る
に
こ
そ
と
御
浦
山

し
く
奉存

事

ニ覚
候
。

か
ゝ
る
御
詠
に
対
し
（
て
）
、
是
非
善
悪
の
沙
汰
中
々
存
絶
候
之ナ

シ

間
、
此
ま
ゝ

返可

返

遣

申

進
可
申
心
中
に
候
へ
とは

も
、
か
た
く
厳
命
の
よ
し
、
安
栖
軒
頻
に
被
申
候
之ナ

シ

条
、

猶
も
（
願
、
）
其
憚
を

ナ

シ

か
へ
り
見
候
故
、
別以

別

紙

紙
を
以
存
分
（
一
々
）
可ナ

シ

申
述
候
。
併
、

御不

存

御

隔

心

之

隔
心
を
不
存
候
余
候
。

（
一
）　

十
五
首
之
内
、
愚
眼
珍
重
の候

由
存
候
分
、

　
　
　
　

時
雨　

落
葉　

雪
三
首
と
も
（
ニ
）　

待
恋　

獣　

浦　

山
家　

閑
居　

祝

　
　

右
十
一
首
、
無
比
類
金
玉
、（
殊
勝
）
不
及
是
非
（
候
）。
付
墨
候
而
可
進
候
段
者
、

其
憚
（
多
）
候
間
、
如
此
書
抜
候
。

（
一
）　

金
玉
十
一
首
候
之ナ

シ

内
、「
待
恋
」・「
祝
」
之
両
首
、
真
実
無
比
類
御
秀
逸
（
候
）。

近
代
（
之
）
作
者
、
是
程
之
詠
吟
、
未
及承

及承
候
。
誠
（
ニ
）
銘
心
肝
候
。

　
　
　

此
両
首
の
外
も
、
扨
々
一
風
情
候／

＼

。
目
と
ま
り
、
心
う
つ
ろ
ひ
候
。

　
　
　

巻
頭
并
ニナ
シ

「
初
雪
」
ハ
、
御
眼
前
の
景
気
さ
な
か
ら
に
て
候
。

　
　
　

「
落
葉
」（
に
）、「
空
に
し
ら
れ
て
」
の
御
一
句
、
是
又
近
比
（
〳
〵
）
新
（
敷
）

御
趣
向
候
。

　
　
　

「
深
雪
」・「
山
家
」・「
閑
居
」
之
三
首
、
新
地
（
之
）
御
吟
味
、
其
感
不
浅
候
。

　
　
　

「
棹
鹿
」
の
御
詠
、
物
さ
ひ
し
くミ

こ

ほ

り

に

て

と
を
り
候
。
言
語
同
断
ニナ
シ

候
。

　
　
　

こ
れ
ら
の
御
詠
さ
へ
、
一
唱
三
嘆
の
お
も
ひ
を
な
し
候
つ
る
を
、「
待
恋
」・
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戦
国
の
和
歌
か
ら
近
世
の
軍
書
へ

「
祝
」
の
御
両
詠
、
返
々
奇
特
神
変
（
ニ

）
候
。

（
一
）　

（
御
詠
に
）
存
分
可
申
由
厳
命
候之

所

ニ処
、
唯ナ

シ

褒
美
の
ミ
申
候
へ
は
、
か

ナ

シ

へ
り
て
巧

言
令
色
と
や
思
召
候
へ
き
と
、
吹
毛
の
難
を
ほ
り
求
て
、
両
条
存
分
を
述
候
。
是

（
ハ
）、
併
、
自
他
稽
古
の
為
（
は
か
り
）
ニ
候
。

　
　
　

「
名
所
雪
」、「
花
の
夕
も
雪
の
明あ

さ

け

も

ほ
の
」
と
候
。
是
を
「
雪
の
朝
気
に
」
と
あ

ら
た
め
ら
れ
候
て
、
当
季
を
そ
た
て
ら
れ
候
ハ
ヽ
、
可
然
（
候
）
哉
と
存
候
。
但
、

可
有
貴
意
候
。

　
　
　

「
深
雪
」（
に
）、「
と
ふ
人
に
跡

（
マ
マ
）／
庭ハ

い
と
は
し
見
る
か
う
ち
に
」
もと

候
、
此
「
に
」

も
し
を
「
の
」
と
あ
ら
た
め
ら
るれ

へ
くき

や
ら
ん
。
五
文
字
の
「
に
」（
も
し
）、
く

る
し
く
（
は
）
候
は
ね
と共

、
程
ち
か
く
て
こ
の
ま
し
か
ら
す
候
。
そ
の
う
へ
、「
ミ

る
か
う
ち
の
」
と
候
へ
は
、
の
ひ
や
か
な

ナ

シ

る
や
う
に
聞
え
候
也ナ

シ

。

　
　
　

こ是
等

ハ
、
ま
こ
と
に
吹
毛
の
申
事
ニ

候
。

　
　
　

「
ナ

シ

閑
居
」、「
中
々
」
の
五
文
字
、
此
御
詠
に
お
ゐき

て
ハ
、
尤
珍
重
（
存
）
ニナ
シ

候
。

惣
別
ハ
、
此
五
文
字
先
達
の
い
ま
し
め
候
ハ
、
一
首
の
首
尾
大
事
な
る
故
の
儀
に

て
候
。
あ
な
か
ち
（
に
）
あ
し
き
と
申
に
て
、
い
ま
し
め
た
る
義
に
て
ハ
あ
ら
す

候
。
か
や
う
の
御
詠
の
御
建
立
に
お
ゐき

て
ハ
、
か
へ
り
て
御
て
か
ら
と
存
斗
ニ
候
。

 

前
ナ

シ

大
納
言
実
澄　
　
　

「
山
時
雨
」
以
下
十
五
の
題
詠
の
後
に
、
氏
康
宛
て
の
実
澄
の
文
章
が
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
、
和
歌
を
学
ぶ
家
に
生
ま
れ
た
私
で
も
ま
だ
ま
だ
な
の
に
、
戦
い
と
国

の
統
治
に
明
け
暮
れ
時
間
の
な
い
筈
の
貴
方
が
い
つ
の
間
に
こ
こ
ま
で
上
達
し
た
の

か
、
き
っ
と
天
賦
の
才
だ
、
羨
ま
し
い
と
褒
め
称
え
る
。
浅
田
徹
氏
に
ご
教
示
い
た
だ

い
た
が
、
こ
こ
の
「
勿
論
と
申
な
か
ら
、
愚
老
な
と
ハ
」
の
く
だ
り
が
一
人
本
で
は
丸
々

抜
け
て
意
味
が
通
ら
な
い
。
管
見
に
入
っ
た
一
人
本
で
は
全
て
こ
の
部
分
が
欠
落
し
て

い
た
の
で
、
三
人
本
の
方
が
古
体
と
推
測
さ
れ
る
。
続
く
部
分
に
は
、
こ
の
よ
う
な
素

晴
ら
し
い
和
歌
に
評
価
な
ど
付
け
難
く
こ
の
ま
ま
返
し
た
い
が
、
評
価
せ
よ
と
氏
康
か

ら
の
厳
命
で
あ
る
、
と
「
安
栖
軒
」
が
し
き
り
に
言
う
の
で
、
別
紙
に
示
す
、
と
い
う
。

こ
こ
ま
で
が
書
簡
の
部
分
だ
っ
た
と
見
え
る
。

そ
の
次
か
ら
が
元
は
「
別
紙
」
に
あ
っ
た
、
和
歌
の
評
価
の
内
容
に
相
当
す
る
。
最

初
に
、
特
に
素
晴
ら
し
い
和
歌
の
十
一
の
詠
題
が
示
さ
れ
、
氏
康
の
和
歌
に
墨
を
付
け

て
評
価
を
す
る
の
は
憚
ら
れ
る
の
で
題
を
書
き
抜
い
た
、
と
説
明
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が

一
人
本
で
は
、
和
歌
の
右
上
に
合
点
が
付
い
た
も
の
が
、
こ
こ
で
底
本
と
し
た
本
以
外

に
も
い
く
つ
か
あ
る
。
本
来
無
か
っ
た
も
の
が
転
写
の
際
に
書
き
足
さ
れ
た
と
み
え
、

こ
こ
か
ら
も
一
人
本
の
方
が
後
の
形
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
て
、
そ
れ
か
ら
十
一
首
の
良

い
点
の
解
説
が
あ
り
、
そ
の
後
に
今
度
は
、
厳
命
が
あ
る
し
、
褒
め
て
ば
か
り
で
は
お

世
辞
と
思
わ
れ
る
の
で
無
理
に
難
点
を
挙
げ
る
、
と
僅
か
に
指
導
が
付
く
。
そ
し
て
最

後
に
「
閑
居
」
の
和
歌
に
つ
い
て
、
詠
み
方
が
難
し
い
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
か
え
っ

て
成
功
し
て
い
る
、
と
褒
め
て
結
ぶ
。

関
東
下
向
中
の
公
家
に
と
っ
て
戦
国
大
名
は
い
わ
ば
パ
ト
ロ
ン
的
な
存
在
で
あ
っ
た

た
め
、
立
場
上
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
井
上
宗
雄
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
）
17
（

、
全
体
的

に
氏
康
の
才
能
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
示
す
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

二
、『
詠
十
五
首
和
歌
』
成
立
年
代
と
背
景

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
作
品
の
成
立
年
代
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
井
上
宗

雄
氏
は
、「
氏
康
に
請
わ
れ
て
実
澄
が
出
題
し
、
更
に
合
点
し
、
そ
れ
に
実
澄
・
氏
真

（
そ
の
室
は
氏
康
女
）
が
和
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
恐
ら
く
氏
真
が
駿
府
を
退
去

す
る
永
禄
十
一
年
十
二
月
以
前
の
も
の
で
あ
ろ
う
）
18
（

」、「
実
澄
が
駿
府
に
滞
在
し
た
天
文

廿
一
年
〜
永
禄
十
一
年
の
間
の
も
の
で
は
あ
ろ
う
）
19
（

」
と
推
測
し
て
い
る
。
今
川
家
が
同

盟
中
だ
っ
た
武
田
家
に
急
襲
さ
れ
、
氏
真
が
駿
河
か
ら
退
去
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

永
禄
十
一
年
ま
で
の
成
立
と
み
る
説
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
駿
甲
相
三
国
が
同
盟
中
で
、

駿
河
の
氏
真
の
も
と
に
実
澄
が
滞
在
中
の
時
に
、
相
模
の
氏
康
と
や
り
と
り
を
し
て
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『
詠
十
五
首
和
歌
』
が
生
ま
れ
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
一
方
小
川
剛
生
氏
は
、「
永
禄

十
一
年
十
二
月
か
ら
氏
康
没
の
元
亀
二
年
の
間
と
見
ら
れ
る
」
と
、
氏
真
が
駿
河
を
出

て
か
ら
氏
康
の
没
年
ま
で
の
成
立
と
推
測
し
て
い
る
）
20
（

。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
氏
康
と
氏
真
の
関
係
と
、
実
澄
の
下
向
を
次
の
年
表
に
整
理

し
た
）
21
（

。

・
天
文
二
十
一

　
　

三
月
に
実
澄
が
関
東
下
向
（
三
度
目
か
）
開
始

・
同
二
十
三

　
　

後
北
条
氏
が
今
川
領
駿
河
へ
出
兵

　
　

駿
甲
相
三
国
同
盟
が
成
立

・
永
禄
元

　
　

八
月
に
実
澄
が
京
へ
戻
る

・
同
二

　
　

五
月
に
実
澄
が
関
東
下
向
（
四
度
目
か
）
開
始

　
　

氏
康
が
隠
居
、
子
息
氏
政
に
家
督
を
譲
る

・
同
三

　
　

桶
狭
間
の
合
戦
で
義
元
が
敗
死

　
　

後
北
条
氏
の
河
越
城
籠
城
を
今
川
氏
が
援
助
開
始

・
同
十
一

　
　

武
田
氏
が
今
川
領
を
急
襲―

駿
甲
相
三
国
同
盟
が
崩
壊

・
同
十
二

　
　

六
月
に
実
澄
が
京
へ
戻
る

　

永
禄
十
一
年
、
氏
真
の
領
国
駿
河
を
武
田
信
玄
が
急
襲
し
同
盟
は
崩
壊
、
氏
真
を
保

護
し
た
後
北
条
氏
と
武
田
氏
の
間
で
争
い
が
始
ま
る
。
実
澄
は
戦
い
の
渦
中
と
な
っ
た

駿
河
を
離
れ
信
玄
の
も
と
へ
移
る
が
、
伊
藤
敬
氏
が
「
（
永
禄
十
二
年
に
信
玄
が
実
澄

に
戦
勝
祈
願
の
願
文
と
和
歌
十
首
を
奉
献
さ
せ
）
そ
の
願
文
に
「
爰
に
駿
府
の
先
主
政

乱
れ
て
黎
民
怨
み
負
く
、
叔
父
信
公
此
痛
て
諫
言
を
費
せ
と
も
敢
て
信
せ
す
、
義
兵
を

覲
せ
と
も
驚
か
す
、
遂
に
以
て
国
を
失
へ
り
」
の
語
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
）
22
（

、

実
澄
は
そ
こ
で
今
川
家
退
治
の
た
め
の
願
文
を
書
か
さ
れ
て
い
る
。
長
年
今
川
家
の
庇

護
下
に
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
氏
真
を
非
難
す
る
内
容
で
あ
る
。
命
じ
ら
れ
仕
方
な

く
書
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
決
裂
し
た
状
況
下
で
、
氏
康
・
氏
真
・
実
澄

が
書
状
の
や
り
取
り
を
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
も
実
澄
は
翌
年
京
に
帰
っ
て
い

る
。

　

以
上
か
ら
永
禄
十
一
年
以
前
の
成
立
と
い
う
説
に
従
う
が
、
も
う
少
し
年
代
を
限
定

し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
右
の
年
表
に
も
示
し
た
が
、
天
文
二
十
三
年
の
同
盟
直
前
は
、

後
北
条
氏
と
今
川
氏
は
戦
闘
を
繰
り
返
す
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
た
め
、
可
能
性
は
低

い
。

　

さ
ら
に
、
古
文
書
等
か
ら
後
北
条
氏
と
実
澄
の
交
流
の
記
録
を
見
る
）
23
（

。

・
永
禄
三　
　
　

秋　
　
　
　

『
心
珠
詠
藻
）
24
（

』（
相
玉
長
伝
著
）

　
　

実
澄
が
小
田
原
の
後
北
条
氏
の
も
と
に
滞
在
、
九
月
に
歌
会

・
同
四　
　
　
　

一
月　
　
　

足
利
義
輝
御
内
書
（
今
１
６
３
６
）

足
利
義
輝
が
氏
真
と
松
平
元
康
（
徳
川
家
康
）
の
和
睦
の
斡
旋
に
実
澄
ら
を
動
か

し
、
氏
康
に
も
協
力
を
依
頼

・
同　
　
　
　
　

五
月　
　
　

北
条
氏
康
書
状
写
（
今
１
６
９
３
）

氏
真
と
元
康
の
和
睦
に
つ
い
て
義
輝
の
下
知
を
実
澄
か
ら
知
ら
さ
れ
た
、
と
氏
康

が
元
康
の
家
臣
に
調
停
を
依
頼

・
同
十　
　
　
　

六
月　
　
　

『
紹
巴
富
士
見
道
記
）
25
（

』

駿
河
に
下
向
中
の
里
村
紹
巴
を
、「
相
州
の
大
守
」
か
ら
贈
ら
れ
た
酒
肴
で
実
澄

が
も
て
な
す

・
同　
　
　
　
　

十
月　
　
　

北
条
氏
康
朱
印
状
写
（
北
１
０
４
７
）

　
　

氏
康
が
城
下
の
寺
に
、
実
澄
の
宿
舎
の
用
意
を
命
ず
る

　

永
禄
三
年
、
実
澄
が
後
北
条
氏
の
本
拠
地
・
小
田
原
に
滞
在
し
歌
会
に
参
加
、
翌
四
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戦
国
の
和
歌
か
ら
近
世
の
軍
書
へ

年
に
は
氏
真
と
家
康
の
和
睦
の
斡
旋
に
実
澄
が
動
か
さ
れ
、
氏
康
の
も
と
へ
も
赴
く
。

ま
た
十
年
に
は
里
村
紹
巴
が
駿
河
に
滞
在
中
、
実
澄
に
招
か
れ
た
時
に
、
後
北
条
家
か

ら
実
澄
に
贈
ら
れ
た
酒
と
肴
で
も
て
な
さ
れ
て
い
る
。
同
年
に
氏
康
が
城
下
の
寺
に
実

澄
の
滞
在
の
用
意
を
命
じ
た
記
録
も
あ
る
の
で
、
こ
の
頃
も
小
田
原
滞
在
と
歌
会
が

あ
っ
た
と
思
し
い
。
こ
の
よ
う
に
、
後
北
条
氏
と
実
澄
の
親
密
を
示
す
一
連
の
史
料
は
、

永
禄
三
年
以
降
に
集
中
し
て
い
る
。
勿
論
残
存
し
た
史
料
だ
け
で
判
断
す
る
の
は
危
険

だ
が
、
実
澄
の
四
度
目
の
関
東
下
向
の
時
期
で
、
か
つ
、
形
ば
か
り
で
も
氏
康
が
隠
居

し
た
直
後
、
そ
し
て
三
国
同
盟
の
開
始
か
ら
し
ば
ら
く
経
ち
安
定
し
た
時
期
の
永
禄
三

年
頃
か
ら
十
一
年
ま
で
の
間
に
、『
詠
十
五
首
和
歌
』
が
発
生
し
得
る
状
況
が
あ
っ
た

と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、
次
に
作
品
成
立
の
背
景
に
関
わ
る
要
素
と
し
て
、
和
歌
中
の
地
名
を
取
り
上

げ
て
み
た
い
。
ま
ず
は
箱
根
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

こ
の
作
品
に
は
遠
方
の
歌
枕
も
見
え
る
が
、
後
北
条
氏
・
今
川
氏
の
領
国
内
の
地
名

が
目
立
つ
特
徴
が
あ
る
。
氏
康
の
領
国
内
で
は
箱
根
、
足
柄
、
こ
ゆ
る
ぎ
の
磯
が
詠
ま

れ
て
い
る
が
、
こ
の
内
箱
根
は
特
に
意
味
の
あ
る
地
名
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
③

「
初
雪
」
題
の
氏
康
の
和
歌
に
つ
い
て
井
上
宗
雄
氏
が
「
平
明
優
美
な
が
ら
も
、
小
田

原
よ
り
の
嘱
目
詠
と
思
わ
れ
、
興
味
深
い
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
々
居
城
か
ら
眺

め
や
る
非
常
に
身
近
な
土
地
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
）
26
（

。

さ
ら
に
『
詠
十
五
首
和
歌
』
の
場
合
で
は
、
そ
の
箱
根
の
山
の
向
こ
う
の
今
川
領
駿

河
に
、
氏
真
と
実
澄
が
い
た
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
①
「
山
時
雨
」
題

で
氏
康
は
、
夜
の
嵐
は
時
雨
を
よ
そ
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
、
箱
根
の
山

を
雨
が
め
ぐ
っ
て
い
る
、
と
詠
む
。
こ
の
「
め
ぐ
る
」
に
は
、
箱
根
の
山
の
こ
ち
ら
相

模
も
そ
ち
ら
駿
河
も
等
し
く
雨
が
降
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
合
い
が
感
じ
ら
れ
、
離

れ
て
い
な
が
ら
同
じ
山
の
風
景
を
見
て
い
る
一
体
感
が
あ
る
。
こ
れ
に
応
じ
実
澄
は
、

箱
根
の
山
に
浮
雲
が
迷
っ
て
い
る
、
相
模
の
足
柄
の
里
も
い
ま
時
雨
て
い
る
の
だ
ろ

う
、
と
、
逆
に
駿
河
側
か
ら
相
模
側
へ
思
い
を
馳
せ
る
和
歌
を
詠
ん
だ
と
見
え
る
。
さ

ら
に
氏
真
も
、
浮
雲
は
時
雨
を
伴
っ
て
い
る
ら
し
い
、
高
嶺
か
ら
吹
き
下
ろ
す
風
も
、

箱
根
の
山
を
ひ
と
め
ぐ
り
し
て
い
く
、
と
、
前
の
二
人
の
言
葉
を
使
っ
て
、
同
じ
風
景

の
歌
を
添
え
た
の
で
は
な
い
か
。
三
人
で
一
つ
の
世
界
を
詠
む
こ
の
冒
頭
に
は
、
無
味

乾
燥
な
単
な
る
添
削
の
や
り
取
り
を
脱
し
た
風
情
が
あ
る
。
隣
り
合
う
同
盟
国
同
士

と
、
そ
こ
に
滞
在
す
る
者
の
親
し
み
が
、
慣
れ
親
し
ん
だ
共
通
の
景
色
の
表
現
か
ら
透

け
て
見
え
る
よ
う
で
あ
る
）
27
（

。
こ
こ
か
ら
も
、『
詠
十
五
首
和
歌
』
は
同
盟
期
に
、
ま
ず

三
人
本
の
形
で
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
澄
が
評
価
を
付
け
た
後
に
氏

真
も
挨
拶
代
わ
り
に
和
歌
を
添
え
、
そ
れ
か
ら
氏
康
に
送
り
返
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
）
28
（

。

　

次
に
「
佐
野
の
舟
橋
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
⑤
「
深
雪
」
題
で
実
澄
は
、
上
野
の

佐
野
の
舟
橋
に
雪
が
降
っ
た
、
そ
の
道
を
行
き
来
す
る
人
々
の
足
跡
も
絶
え
て
し
ま
っ

た
だ
ろ
う
、
と
詠
む
。
佐
野
は
群
馬
県
高
崎
市
上
佐
野
・
下
佐
野
の
地
で
、『
万
葉
集
』

巻
第
十
四
に
「
上
か
み
つ
け
の野

佐
野
の
船ふ
な
は
し橋

取
り
放
し
親
は
離さ

く
れ
ど
我わ

は
離さ
か

る
が
へ
」
と
歌
わ

れ
、
古
く
か
ら
の
歌
枕
で
あ
っ
た
）
29
（

。
謡
曲
『
鉢
木
』
や
『
舟
橋
』（
古
名
『
佐
野
舟
橋
』
）

の
舞
台
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
実
澄
の
歌
は
、
佐
野
の
渡
り
に
着
い
た
が
雪
が
降
っ
て

き
た
の
で
宿
を
借
り
よ
う
、
と
い
う
『
鉢
木
』
の
冒
頭
を
踏
ま
え
る
か
。

舟
橋
と
は
、
多
く
の
舟
を
並
べ
固
定
し
て
作
る
橋
で
あ
る
。
齋
藤
慎
一
氏
は
中
世
の

河
の
水
量
に
よ
る
交
通
の
変
化
を
示
し
、
当
時
の
基
本
的
な
渡
河
の
手
段
が
舟
橋
と
渡

し
船
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、「
冬
場
に
は
河
川
の
水
量
が
低
下
す
る
こ
と
が
認
識

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
を
選
ん
で
軍
事
行
動
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
」、「
時
期
的
に
洪
水
の
心
配
が
無
く
な
る
こ
と
か
ら
、
冬
場
の
関

東
平
野
は
陸
上
交
通
が
活
発
化
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て

い
る
）
30
（

。
実
澄
の
和
歌
は
こ
の
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
国
同
盟
は
越
後
の
上
杉
家
と
戦
い
、
北
関
東
が
そ
の
合
戦
の
舞
台
と
な
っ
て
い

た
。
上
杉
勢
は
山
を
越
え
南
下
し
、
三
国
同
盟
は
利
根
川
な
ど
の
河
を
渡
り
北
上
し
、

上
野
・
下
野
辺
り
で
頻
繁
に
衝
突
し
た
こ
と
が
史
料
か
ら
窺
え
る
。
佐
野
の
舟
橋
周
辺

も
戦
地
と
な
っ
た
。
当
時
の
史
料
か
ら
渡
河
に
関
わ
る
話
題
を
抜
き
出
し
て
み
る
）
31
（

。
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・
永
禄
三　
　
　

十
月　

北
条
氏
康
書
状
（
北
６
４
７
）

　
　

上
野
国
館
林
の
下
に
舟
橋
を
か
け
る
材
料
を
集
め
よ
と
命
ず
る
も
の

・
同
五　
　
　
　

九
月　

武
田
晴
信
（
信
玄
）
書
状
写
（
今
１
８
６
５
）

来
月
に
は
今
川
・
北
条
と
連
合
し
て
利
根
川
を
越
し
、
東
上
野
の
上
杉
勢
と
決
着

を
つ
け
る
、
と
味
方
に
告
げ
る
も
の

・
同
六　
　
　
　

四
月　

武
田
信
玄
書
状
（
武
８
２
０
）

文
章
の
欠
落
で
不
明
瞭
だ
が
、
氏
康
と
の
連
携
や
、
利
根
川
渡
河
・
犀
川
渡
河
に

関
わ
る
も
の

・
同
七　
　
　
　

正
月　

武
田
信
玄
書
状
写
（
武
８
５
７
）

　
　

近
い
内
に
利
根
川
を
越
し
廐
橋
へ
向
か
う
と
味
方
に
告
げ
る
も
の

・
同　
　
　
　
　

八
月　

小
田
氏
治
書
状
（
今
２
０
０
３
）

　

洪
水
の
た
め
氏
康
が
渡
河
（
利
根
川
か
荒
川
）
で
き
な
か
っ
た
が
、
水
が
落
ち
着

い
て
き
た
の
で
進
陣
す
る
だ
ろ
う
こ
と
、
今
川
・
武
田
と
の
連
携
の
こ
と
、
信
玄

が
西
上
野
へ
行
く
こ
と
を
味
方
に
報
せ
た
も
の

・
同
？　
　
　
　

九
月　

北
条
綱
成
書
状
写
（
今
２
０
０
９
）

北
条
・
今
川
・
武
田
が
相
談
し
て
出
兵
す
る
つ
も
り
が
、
予
想
外
の
洪
水
で
延
期

に
な
っ
た
こ
と
、
十
月
中
旬
に
な
れ
ば
利
根
川
に
浅
瀬
が
で
き
る
の
で
必
ず
一
緒

に
渡
河
す
る
こ
と
を
味
方
に
伝
え
る
も
の

・
同
十　
　
　
　

十
月　

上
杉
輝
虎
（
謙
信
）
書
状
写
（
『
群
馬
県
史
）
32
（

』
２
４
０
４
）

氏
政
父
子
が
上
野
国
赤
岩
へ
舟
橋
を
か
け
利
根
川
を
越
え
着
陣
、
後
に
舟
橋
を
切

り
落
と
し
て
撤
退
し
た
と
伝
え
る
も
の

　

右
か
ら
は
、
永
禄
年
間
、
同
盟
に
と
っ
て
、
河
を
渡
れ
る
か
否
か
が
交
通
の
重
要
な

問
題
で
、
合
戦
の
タ
イ
ミ
ン
グ
も
こ
れ
に
左
右
さ
れ
た
こ
と
、
舟
橋
が
戦
略
と
し
て
、

特
に
冬
季
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
実
澄
の
歌
は

単
に
歌
枕
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
戦
国
時
代
の
交
通
の
実
感
が
こ
も
っ
た
も
の
と

み
え
る
。
す
る
と
『
詠
十
五
首
和
歌
』
に
こ
の
和
歌
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
北
関
東
が

戦
場
と
な
り
舟
橋
の
問
題
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
、
や
は
り
永
禄
年
間
の
成
立
の
可

能
性
を
示
唆
し
よ
う
。
さ
ら
に
、
詠
題
や
和
歌
の
風
情
か
ら
見
て
、
実
澄
に
よ
る
出
題

と
氏
康
以
下
の
作
歌
は
、
冬
季
に
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

三
、『
詠
十
五
首
和
歌
』
と
軍
書
の
近
接

　

そ
れ
で
は
、『
詠
十
五
首
和
歌
』
と
軍
書
の
関
わ
り
を
考
え
た
い
。
軍
書
と
一
緒
に

享
受
さ
れ
た
環
境
下
で
、
こ
の
書
物
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
先
述
し
た
『
北
条
五
代
記
』
巻
六―

四
「
北
条
氏
康
和
歌
の
事
」
の
記
述
に

注
目
す
る
。
そ
こ
に
は
「
氏
康
は
文
武
の
達
人
、
弓
矢
を
取
て
関
八
州
に
威
を
ふ
る
ひ
、

東
西
南
北
に
敵
有
て
た
ゝ
か
ひ
、
昼
夜
い
く
さ
評
定
や
ん
こ
と
な
く
、
寸
暇
を
え
給
ハ

ず
。
さ
れ
共
す
き
の
道
に
や
、
其
内
に
も
和
哥
を
こ
の
ま
し
め
給
ひ
た
り
。
或
時
ハ
和

漢
の
才
人
を
集
め
、
或
時
ハ
哥
の
会
あ
り
。
氏
康
百
首
の
自
詠
を
京
都
へ
上
せ
ら
れ
逍

遙
院
殿
合
点
を
度
々
取
給
ひ
ぬ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
詠
十
五
首
和
歌
』
中
の
実
澄
の

書
簡
部
分
、「
（
氏
康
は
）
旦
暮
干
戈
の
闘
争
を
眼
に
か
け
ら
れ
、
国
家
の
撫
育
を
心
に

こ
め
な
か
ら
、
い
つ
の
御
い
と
ま
に
て
か
（
和
歌
が
上
達
し
た
の
か
）
」
と
い
う
表
現

と
共
通
性
が
あ
る
。
ま
た
「
逍
遙
院
殿
」、
実
澄
祖
父
の
実
隆
か
ら
、
氏
康
が
和
歌
の

指
導
を
受
け
た
こ
と
も
『
北
条
五
代
記
』
に
は
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
北
条
記
』

巻
四―

九
「
氏
康
薨
逝
之
事
」
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。
実
澄
か
ら
氏
康
が
和
歌
の

指
導
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
『
詠
十
五
首
和
歌
』
は
、
軍
書
が
語
る
氏
康
の
作
歌
の
、

ま
さ
し
き
実
例
た
る
存
在
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
「
安
栖
軒
）
33
（

」
と
い
う
人
名
に
つ
い
て
見
た
い
。『
太
閤
記
』
巻
十
二
の
、
秀
吉

に
よ
る
小
田
原
攻
め
関
連
の
話
題
に
は
、「
安
清
軒
」
と
い
う
名
前
が
集
中
し
て
登
場

し
て
い
る
。
秀
吉
に
内
通
し
た
味
方
が
仮
病
で
来
な
い
た
め
、「
今
度
は
医
師
安
清
を

相
添
」
て
後
北
条
氏
が
使
者
を
送
っ
た
と
い
う
話
題
、
氏
政
・
氏
照
兄
弟
が
切
腹
す
る

ま
で
の
間
「
医
師
安
清
軒
が
宅
に
移
り
」
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
と
い
う
話
題
と
、
そ
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戦
国
の
和
歌
か
ら
近
世
の
軍
書
へ

の
ま
ま
「
安
清
軒
が
宅
」
で
最
期
を
迎
え
た
と
い
う
話
題
で
あ
る
。
後
北
条
氏
の
敗

北
を
示
す
第
四
代
氏
政
（
当
主
の
第
五
代
氏
直
の
父
）
の
死
に
関
連
し
て
、「
安
清
軒
」

は
記
憶
に
残
る
後
北
条
方
の
名
前
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
「
安
清
軒
」
と
同
一
の
人
物

と
し
て
、『
詠
十
五
首
和
歌
』
の
「
安
栖
軒
」
は
捉
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
舟
橋
の
話
題
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
。
軍
書
中
、
特
に
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
は
、

三
国
同
盟
と
上
杉
家
が
北
関
東
で
合
戦
を
繰
り
広
げ
た
様
子
が
詳
し
い
。
品
第
卅
二

「
信
玄
氏
康
松
山
城
攻
事
付

竹
た
は
鉄
炮
之
事
并

輝
虎
後
詰
山
根
城
攻
落
事
」
に
は
、「
（
謙

信
が
報
復
の
た
め
氏
康
の
「
山
の
根
の
要
害
」
の
襲
撃
を
計
画
し
）
謙
信
刀
弥
川
（
利

根
川
）
二
本
木
の
渡
に
舟
橋
を
か
け
さ
せ
、
武
田
・
北
条
両
家
へ
使
を
た
て
（
氏
康
の

要
害
を
攻
め
る
の
で
両
家
で
妨
害
し
て
み
ろ
と
伝
え
）
二
本
木
を
う
ち
渡
り
、
舟
橋
の

綱
を
き
ら
せ
て
、
氏
康
・
信
玄
の
御
陣
と
り
の
向
ひ
を
と
を
り
、
山
の
祢
へ
押
よ
せ
」

た
と
い
う
、
舟
橋
で
道
を
作
り
、
ま
た
そ
れ
を
壊
し
て
道
を
無
く
す
と
い
う
戦
略
が
描

か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
舟
橋
の
役
割
を
熟
知
し
て
い
れ
ば
、
実
澄
の
佐
野
の
舟
橋
の
和

歌
か
ら
、
こ
の
時
期
の
合
戦
に
ま
で
思
い
を
至
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
筈
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
詠
十
五
首
和
歌
』
に
は
軍
書
の
話
題
と
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
。

軍
書
に
描
か
れ
る
氏
康
の
、
実
際
の
生
活
の
片
鱗
を
示
す
存
在
と
し
て
、
こ
の
作
品
は

理
解
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。

四
、『
詠
十
五
首
和
歌
』
か
ら
軍
書
へ

　

最
後
に
、
⑭
「
閑
居
」
題
の
氏
康
和
歌
の
、
軍
書
へ
の
流
入
を
考
え
た
い
。
実
は
『
詠

十
五
首
和
歌
』
中
で
最
も
評
価
が
高
い
の
は
⑦
「
待
恋
」
と
⑮
「
祝
」
の
二
首
だ
が
、「
閑

居
」
の
和
歌
が
最
後
に
褒
め
ら
れ
て
お
り
目
立
つ
こ
と
と
、
難
し
い
「
中
々
」
の
詞
を

巧
く
詠
ん
だ
と
記
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら
が
氏
康
の
傑
作
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し

た
ら
し
い
。

こ
の
和
歌
は
ま
ず
、
近
世
前
期
か
ら
写
本
で
流
布
し
た
和
歌
集
、『
集
外
歌
仙
）
34
（

』
に

採
ら
れ
広
が
っ
た
と
見
え
る
。
こ
の
作
品
に
は
武
家
の
歌
が
か
な
り
所
収
さ
れ
て
い
る

が
、
宗
長
、
紹
巴
な
ど
の
錚
々
た
る
面
々
の
詠
と
並
べ
て
選
ば
れ
て
い
る
点
で
重
要
で

あ
る
。『
集
外
歌
仙
』
は
、
記
憶
さ
れ
る
べ
き
戦
国
の
武
家
歌
人
と
、
そ
の
代
表
的
な

歌
を
提
唱
し
た
存
在
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
て
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
氏
康
の
和
歌
は
、

末
尾
が
「
山
の
下
庵
」
で
あ
る
。
管
見
で
は
、
古
体
と
み
え
る
三
人
本
で
「
山
の
下
庵
」、

一
人
本
で
「
峰
の
下
庵
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、『
集
外
歌
仙
』
は
三
人
本
に
拠
っ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
で
「
閑
居
」
題
の
和
歌
は
、
優
れ
た
武
家
歌
人
・
氏
康
の

代
表
作
と
し
て
抽
出
・
喧
伝
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
松
田
秀
任
著
の
明
暦
二
年
刊
の
軍
書
、『
武
者
物
語
）
35
（

』
に
収
載

さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
で
は
「
古
将
た
ち
の
御
詠
歌
と
て
書
付

た
る
を
見
せ
ら
る
ゝ
其
御
歌
に
曰
」
と
し
て
武
将
七
名
の
和
歌
八
首
を
挙
げ
る
が
、
そ

の
内
北
条
氏
康
・
氏
政
、
武
田
晴
信
（
信
玄
）、
毛
利
元
就
の
四
名
の
和
歌
が
『
集
外

歌
仙
』
と
一
致
す
る
の
で
、
参
照
が
窺
え
る
。
た
だ
し
こ
ち
ら
で
は
、

　
　
　
　

閑
居　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
条
氏
康
公

　
　

中
々
に
清
め
ぬ
庭
は
塵
も
な
し
風
に
ま
か
す
る
峯
の
下
庵

と
、
末
尾
を
「
峯
の
下
庵
」
と
す
る
の
で
、
一
人
本
の
『
詠
十
五
首
和
歌
』
に
も
当
た
っ

た
ら
し
い
。
こ
こ
で
初
め
て
板
本
に
、
そ
し
て
軍
書
に
こ
の
「
閑
居
」
の
和
歌
が
取
り

入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
『
武
者
物
語
』
は
よ
く
読
ま
れ
た
本
で
、
し
か
も
氏
康
の
和
歌
の

腕
前
を
示
す
話
題
も
他
に
収
め
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
他
の
軍
書
の
氏
康
の
和
歌
愛
好

の
話
題
と
も
相
俟
っ
て
、
こ
の
「
閑
居
」
題
の
和
歌
が
、
和
歌
好
み
の
武
将
・
氏
康
の

代
表
作
と
し
て
さ
ら
に
広
ま
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
近
世
後
期
の
書
物
に
ま
で
こ
れ
が

氏
康
の
代
表
作
と
し
て
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、『
武
者
物
語
』
の
功
績
だ
ろ
う
。

大
隅
和
雄
氏
は
「
（
中
世
・
近
世
の
人
々
に
と
っ
て
）
軍
記
物
は
武
士
の
歴
史
を
語

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
士
と
し
て
の
生
き
か
た
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
」、「
『
源
平
盛
衰
記
』
や
『
太
平
記
』
が
、
世
の

中
と
人
事
の
百
般
に
わ
た
る
知
識
を
集
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
し
観
点
を
変
え
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て
こ
れ
ら
の
書
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
誰
し
も
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
、

軍
記
物
が
武
士
の
教
養
の
読
み
物
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
36
（

。
こ
れ
は

古
い
軍
記
作
品
に
つ
い
て
の
論
だ
が
、
近
世
の
新
し
い
軍
書
も
、
武
士
に
必
須
の
知
識

の
集
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
同
様
に
編
ま
れ
、
読
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
37
（

。
積
極
的
に

情
報
を
摂
取
し
、
武
将
の
文
化
的
な
活
動
に
対
し
て
も
目
を
向
け
て
い
た
様
子
が
窺
え

る
。
軍
書
に
お
け
る
歌
の
記
事
の
豊
富
さ
は
、
そ
の
た
め
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
土
壌
も
あ
っ
て
、『
詠
十
五
首
和
歌
』
は
軍
書
と
同
時
に
享
受
さ
れ
、

そ
し
て
収
載
さ
れ
る
和
歌
が
軍
書
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
拡
散
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
作
品
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
軍
書
の
話
題
と
共
通
す
る
要
素

を
多
く
内
包
し
て
い
た
た
め
、
一
層
軍
書
と
の
親
和
力
が
強
か
っ
た
と
言
え
る
。『
詠

十
五
首
和
歌
』
は
戦
国
武
将
氏
康
の
和
歌
の
実
情
を
伝
え
る
存
在
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
軍
書
を
軸
に
知
識
を
求
め
た
近
世
の
読
書
の
観
点
か
ら
も
、
重
要
な
存
在
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、『
詠
十
五
首
和
歌
』
の
三
人
本
・
一
人
本
の
比
較
、
古
文
書
の
記
述
の
整
理

と
歌
中
の
地
名
の
検
討
を
通
し
て
、
こ
れ
が
永
禄
三
年
頃
か
ら
十
一
年
ま
で
の
間
に
成

立
し
た
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
さ
ら
に
内
容
に
つ
い
て
、
軍
書
の
記
述
と
の
共
通
性
、

軍
書
へ
の
流
入
を
分
析
し
、
近
世
の
、
知
識
の
源
と
し
て
の
軍
書
と
関
連
し
た
享
受
に

つ
い
て
考
え
た
。
軍
書
中
の
歌
の
数
々
の
一
つ
一
つ
に
、
興
味
深
い
出
自
が
あ
る
筈
で

あ
る
。
中
世
の
文
化
の
記
録
が
、
近
世
の
軍
書
の
生
成
と
享
受
に
ど
う
繋
が
っ
て
い
っ

た
か
、
今
後
も
検
討
を
続
け
た
い
。

注
（
１
）　

兵
法
書
、
系
図
な
ど
も
含
め
広
く
「
い
く
さ
」
に
関
わ
る
書
物
を
い
う
。

（
２
）　

品
第
四
十
上
に
は
、
北
条
氏
政
・
今
川
氏
真
の
自
作
自
筆
の
短
冊
を
見
た
信
玄
が
、

両
者
の
手
跡
と
和
歌
は
見
事
で
も
、
役
に
立
た
な
い
と
批
判
す
る
逸
話
が
あ
る
。
ま
た
、

大
内
氏
・
今
川
氏
が
武
を
軽
ん
じ
て
芸
能
に
傾
く
様
子
を
批
判
す
る
話
題
も
あ
る
（
品

第
廿
七
・
卅
一
・
卅
三
・
卅
四
）。

（
３
）　

歌
会
や
詠
歌
の
話
題
が
散
見
さ
れ
る
。
品
第
四
に
は
、
花
が
咲
い
た
と
聞
い
て
行

か
な
い
の
は
「
野
」（
無
風
流
）
と
し
て
、
出
陣
前
で
忙
し
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
信
玄

が
誘
い
に
赴
き
和
歌
を
詠
む
逸
話
も
あ
る
。

（
４
）　

た
と
え
ば
『
甲
陽
軍
鑑
』
品
第
二
、
信
玄
弟
典
厩
の
、
子
息
へ
の
九
十
九
ヶ
条
の

異
見
の
中
に
は
「
歌
道
可
嗜
事
」
の
項
目
が
あ
り
、『
北
条
五
代
記
』
巻
一―

一
「
伊

豆
早
雲
平
氏
茂
由
来
之
事
」
中
の
「
早
雲
寺
殿
二
十
一
ヶ
条
」
に
も
、「
哥
道
な
き
人

ハ
無
手
に
賤
き
事
也
。
学
ふ
べ
し
」
と
の
教
え
が
あ
る
。
ま
た
『
北
条
記
』
巻
第
二―

十
九
「
外
郎
之
事
」
に
は
、
後
北
条
氏
第
二
代
氏
綱
の
時
代
に
、
配
下
の
若
侍
た
ち
が

「
武
勇
の
家
に
生
れ
て
は
本
よ
り
本
望
な
れ
ど
も
、
我
ら
生
涯
こ
そ
余
り
な
れ
。
唯
明

暮
合
戦
の
み
に
て
詩
歌
管
絃
に
心
を
寄
す
る
事
も
な
し
。
空
く
愚
蒙
を
不
晴
年
月
を
送

る
事
こ
そ
勿
躰
な
し
」
と
京
都
か
ら
連
歌
の
達
者
を
呼
ん
で
習
い
、
名
所
に
出
か
け
て

和
歌
を
詠
む
話
が
み
え
る
。

　
　
　

以
下
『
甲
陽
軍
鑑
』
は
明
暦
二
年
板
内
閣
文
庫
本
、『
北
条
五
代
記
』
は
寛
永
十
八

年
板
臼
杵
市
立
図
書
館
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）、『
北
条
記
』

は
『
北
条
史
料
集
』（
昭
和
四
十
一
年
三
月
・
人
物
往
来
社
、
内
閣
文
庫
蔵
六
巻
本
の

翻
刻
）
に
拠
り
、
私
に
句
読
点
等
を
施
し
た
。

（
５
）　

た
と
え
ば
『
信
長
記
』
巻
一
之
下
「
義
昭
公
御
帰
洛
事
」
に
は
、
紹
巴
の
詠
み
か

け
に
信
長
が
見
事
に
付
け
た
の
で
、
都
入
り
し
た
彼
を
怖
が
っ
て
い
た
人
々
が
そ
の
風

流
さ
に
安
心
す
る
話
が
あ
る
。
ま
た
『
太
閤
記
』
巻
第
十
「
九
州
御
出
勢
に
付
御
掟
之

条
々
」
に
は
、
秀
吉
が
赤
間
が
関
に
参
陣
の
折
荒
天
と
な
る
が
、
平
家
の
亡
魂
を
思
い

歌
を
詠
む
と
海
上
が
静
ま
る
話
が
あ
る
。

（
６
）　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
氏
康
の
子
息
、
氏
政
の
短
冊
も
ま
た
鑑
賞
・
収
集
の
対
象
で

あ
っ
た
。『
北
条
五
代
記
』
巻
四―

一
「
北
条
氏
政
東
西
南
北
と
戦
の
事
」
に
、
著
者

の
所
持
す
る
氏
政
の
自
筆
自
詠
に
つ
い
て
、「
今
の
能
筆
衆
是
を
披
覧
有
て
、
筆
勢
の

い
つ
く
し
さ
、
た
ぐ
ひ
あ
ら
じ
と
、
皆
人
感
ぜ
り
。
身
ハ
こ
け
の
下
に
埋
て
も
、
も
し

ほ
草
書
を
き
給
へ
る
言
の
葉
ハ
、
後
の
世
ま
で
も
朽
や
ら
ず
。
誠
ニ
、
水
ぐ
き
の
跡
ハ

千
代
も
有
ら
ん
と
ハ
、
是
や
ら
ん
」
と
記
さ
れ
た
こ
と
や
、
同
巻
五―

三
「
下
総
高
野
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戦
国
の
和
歌
か
ら
近
世
の
軍
書
へ

台
合
戦
の
事
」
に
、「
（
氏
康
・
氏
政
は
）
合
戦
毎
に
狂
哥
を
記
し
侍
る
。
皆
是
氏
康
・

氏
政
興
じ
て
読
給
る
に
よ
て
、
皆
人
お
ぼ
え
た
り
」
と
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
先
述
（
注

２
）
の
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
影
響
も
あ
っ
て
、
詠
歌
の
巧
み
さ
と
能
筆
が
知
ら
れ
て
い
た

た
め
と
み
え
る
。

（
７
）　

他
に
、
八
首
の
和
歌
を
載
せ
る
紀
行
文
『
武
蔵
野
紀
行
』
が
知
ら
れ
る
が
、
田
中

義
成
氏
「
北
條
氏
康
の
武
蔵
野
紀
行
の
審
議
に
就
て
」（
「
歴
史
地
理
」
一―

四
、
明
治

三
十
三
年
一
月
）
の
『
東
路
の
つ
と
』
剽
窃
説
に
従
い
こ
れ
は
偽
書
と
見
た
い
。
ま
た
、

最
近
出
現
し
た
『
北
条
氏
康
哥
巻
物
』
が
小
川
剛
生
氏
「
心
珠
詠
藻
の
作
者―

戦
国
大

名
と
在
国
公
家
と
の
は
ざ
ま
に
て
」（
「
文
学
」
十
三―

五
、
平
成
二
十
四
年
九
月
）
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）　

叢
書
類
に
収
録
さ
れ
て
残
存
す
る
も
の
が
多
い
。
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
片
玉
集
』

和
歌
之
中
三
十
一
、
刈
谷
市
中
央
図
書
館
村
上
文
庫
蔵
『
蓬
蘆
雑
鈔
』
第
七
冊
、
内
閣

文
庫
蔵
『
視
聴
草
』
続
五
集
第
七
、
同
『
千
阪
随
筆
』
十
な
ど
。

（
９
）　

な
お
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
で
は
後
述
す
る
浅
田
徹
氏
蔵
本
と
異
な
り
、
実

澄
、
氏
康
、
氏
真
の
順
で
和
歌
が
載
る
箇
所
が
あ
る
（
④
「
名
所
雪
」・
⑥
「
初
恋
」・

⑧
「
契
恋
」・
⑩
「
獣
」・
⑫
「
旅
」・
⑭
「
閑
居
」
）。

（
10
）　

関
東
下
向
は
天
文
十
五
年
五
月
七
日
〜
九
月
末
、
同
十
六
年
秋
（
閏
七
月
末
頃
）

〜
年
内
中
、
同
二
十
一
年
三
月
十
九
日
〜
永
禄
元
年
八
月
、
永
禄
二
年
五
月
〜
永
禄

十
二
年
六
月
。「
実
澄
」
を
名
乗
っ
て
い
た
期
間
（
天
文
十
三
年
六
月
二
日
〜
天
正
二

年
十
二
月
二
十
四
日
）
に
収
ま
る
。
伊
藤
敬
氏
「
三
光
院
実
枝
評
伝　

付
家
集
解
題
」

（
「
国
語
国
文
研
究
（
北
海
道
大
学
）
」
三
十
九
、
昭
和
四
十
三
年
二
月
）
参
照
。

（
11
）　

駿
河
（
今
川
）・
甲
斐
（
武
田
）・
相
模
（
後
北
条
）
の
三
国
が
同
盟
、
天
文
二
十
一

年
に
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
武
田
太
郎
義
信
（
信
玄
子
息
）
と
今
川
義
元
女
の
婚
姻
に

加
え
、
北
条
氏
政
（
氏
康
子
息
）
と
黄
梅
院
殿
（
信
玄
女
）、
今
川
氏
真
（
義
元
子
息
）

と
早
川
殿
（
氏
康
女
）
の
婚
姻
が
行
わ
れ
た
。
実
澄
は
今
川
家
に
主
に
滞
在
し
、
同
盟

し
た
他
の
二
国
に
も
出
入
り
し
て
い
た
。

（
12
）　

前
出
（
10
）。

（
13
）　

『
蓬
蘆
雑
鈔
』（
請
求
記
号
Ｗ
６
２
０
３
）
第
七
冊
に
所
収
の
も
の
。
国
文
学
研
究

資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
。『
碧
冲
洞
叢
書
』
第
十
巻
（
平
成
八
年
二
月
復

刻
初
版
・
臨
川
書
店
）
に
よ
る
翻
刻
も
参
照
し
た
。

（
14
）　

大
本
一
冊
、
実
隆
・
基
綱
の
百
首
歌
等
と
の
合
本
。
表
紙
は
鶯
色
を
帯
び
た
明
る

い
黄
土
色
地
に
七
宝
繋
ぎ
に
花
菱
文
。
外
題
は
題
箋
（
左
肩
）
が
か
す
れ
て
い
る
た
め

不
詳
。
１
２
行
。
阿
波
国
文
庫
の
印
記
（
朱
）
あ
り
。

（
15
）　

な
お
、
漢
字
・
か
な
・
カ
ナ
の
違
い
に
つ
い
て
は
読
み
方
に
幅
の
あ
る
箇
所
の
み

校
異
を
付
け
他
は
省
略
、
文
章
部
分
は
適
宜
句
読
点
等
を
付
け
改
行
し
、
同
筆
で
補
入

や
見
せ
消
ち
の
あ
る
場
合
は
校
正
後
の
表
記
に
従
う
。

（
16
）　

管
見
に
入
っ
た
中
で
刈
谷
市
中
央
図
書
館
所
蔵
村
上
文
庫
本
の
み
こ
こ
の
氏
康
和

歌
の
末
尾
を
「
雪
の
あ
け
ほ
の
」
と
す
る
の
で
、
こ
の
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
17
）　

『
中
世
歌
壇
史
の
研
究　

室
町
後
期
』（
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
・
明
治
書
院
）
参
照
。

（
18
）　

前
出
（
17
）。

（
19
）　

井
上
宗
雄
氏
・
松
野
陽
一
氏
「
今
川
氏
真
全
歌
集
」（
『
今
川
氏
と
観
泉
寺
』（
昭
和

四
十
九
年
十
一
月
・
吉
川
弘
文
館
）
）。

（
20
）　

前
出
（
７
）。

（
21
）　

本
稿
の
年
表
作
成
に
は
下
山
治
久
氏
『
後
北
条
氏
家
臣
団
人
名
辞
典
』（
平
成
十
八

年
九
月
・
東
京
堂
出
版
）、『
戦
国
時
代
年
表
後
北
条
氏
編
』（
平
成
二
十
二
年
七
月
・

東
京
堂
出
版
）、『
戦
国
遺
文
』
を
参
照
し
た
。

（
22
）　

前
出
（
10
）。

（
23
）　

以
下
『
戦
国
遺
文
』
後
北
条
氏
編
は
「
北
」、
今
川
氏
編
は
「
今
」、
武
田
氏
編
は
「
武
」

と
表
記
し
史
料
番
号
を
示
す
。
同
様
の
文
書
が
複
数
あ
る
場
合
代
表
を
一
つ
だ
け
挙
げ

る
。

（
24
）　

『
私
家
集
大
成
』
第
七
巻
（
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
・
明
治
書
院
）。

（
25
）　

『
群
書
類
従
』
第
十
八
輯
（
昭
和
五
十
二
年
六
月
訂
正
三
版
・
続
群
書
類
従
完
成
会
）。

（
26
）　

井
上
氏
説
は
前
出
（
17
）
に
よ
る
。
な
お
、
箱
根
の
峻
嶮
な
山
道
の
表
象
と
し
て

⑨
「
山
」
題
・
⑬
「
山
家
」
題
が
設
定
さ
れ
、
氏
康
和
歌
に
も
「
峰
伝
ひ
く
る
」（
⑩
「
獣
」
）、

「
冬
の
山
路
を
」（
⑫
「
旅
」
）、「
峰山

の
下
庵
」（
⑭
「
閑
居
」
）、「
山
ミ

水

つ
の
」（
⑮
「
祝
」
）

な
ど
の
表
現
が
頻
出
し
た
可
能
性
が
あ
る
か
。

（
27
）　

④
「
名
所
雪
」
で
、
同
盟
し
て
い
る
駿
甲
の
間
に
あ
り
、
駿
甲
相
三
国
か
ら
近
く

に
見
え
る
富
士
を
実
澄
が
詠
ん
だ
り
、
氏
真
が
後
北
条
領
の
こ
ゆ
る
ぎ
の
磯
を
詠
ん
だ

り
し
て
い
る
の
も
、
親
し
み
や
敬
意
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
28
）　

三
人
本
が
先
に
成
立
し
、
そ
こ
か
ら
氏
康
の
詠
歌
と
そ
れ
に
対
す
る
実
澄
の
批
評

の
み
を
取
り
出
し
て
一
人
本
が
成
立
し
た
と
い
う
説
は
、
柴
田
光
彦
氏
が
『
和
歌
大
辞

典
』（
昭
和
六
十
一
年
三
月
・
明
治
書
院
）
の
解
説
で
す
で
に
出
し
て
い
る
。
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（
29
）　

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
３　

万
葉
集
三
』（
平
成
十
四
年
七
月
・
岩
波
書
店
）
の

表
記
に
拠
っ
た
。

（
30
）　

「
中
世
東
国
に
お
け
る
河
川
水
量
と
渡
河
」（
「
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
研
究
報
告
」

四
・
平
成
十
一
年
二
月
）。
同
氏
の
『
中
世
を
道
か
ら
読
む
』（
平
成
二
十
二
年
二
月
・

講
談
社
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
31
）　

前
出
（
30
）
に
挙
が
る
史
料
に
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
を
加
え
た
。

（
32
）　

資
料
編
七
中
世
三
（
昭
和
六
十
一
年
三
月
・
群
馬
県
）。

（
33
）　

小
川
剛
生
氏
は
『
心
珠
詠
藻
』
作
者
相
玉
長
伝
＝
後
北
条
方
の
医
師
安
栖
軒
と
の

説
を
提
示
し
て
い
る
（
前
出
（
７
）
）。
従
う
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
「
安
栖
軒
」
の
名

は
代
々
受
け
継
が
れ
た
。
北
条
氏
照
書
状
写
（
北
３
９
０
７
）
に
み
え
る
医
者
と
思

し
き
「
按
心
軒
」
も
安
栖
軒
の
誤
写
か
。
氏
照
の
支
配
地
下
田
村
に
安
栖
軒
が
住
ん
だ

と
い
う
伝
が
あ
り
、
両
者
の
関
係
が
窺
え
る
。

（
34
）　

『
集
外
三
十
六
歌
仙
』
と
も
。
の
ち
寛
政
九
年
に
出
板
さ
れ
る
。「
室
町
時
代
か
ら
江

戸
時
代
初
期
に
至
る
地
下
の
三
十
六
人
の
歌
一
首
ず
つ
を
選
び
、
左
右
に
配
し
た
も

の
」（
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
八
嶌
正
治
氏
解
説
）。
後
水
尾
院
撰
説
と
後
西
院
撰

説
が
あ
る
が
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
４
９　

中
世
和
歌
集
』（
平
成
十
二
年
十
一

月
・
小
学
館
）
の
井
上
宗
雄
氏
解
説
で
は
、
東
福
門
院
（
元
和
六
年
入
内
）
を
慰
め
る

た
め
の
撰
な
ら
ば
、
寛
永
十
四
年
生
ま
れ
の
後
西
院
よ
り
後
水
尾
院
撰
と
見
た
方
が
自

然
か
と
い
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
明
暦
二
年
刊
『
武
者
物
語
』
に
同
様
の
和
歌
が
見
え
、

す
で
に
こ
の
頃
流
布
し
て
い
た
と
思
し
き
こ
と
か
ら
従
う
べ
き
か
。

（
35
）　

武
辺
咄
集
。
本
人
に
よ
る
増
補
板
は
寛
文
九
年
刊
『
武
者
物
語
之
抄
』。
そ
の
話
題

源
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
別
稿
で
述
べ
た
い
。
秀
任
は
小
幡
景
憲
に
師
事
し
武
田
流
兵
法

を
学
ん
だ
た
め
、
そ
の
根
幹
の
書
物
で
あ
る
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
精
通
し
て
い
る
。
そ
の

影
響
も
あ
っ
て
、
氏
康
の
和
歌
に
注
目
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
武
者
物
語
』
の
本
文
は
、

菊
池
真
一
氏
・
西
丸
佳
子
氏
編
『
武
者
物
語
・
武
者
物
語
之
抄
・
新
武
者
物
語　

本
文

と
索
引
』（
平
成
六
年
三
月
・
和
泉
書
院
）
に
拠
っ
た
。

（
36
）　

『
事
典
の
語
る
日
本
の
歴
史
』（
平
成
二
十
年
六
月
・
講
談
社
）
参
照
。
初
出
は
昭

和
六
十
三
年
十
月
・
そ
し
え
て
刊
。

（
37
）　

『
甲
陽
軍
鑑
』
や
そ
の
注
釈
書
類
は
そ
の
代
表
格
で
あ
ろ
う
。
武
田
家
の
軍
記
的
な

内
容
の
他
に
兵
法
、
武
具
、
教
訓
、
訴
訟
の
記
録
、
他
家
の
武
士
の
逸
話
集
な
ど
膨
大

な
情
報
を
有
し
、
武
士
の
典
範
の
書
と
し
て
、
ま
た
兵
法
の
根
幹
の
書
物
と
し
て
も
機

能
し
た
。

　

本
稿
は
平
成
二
十
四
年
度
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
に
お
け
る
発
表
に
基
づ
く
。

　

貴
重
な
資
料
を
使
用
さ
せ
て
頂
い
た
諸
機
関
と
、
資
料
の
使
用
を
お
許
し
頂
い
た
上
、
ご
教

示
を
賜
り
ま
し
た
浅
田
徹
先
生
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


