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國
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院
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學
図
書
館
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蔵
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俵
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太
物
語
』
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田　

敦　

子　
　

  

　
　
は
じ
め
に

　

國
學
院
大
學
図
書
館
に
、『
俵
藤
太
物
語
』（
三
巻
）
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。『
俵
藤
太
物
語
』
の
諸
本
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
の

研
究
成
果（

１
）に

お
い
て
、
古
本
系
と
し
て
、
室
町
時
代
に
制
作
さ
れ
た
金
戒
光
明
寺
蔵
『
俵
藤
太
草
子（

２
）』、

流
布
本
系
と
し
て
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
国
ダ
ブ
リ
ン
市
の
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
（CBL

）
蔵
『
俵
藤
太
物
語（

３
）』・

学
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学

科
研
究
室
蔵
『
俵
藤
太
物
語（

４
）』・

寛
永
頃
刊
絵
入
本
『
俵
藤
太
物
語（

５
）』・

栃
木
県
立
博
物
館
蔵
『
た
は
ら
藤
太
絵
ま
き
物
』
及
び
「
た
は
ら

と
う
た（

６
）」

な
ど
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

７
）。

　

そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』（「
國
大
本
」）
の
全
文
翻
刻
、
挿
絵
の
構
図
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
、

「
國
大
本
」
と
流
布
本
系
本
文
と
の
相
違
、
古
本
系
と
思
量
さ
れ
る
「
國
大
本
」
と
「
金
戒
本
」
と
の
本
文
の
相
違
、「
國
大
本
」
の
巻
末

表
現
に
見
る
古
本
系
『
俵
藤
太
物
語
』
の
文
学
的
趣
向
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
の
検
証
を
通
し
て
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
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物
語
』
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

な
お
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
太
田
敦
子
氏
の
協
力
を
得
た
。

【
書
誌
】

　

全
三
巻
。
絹
本
仕
立
て
。
寸
法
は
、
縦
三
十
三
糎
、
長
さ
、
上
巻
は
一
三
六
四
糎
、
中
巻
は
一
三
八
一
糎
、
下
巻
は
九
九
七
糎
。
挿
絵
は
、

上
巻
に
六
図
、
中
巻
に
六
図
、
下
巻
に
四
図
。
題
簽
は
、
上
巻
（「
た
は
ら
藤
太
物
語　

中
」
と
錯
誤
に
よ
る
貼
付
）、
中
巻
（「
た
は
ら

藤
太
物
語　

上
」
と
錯
誤
に
よ
る
貼
付
）、
下
巻
（「
た
は
ら
藤
太
物
語　

下
」）
と
あ
る
。

　
　

一
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
の
本
文

　

國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
の
本
文
の
特
徴
に
つ
い
て
、「
國
大
本
」
と
流
布
本
系
の
本
文
の
相
違
、「
國
大
本
」
と 

「
金
戒
本
」
の
本
文
と
の
相
違
の
分
析
を
通
し
て
確
認
し
た
い
。

　
（
一
）
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
の
本
文
と
流
布
本
系
本
文
と
の
相
違

　

本
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
と
流
布
本
系
の
本
文
の
相
違
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
、
上
巻
冒
頭
の
本
文
と
下
巻
末

尾
の
本
文
と
を
あ
げ
て
、
確
認
し
た
い
。

　

１
上
巻
冒
頭
の
本
文

　

①
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
上
巻
冒
頭
の
本
文

　
　

 　

そ
れ
人
王
六
十
一
代
の
帝
朱
雀
院
の
御
宇
に
あ
た
り
承
平
二
壬
辰
歳
神
無
月
廿
日
あ
ま
り
の
事
な
る
に
江
州
勢
多
の
橋
に
お
ほ
い
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な
る
大
虵
は
ひ
か
ゝ
り
侍
り
け
れ
は
往
来
の
貴
賤
き
も
魂
を
う
し
な
ひ
た
や
す
く
橋
を
過
る
も
の
な
か
り
け
れ
は
万
民
の
愁
を
な
し

只
橋
の
か
な
た
こ
な
た
に
立
煩
は
う
せ
ん
と
し
て
そ
居
た
り
け
る
こ
ゝ
に
藤
原
秀
郷
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
る
か
此
由
を
聞
て
や
す
か

ら
ぬ
事
な
り
と
て
身
を
や
つ
し
旅
人
の
姿
に
出
立
て
あ
み
笠
と
い
ふ
も
の
を
着
し
つ
ゝ
弓
箭
は
か
り
を
持
只
一
人
橋
の
か
た
へ
来
り

つ
ゝ
此
あ
り
さ
ま
を
見
て
少
も
は
ゝ
か
ら
す
大
虵
の
背
の
上
を
あ
ら
ゝ
か
に
ふ
み
て
し
つ
か
に
そ
通
り
け
る

　
　
（
中
略
）

　
　

 　

か
く
て
其
後
い
つ
く
と
も
し
ら
す
白
髪
な
る
老
翁
一
人
出
来
り
秀
郷
に
む
か
ひ
て
い
わ
く
我
は
是
此
勢
多
の
橋
の
下
に
往
事
す
て

に
二
千
餘
歳
な
り
我
お
ほ
く
の
貴
賤
を
は
か
り
み
る
に
御
邊
ほ
と
か
う
な
る
人
あ
る
ま
し
我
に
と
し
こ
ろ
地
を
あ
ら
そ
ふ
敵
あ
り
て

合
戦
度
々
に
及
と
い
へ
と
も
身
ふ
せ
う
に
し
て
終
に
そ
の
本
意
を
と
け
す
鬼
界
高
麗
或
震
旦
國
ま
て
も
身
を
化
し
て
相
頼
む
へ
き
人

を
尋
け
れ
と
も
汝
の
こ
と
く
な
る
無
双
武
藝
の
武
士
い
ま
た
み
す
ね
か
わ
く
は
我
に
た
の
ま
れ
て
彼
か
た
き
を
伐
て
た
へ
か
し

　

②
流
布
本
系
（
学
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学
科
研
究
室
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』）
上
巻
冒
頭
の
本
文

　
　

 　

朱
雀
院
の
御
時
に
、
田
原
藤
太
秀
郷
と
申
て
、
名
だ
か
き
勇
士
侍
り
。
こ
の
人
は
昔
、
大
織
冠
鎌
足
の
大
臣
の
御
す
ゑ
、
河
辺
の

左
大
臣
魚
名
公
よ
り
五
代
の
孫
、
従
五
位
の
上
村
雄
朝
臣
の
嫡
男
な
り
。
村
雄
朝
臣
、
田
原
の
里
に
住
し
け
り
。
し
か
る
に
秀
郷
、

十
四
歳
の
時
な
り
し
か
ば
、
初
冠
せ
さ
せ
て
、
そ
の
名
を
田
原
藤
太
と
ぞ
呼
ば
れ
け
り
。
若
輩
の
こ
ろ
よ
り
朝
家
に
召
さ
れ
、
宮
仕

へ
し
侍
事
、
と
し
久
し
。

　
　
（
中
略
）

　
　

 　

さ
る
ほ
ど
に
、
秀
郷
辞
退
す
る
に
を
よ
ば
ね
ば
、
ゐ
た
る
所
を
つ
ゐ
立
て
、
門
外
に
出
て
見
て
あ
れ
ば
、
は
た
ち
あ
ま
り
の
女
性
、

た
ゞ
一
人
た
ゝ
ず
み
ゐ
た
り
。（
略
）
か
の
女
房
、
藤
太
が
そ
ば
に
さ
し
寄
り
、
小
声
に
申
や
う
、「
ま
こ
と
に
、
わ
ら
は
を
見
知
り

給
は
ぬ
こ
そ
こ
と
は
り
な
れ
。
我
は
是
世
の
常
の
人
に
あ
ら
ず
。
今
日
し
も
勢
田
の
唐
橋
に
て
、
ま
み
え
申
せ
し
大
蛇
の
変
化
し
た
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る
女
也
」
と
ぞ
申
け
る
。

　
 　

「
國
大
本
」
は
、
上
巻
冒
頭
で
「
藤
原
秀
郷
」
の
物
語
を
志
向
し
、
大
蛇
の
化
身
を
「
老
翁
」
と
す
る
。
一
方
、
流
布
本
系
は
、「
田

原
」
を
本
貫
と
す
る
「
田
原
藤
太
」
の
物
語
と
し
て
始
発
し
、
大
蛇
の
化
身
を
「
女
」
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
化
身
し
た
本
体
を
名
乗

る
こ
と
に
よ
り
、「
翁
語
り
」
の
物
語
、「
龍
神
・
龍
女
」
の
物
語
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

２
下
巻
末
尾
の
本
文

　

①
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
下
巻
末
尾
の
本
文

　
　

 　

か
く
て
副
将
軍
宇
治
民
部
忠
文
は
終
に
勧
賞
蒙
ら
さ
り
け
れ
と
も
九
條
殿
御
詞
を
畏
内
裏
を
罷
出
け
る
か
大
地
も
響
大
山
も
く
つ

る
ゝ
計
の
音
聲
を
以
て
口
惜
事
な
り
同
勅
命
を
蒙
て
同
朝
敵
を
亡
か
し
一
人
は
賞
に
あ
つ
か
り
一
人
は
恩
に
も
る
ゝ
小
野
宮
殿
の
御

は
か
ら
ひ
生
々
世
々
不
可
忘
家
門
を
な
か
く
う
し
な
は
ん
と
訇
り
左
右
の
手
を
に
き
り
給
へ
は
八
の
爪
手
の
中
に
通
り
血
な
か
れ
出

け
れ
は
各
肝
魂
を
け
し
給
ひ
け
る
か
宿
所
に
帰
り
一
夜
か
う
ち
に
白
鬚
と
な
り
て
終
日
食
事
を
と
め
終
に
う
せ
に
き
悪
霊
と
な
り
さ

ま
〳
〵
お
そ
ろ
し
き
事
と
も
多
か
り
け
り
則
神
に
い
わ
ゝ
れ
給
ひ
て
宇
治
に
お
は
し
ま
す
離
宮
明
神
こ
れ
な
り
い
か
な
る
事
に
や
祭

の
日
は
わ
ら
わ
へ
の
お
ほ
く
あ
つ
ま
り
侍
る
と
そ
こ
れ
よ
り
小
野
宮
殿
の
子
孫
絶
は
て
ゝ
九
條
殿
は
一
言
の
情
に
依
て
摂
政
関
白
今

に
た
え
さ
せ
給
は
す

　

②
流
布
本
系
（
学
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学
科
研
究
室
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』）
下
巻
末
尾
の
本
文

　
　

 　

そ
も
〳
〵
俵
藤
太
秀
郷
の
、
将
門
を
う
ち
滅
ぼ
し
、
東
国
に
威
勢
を
ほ
ど
こ
し
給
ふ
事
、
ひ
と
へ
に
竜
神
擁
護
し
給
ふ
な
る
べ
し
。

そ
れ
を
い
か
に
と
申
に
、
竜
神
は
女
人
に
変
化
し
給
ふ
な
れ
ば
、
か
の
小
宰
相
の
御
局
、
又
時
雨
と
申
女
房
、
い
さ
し
ら
雲
の
よ
そ

に
し
て
、
秀
郷
大
切
に
い
と
を
し
み
、
大
事
を
語
り
聞
か
せ
て
、
高
名
を
き
は
め
さ
せ
し
事
、
よ
く
〳
〵
思
へ
ば
、
か
の
女
の
心
に
、

竜
神
入
代
り
給
ふ
か
。
お
ぼ
つ
か
な
し
。
其
う
へ
、
三
井
寺
の
御
本
尊
弥
勒
菩
薩
埵
の
御
め
ぐ
み
ふ
か
き
ゆ
へ
、
子
孫
の
繁
盛
相
続
す
。
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日
本
六
十
余
州
に
、
弓
矢
を
と
つ
て
藤
原
と
名
の
る
家
、
お
そ
ら
く
は
秀
郷
の
後
胤
た
ら
ぬ
は
な
か
る
べ
し
。
い
か
め
し
か
り
し
た

め
し
也
。

　

流
布
本
系
の
下
巻
末
尾
の
本
文
は
、
女
人
の
化
身
で
あ
る
「
竜
神
」
の
再
確
認
、
三
井
寺
の
「
御
め
ぐ
み
」、
さ
ら
に
は
、
弓
箭
を
よ

く
す
る
こ
と
に
よ
り
武
門
を
称
揚
さ
れ
る
俵
藤
太
一
族
の
繫
栄
を
語
り
、
上
巻
の
冒
頭
に
照
応
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、「
國

大
本
」
は
、
将
門
討
伐
に
遅
参
し
、
そ
れ
に
よ
り
恩
賞
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
悪
霊
化
し
た
藤
原
忠
文
が
離
宮
明
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
こ

と
、
小
野
宮
実
頼
一
族
の
没
落
と
、
藤
原
師
輔
一
族
が
繫
栄
し
た
こ
と
を
語
り
、
上
巻
冒
頭
の
本
文
と
照
応
す
る
こ
と
な
く
終
焉
し
て
い

る
。「
國
大
本
」
と
流
布
本
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
「
俵
藤
太
物
語
」
を
志
向
し
て
展
開
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
（
二
） 

國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』（「
國
大
本
」）
の
本
文
と
金
戒
光
明
寺
所
蔵
『
俵
藤
太
草
子
』（「
金
戒
本
」）
の
そ

れ
と
の
相
違
に
つ
い
て
、「
１
校
異
」
と
「
２
錯
簡
」
の
視
点
か
ら
指
摘
し
た
い
。

　

１
校
異  

　

本
項
で
は
、
仮
名
遣
い
、
助
詞
の
有
無
以
外
の
主
な
校
異
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

　

①「
國
大
本
」
上
巻
冒
頭
三
行
目
と
「
金
戒
本
」
上
巻
二
～
三
行
目

　
　

國
大
本　

江
州
勢
多
の
橋
に
お
ほ
い
な
る
大
虵
は
ひ
か
ゝ
り
侍
り

　
　

金
戒
本　

江
州
勢
多
の
橋
に
・
・
・
・
・
大
蛇
は
ひ
か
ゝ
り
侍
り

　

②「
國
大
本
」
上
巻
第
五
図
一
行
目
と
「
金
戒
本
」
上
巻
第
五
図
一
行
目

　
　

國
大
本　

其
後　

巻
絹　

鎧
・
二
領
か
し
ら
ゆ
ひ
た
る
俵
二
つ　

赤
銅

　
　

金
戒
本　

其
後
、
巻
絹
、
鎧
甲
・
・
か
し
ら
結
・
た
る
俵
二
つ
、
赤
銅
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③「
國
大
本
」
中
巻
第
三
図
十
一
行
目
と
「
金
戒
本
」
下
巻
十
二
行
目

　
　

國
大
本　

凶
徒
う
ち
ま
け
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
馬
は
風
飛
の
あ
ゆ
み
を
忘
れ

　
　

金
戒
本　

凶
徒
打
・
ま
け
て
、
手
を
三
ひ
や
う
に
、
ま
と
は
し
、
身
を
四
方
に
の
か
し
馬
は
風
飛
の
歩
・
み
を
忘
れ

　

④
中
巻
冒
頭
に
相
当
す
る
本
文
（
脱
文
）
と
下
巻
第
二
段
一
～
四
行
目

　
　

國
大
本　

脱
文
（
ナ
シ
）

　
　

金
戒
本　

 

程
な
く
、
家
内
に
火
を
か
け
け
れ
ば
、
煙
は
そ
ら
に
立
の
ほ
り
、
春
の
霞
に
た
く
へ
つ
ゝ
、
猛
火
遙
に
燃
あ
か
り
、
さ
も

ゆ
ゝ
し
か
り
つ
る
有
様
、
一
時
の
う
ち
に
、
や
き
は
ら
ひ
広
野
と
な
り
ぬ
る
、
其
跡
を
み
る
者
、
何
も
眼
を
、
お
と
ろ
か

し
け
り

　

こ
れ
ら
の
校
異
、脱
文
の
原
因
が
、「
國
大
本
」
と
「
金
戒
本
」
に
共
通
す
る
祖
本
が
あ
り
、そ
の
書
写
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
か
、

そ
れ
と
も
、「
國
大
本
」
の
制
作
過
程
で
、「
金
戒
本
」
を
使
用
し
た
も
の
の
、
書
写
過
程
で
誤
写
が
生
じ
た
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

２
錯
簡

　

① 「
國
大
本
」
中
巻
冒
頭
に
あ
る
「
凡
秀
郷
の
弓
箭
の
勢
漢
の
韓
信
陳
平
の
御
こ
と
に
も
越
た
り
む
か
し
よ
り
か
た
き
を
ほ
ろ
ほ
し
て

将
軍
を
蒙
る
人
お
ほ
し
と
い
へ
と
も
或
一
代
或
二
代
な
り
此
秀
郷
は
子
息
の
代
に
傳
り
て
鎮
守
府
の
将
軍
か
う
を
蒙
る
異
國
に
は
し

ら
す
我
朝
に
は
か
ゝ
る
た
め
し
な
し
い
は
ん
や
末
代
に
あ
る
へ
し
と
も
お
ほ
え
す
弓
箭
と
る
身
は
た
れ
も
か
く
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け

れ
と
人
々
申
あ
へ
り
け
り
」
の
本
文
が
、「
金
戒
本
」
で
は
、
中
巻
第
二
段
に
位
置
し
て
い
る
。

　

② 「
國
大
本
」
下
巻
冒
頭
に
位
置
す
る
と
思
量
さ
れ
る
本
文
が
、「
金
戒
本
」
下
巻
第
二
段
と
し
て
「
程
な
く
、
家
内
に
火
を
か
け
け
れ

は
煙
は
そ
ら
に
立
の
ほ
り
、
春
の
霞
に
た
く
へ
つ
ゝ
、
猛
火
遥
に
燃
あ
か
り
、
さ
も
ゆ
ゝ
し
か
り
つ
る
有
様
、
一
時
の
う
ち
に
、
や

き
は
ら
ひ
、
広
野
と
な
り
ぬ
る
、
其
跡
を
み
る
者
、
何
も
眼
を
、
お
と
ろ
か
し
け
り
」
と
あ
る
。
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③ 「
國
大
本
」
中
巻
第
四
図
後
に
位
置
す
る
「
大
将
軍
は
下
野
の
押
領
司
藤
原
秀
郷
常
陸
大
掾
貞
盛
な
り
け
る
か
同
二
月
八
日
に
か
さ
ね

て
公
卿
僉
義
あ
り
て
宇
治
民
部
卿
藤
原
忠
文
副
将
軍
の
宣
旨
を
蒙
り
て
舎
弟
刑
部
大
輔
仲
舒
も
と
も
に
下
向
せ
ら
れ
け
る
彼
卿
は
白

河
宰
相
五
代
の
末
参
議
季
良
か
男
な
り
駿
河
国
富
士
の
麓
野
浮
嶋
原
を
前
に
當
て
清
見
関
に
宿
し
て
侍
り
け
る
に
あ
ま
の
い
さ
り
火

を
み
え
て
折
節
こ
ゝ
ろ
す
み
け
る
に
清
原
滋
藤
と
い
ふ
人
を
も
と
も
な
へ
り
け
る
か
滋
藤　

漁
舟
火
影
冷
焼
波
驛
路
鈴
聲
夜
過
山　

と
い
ふ
か
ら
う
た
を
詠
し
た
り
け
る
に
将
軍
な
み
た
を
そ
な
か
し
給
ひ
け
る
」
が
、「
金
戒
本
」
で
は
、
下
巻
第
三
段
に
あ
た
る
。「
國

大
本
」
も
、
当
該
本
文
中
に
あ
る
「
二
月
八
日
」
の
日
付
け
か
ら
、「
金
戒
本
」
と
同
じ
く
、
中
巻
第
四
図
の
前
に
配
さ
れ
る
べ
き
か

と
思
量
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
錯
簡
の
原
因
が
、「
國
大
本
」
の
制
作
過
程
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
も
と
も
と
の
祖
本
が
歴
史
的
時
間
に
基
づ
い
て
い

る
の
で
は
な
く
、
時
に
回
想
的
に
、
時
間
を
遡
及
す
る
表
現
方
法
を
採
用
し
て
い
た
の
か
、
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
の
本
文
の
特
徴
は
、
古
本
系
「
金
戒
本
」
の
摸
本
と
し
て
あ
る
も
の
の
、
錯
簡
個
所
か
ら

新
た
な
時
間
軸
を
志
向
す
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
　

二
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
の
挿
絵
の
構
図

　

國
學
院
大
學
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
俵
藤
太
物
語
』
の
挿
絵
の
構
図
の
特
徴
に
つ
い
て
、
当
該
図
に
相
当
す
る
本
文
を
掲
げ
、

と
く
に
物
語
絵
巻
の
異
時
同
図
法
の
表
現
の
分
析
を
通
し
て
確
認
し
た
い
。

　
（
一
）
上
巻
の
挿
絵
の
構
図

　

図
１
は
、
一
二
四
糎
の
長
大
図
で
、
藤
原
秀
郷
が
勢
多
の
橋
で
大
蛇
の
背
中
を
激
し
く
踏
み
つ
け
悠
然
と
通
り
過
ぎ
た
場
面
で
あ
る
。
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本
文
「
こ
ゝ
に
藤
原
秀
郷
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
る
か
此
由
を
聞
て
や
す
か
ら
ぬ
事
な
り
と
て
身
を
や
つ
し
旅
人
の
姿
に
出
立
て
あ
み
笠
と

い
ふ
も
の
を
着
し
つ
ゝ
弓
箭
は
か
り
を
持
只
一
人
橋
の
か
た
へ
来
り
つ
ゝ
此
あ
り
さ
ま
を
見
て
少
も
は
ゝ
か
ら
す
大
虵
の
背
の
上
を
あ

ら
ゝ
か
に
ふ
み
て
し
つ
か
に
そ
通
り
け
る
」
に
相
当
す
る
。
左
画
面
に
勢
多
の
橋
の
中
央
で
平
然
と
大
蛇
を
踏
み
つ
け
る
秀
郷
、
右
画
面

に
は
、
秀
郷
の
行
動
を
見
物
す
る
者
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
中
央
に
逃
げ
惑
う
男
、
次
に
馬
上
で
弓
矢
を
持
つ
武
士
、
さ
ら
に
市
女
笠

の
姿
の
女
性
、
右
端
に
は
稚
児
が
配
さ
れ
て
い
る
。

　

図
２
は
、
一
〇
九
糎
の
長
大
図
で
、
異
時
同
図
法
を
用
い
て
、
三
場
面
（
①
・
②
・
③
）
が
展
開
し
て
い
る
。
①
は
、
大
蛇
に
化
身
し

て
い
た
老
翁
が
藤
原
秀
郷
に
蜈
蚣
退
治
を
依
頼
す
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
「
か
く
て
其
後
い
つ
く
と
も
し
ら
す
白
髪
な
る
老
翁
一
人
出
来

り
秀
郷
に
む
か
ひ
て
い
わ
く
我
は
是
此
勢
多
の
橋
の
下
に
往
事
す
て
に
二
千
餘
歳
な
り
我
お
ほ
く
の
貴
賤
を
は
か
り
み
る
に
御
邊
ほ
と
か

う
な
る
人
あ
る
ま
し
我
に
と
し
こ
ろ
地
を
あ
ら
そ
ふ
敵
あ
り
て
合
戦
度
々
に
及
と
い
へ
と
も
身
ふ
せ
う
に
し
て
終
に
そ
の
本
意
を
と
け
す

鬼
界
高
麗
或
震
旦
国
ま
て
も
身
を
化
し
て
相
頼
む
へ
き
人
を
尋
け
れ
と
も
汝
の
こ
と
く
な
る
無
双
武
藝
の
武
士
い
ま
た
み
す
ね
か
わ
く
は

我
に
た
の
ま
れ
て
彼
か
た
き
を
伐
て
た
へ
か
し
」
に
相
当
す
る
。
②
は
、
秀
郷
が
老
翁
に
導
か
れ
て
深
山
に
入
る
場
面
で
あ
る
。
本
文 

「
老
翁
立
て
則
秀
郷
に
ち
か
つ
き
相
つ
れ
て
行
け
る
に
誠
に
鳥
も
か
け
り
か
た
き
深
山
な
れ
は
ま
し
て
人
跡
絶
万
仭
の
峯
に
の
ほ
り
千
尋

の
ふ
か
き
谷
に
下
り
行
ほ
と
に
碧
石
そ
は
た
ち
け
る
」
に
相
当
す
る
。
③
は
、
秀
郷
が
渚
に
立
っ
て
、
蜈
蚣
を
討
た
ん
と
弓
矢
を
番
え
た

場
面
で
あ
る
。
本
文
「
渚
に
た
ち
て
侍
け
る
か
雲
海
泥
々
と
し
て
泪
天
に
日
暮
煙
波
漫
々
と
し
て
ま
こ
と
に
心
ほ
そ
し
と
も
云
は
か
り
な

し
然
れ
と
も
弓
箭
を
こ
ゝ
ろ
に
頼
つ
ゝ
い
ま
や
〳
〵
と
そ
侍
居
た
り
け
る
」
に
相
当
す
る
。
同
一
場
面
に
秀
郷
が
三
度
登
場
し
て
い
る
様

が
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
右
に
①
、
画
面
中
央
に
②
、
画
面
左
に
③
が
配
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
左
画
面
端
に
蜈
蚣
の
蠢
い
て
い
る
様
が

象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

図
３
は
、
八
九
糎
の
長
大
図
で
、
秀
郷
が
現
れ
た
蜈
蚣
を
討
た
ん
と
弓
を
番
え
た
場
面
で
あ
る
。
本
文
「
去
程
に
漸
夜
も
更
行
夜
半
過
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る
ほ
と
に
も
な
り
し
か
は
雨
風
一
通
り
過
て
比
良
の
高
峯
の
か
た
よ
り
焼
松
二
三
千
ほ
と
二
行
に
燃
せ
る
物
み
え
た
り
す
は
や
こ
れ
そ
と

お
も
ひ
五
人
張
に
せ
き
弦
か
け
て
只
し
め
し
三
年
竹
の
ふ
し
近
な
る
を
十
五
束
三
つ
ふ
せ
に
こ
し
ら
ゑ
鏃
の
中
根
を
筈
も
と
ま
て
う
ち
と

を
し
に
し
た
る
矢
只
三
筋
を
手
は
さ
み
矢
こ
ろ
ち
か
く
な
り
し
か
は
件
の
五
人
は
り
に
十
五
束
三
つ
ふ
せ
う
ち
つ
か
ひ
忘
る
ゝ
ほ
と
に
引

し
ほ
り
」
に
相
当
す
る
。
右
画
面
に
矢
を
つ
が
え
る
秀
郷
、
中
央
画
面
に
秀
郷
に
相
対
峙
す
る
か
の
よ
う
な
蜈
蚣
、
海
中
や
雲
中
に
も
蜈

蚣
ら
し
き
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
。
異
時
同
図
法
に
よ
り
、
蜈
蚣
の
動
い
て
い
る
様
で
あ
ろ
う
か
、
不
明
で
あ
る
。

　

図
４
は
、
長
さ
凡
そ
九
七
糎
の
長
大
図
で
、
秀
郷
が
老
翁
に
蜈
蚣
退
治
の
顛
末
を
語
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
「
偖
其
後
た
ち
よ
り
て
是

を
み
る
に
百
足
の
蜈
に
て
そ
あ
り
け
る
其
時
件
の
老
翁
出
来
り
よ
ろ
こ
ふ
事
中
〳
〵
た
と
へ
て
い
わ
ん
か
た
な
し
秀
郷
を
請
し
さ
ま
〳
〵

も
て
な
し
け
る
事
は
い
ふ
は
か
り
な
し
」
に
相
当
す
る
。
右
画
面
に
蜈
蚣
の
蜈
、
中
央
画
面
に
山
中
で
語
り
合
う
秀
郷
と
老
翁
が
描
か
れ

て
い
る
。
秀
郷
と
老
翁
の
顔
の
描
写
か
ら
、
二
人
の
喜
ぶ
表
情
が
窺
え
る
。

　

図
５
は
、
凡
そ
一
九
四
糎
の
長
大
図
で
、
異
時
同
図
法
を
用
い
て
、
二
画
面
（
①
・
②
）
が
展
開
し
て
い
る
。
①
は
、
本
文
「
瑠
璃
の

沙
た
ま
の
い
し
た
ゝ
み
あ
た
ゝ
か
に
し
て
お
の
つ
か
ら
ふ
ん
〳
〵
た
り
朱
樓
紫
殿
玉
の
ら
ん
か
ん
こ
か
ね
を
鐺
に
し
銀
を
柱
と
し
誠
其
粧

ひ
奇
麗
目
に
も
み
す
ま
し
て
み
ゝ
に
も
聞
さ
り
し
所
な
り
彼
老
翁
衣
冠
た
ゝ
し
く
引
つ
く
ろ
ひ
左
右
侍
衛
の
官
前
後
は
る
の
よ
そ
ほ
ひ
い

ふ
は
か
り
な
く
し
て
秀
郷
を
い
ね
う
か
つ
か
う
は
中
〳
〵
筆
に
も
つ
く
し
か
た
き
あ
り
さ
ま
な
り
」
に
相
当
す
る
。
②
に
相
当
す
る
本
文

は
な
い
。
①
と
し
て
右
画
面
に
は
、
正
装
し
た
老
翁
と
秀
郷
、
②
と
し
て
左
画
面
に
は
、
龍
女
に
歓
待
さ
れ
る
秀
郷
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
文
「
秀
郷
こ
れ
そ
音
に
聞
龍
宮
城
と
お
ほ
え
て
行
に
ひ
と
つ
の
樓
門
あ
り
是
を
ひ
ら
き
て
う
ち
に
い
る
に
」
に
相
当
す
る
図
が

右
画
面
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

図
６
は
、
凡
そ
一
二
九
糎
の
長
大
図
で
、
異
時
同
図
法
を
用
い
て
、
二
場
面
（
①
・
②
）
が
展
開
し
て
い
る
。
①
は
、
老
翁
が
、
秀
郷

に
鎧
二
領
、
首
を
結
ぶ
俵
二
つ
、
赤
胴
の
釣
鐘
を
与
え
た
場
面
で
あ
る
。
本
文
「
其
後
巻
絹
鎧
二
領
か
し
ら
ゆ
ひ
た
る
俵
二
つ
赤
銅
の
つ
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り
か
ね
ひ
と
つ
を
秀
郷
に
あ
た
へ
て
い
わ
く
必
御
邊
の
門
葉
に
将
軍
に
な
る
人
お
ほ
か
る
へ
し
と
そ
し
め
し
け
る
秀
郷
も
彼
老
翁
に
い
と

ま
こ
ひ
た
つ
の
都
を
そ
出
に
け
る
ま
こ
と
に
秀
郷
の
弓
箭
の
道
に
天
下
に
か
た
を
な
ら
ふ
る
も
の
な
か
り
し
も
こ
と
は
り
と
そ
聞
人
こ
と

に
い
わ
ぬ
は
な
か
り
け
り
」
に
相
当
す
る
。
②
は
、
秀
郷
が
釣
鐘
と
と
も
に
地
上
に
戻
る
場
面
で
あ
る
。
該
当
の
本
文
は
な
い
が
、
上
巻

末
尾
の
本
文
「
秀
郷
は
都
へ
帰
り
て
此
絹
を
き
り
つ
か
ふ
に
更
に
つ
く
る
事
な
し
俵
は
納
物
を
と
れ
と
も
こ
れ
又
つ
く
る
事
な
か
り
き
さ

て
こ
そ
そ
れ
よ
り
其
名
俵
藤
太
と
は
い
ひ
け
る
と
な
り
そ
の
俵
は
産
業
の
た
か
ら
な
れ
は
と
て
こ
れ
を
倉
廩
に
お
さ
め
鐘
は
梵
砌
の
物
な

れ
は
と
て
江
州
三
井
寺
へ
こ
れ
を
奉
る
な
り
此
鐘
の
こ
ゑ
を
聞
輩
は
無
明
長
夜
の
夢
を
お
と
ろ
か
し
慈
尊
出
世
の
あ
か
つ
き
を
ま
つ
末
代

ふ
し
き
の
事
と
も
な
り
」
を
ふ
ま
え
る
と
、
釣
鐘
は
三
井
寺
に
寄
進
さ
れ
た
と
分
か
る
。
ま
た
、
秀
郷
の
「
俵
藤
太
」
と
い
わ
れ
た
由
来

も
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
。
①
と
し
て
右
画
面
に
、
老
翁
と
秀
郷
、
褒
美
と
し
て
与
え
ら
れ
た
、
鎧
、
俵
、
釣
鐘
が
、
②
と
し
て
左
画

面
に
雲
に
乗
る
秀
郷
と
釣
鐘
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
（
二
）
中
巻
の
挿
絵
の
構
図

　

図
１
は
、
凡
そ
一
〇
〇
糎
の
長
大
図
で
、
秀
郷
一
族
の
弓
箭
の
腕
前
が
賞
讃
さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
「
凡
秀
郷
の
弓
箭
の
勢

漢
の
韓
信
陳
平
の
御
こ
と
に
も
越
た
り
む
か
し
よ
り
か
た
き
を
ほ
ろ
ほ
し
て
将
軍
を
蒙
る
人
お
ほ
し
と
い
へ
と
も
或
一
代
或
二
代
な
り
此

秀
郷
は
子
息
の
代
に
傳
り
て
鎮
守
府
の
将
軍
か
う
を
蒙
る
異
國
に
は
し
ら
す
我
朝
に
は
か
ゝ
る
た
め
し
な
し
い
は
ん
や
末
代
に
あ
る
へ
し

と
も
お
ほ
え
す
弓
箭
と
る
身
は
た
れ
も
か
く
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
と
人
々
申
あ
へ
り
け
り
」
に
相
当
す
る
。
中
央
画
面
に
部
屋
か
ら
的

を
射
る
武
士
を
眺
め
る
秀
郷
（
か
）、
庭
に
は
弓
を
引
き
残
身
し
た
姿
の
武
士
、
左
画
面
に
弓
矢
の
的
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

図
２
は
、
凡
そ
一
六
六
糎
の
長
大
図
で
、
平
将
門
が
、
都
を
置
い
た
下
野
国
相
馬
郡
で
除
目
を
行
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
本
文 

「
我
は
こ
れ
天
照
太
神
三
十
八
世
の
御
末
桓
武
天
皇
六
代
の
孫
な
り
十
禅
の
主
に
そ
な
わ
ら
ん
に
な
に
の
は
ゝ
か
り
あ
る
へ
き
其
上
天
照
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太
神
正
八
幡
大
菩
薩
も
い
か
て
か
百
王
の
位
に
も
ら
し
給
ふ
へ
き
と
て
謀
叛
を
お
こ
し
て
東
八
ヶ
国
を
う
ち
し
た
か
へ
つ
ゝ
天
慶
二
年

十
一
月
十
五
日
下
野
の
国
相
馬
の
郡
に
都
を
た
て
平
親
王
と
い
わ
れ
百
官
を
は
し
め
除
目
を
と
り
お
こ
な
ひ
八
ヶ
国
の
守
に
任
す
る
人
々

武
蔵
権
守
興
世
は
上
野
守
に
な
る
坂
上
近
高
は
武
蔵
守
に
任
し
相
馬
の
三
郎
ま
さ
つ
く
は
下
野
守
同
七
郎
ま
さ
ふ
ん
は
相
模
守
厩
別
當
田

上
経
基
は
上
総
守
藤
原
玄
茂
は
常
陸
守
同
相
馬
与
一
正
義
は
下
野
守
同
余
次
正
衡
は
伊
豫
守
に
そ
な
り
に
け
り
」
に
相
当
す
る
。
左
画
面

奥
に
繧
繝
縁
の
畳
に
座
る
将
門
、
左
右
に
関
東
八
か
国
の
守
、
簀
子
の
縁
に
五
名
、
中
央
画
面
に
守
の
従
者
や
武
士
た
ち
、
右
画
面
に
、

門
の
外
で
関
東
八
か
国
の
守
を
待
つ
御
者
と
馬
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
長
大
図
に
よ
っ
て
、
政
治
力
を
誇
示
す
る
将
門
像
が
表
現
さ
れ

て
い
る
。

　

図
３
は
、
凡
そ
一
二
一
糎
の
長
大
図
で
、
将
門
が
、
将
門
追
捕
の
命
を
受
け
た
秀
郷
に
酒
を
す
す
め
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
本
文 

「
汝
は
是
本
朝
無
双
の
兵
何
か
ゆ
へ
に
今
爰
に
来
り
給
ふ
秀
郷
答
て
い
わ
く
我
日
来
は
王
位
に
恐
れ
一
旦
勅
命
に
し
た
か
ふ
と
い
へ
と
も
汝

ま
さ
に
畧
位
た
か
く
し
か
も
勝
負
の
い
ろ
を
み
す
国
の
主
た
ら
ん
事
案
に
う
た
か
ひ
な
し
於
向
後
御
方
に
し
て
戦
い
た
さ
ん
と
い
ふ
そ
の

時
将
門
歓
喜
の
あ
ま
り
に
酒
を
す
ゝ
む
時
に
土
器
を
論
す
秀
郷
先
の
む
へ
き
を
将
門
こ
ゝ
ろ
を
あ
ら
は
さ
し
め
ん
か
た
め
に
先
将
門
に
呑

せ
て
其
後
種
々
の
契
約
を
な
し
て
出
ら
れ
け
る
」
に
相
当
す
る
。
左
画
面
奥
に
将
門
、
盃
を
手
に
し
て
い
る
の
が
秀
郷
で
あ
ろ
う
か
。
二

人
が
契
約
を
す
る
前
の
様
を
描
い
て
い
る
。
中
央
画
面
に
将
門
の
従
者
、
右
画
面
の
門
の
外
に
は
秀
郷
の
従
者
と
馬
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

図
４
は
、
一
八
〇
糎
の
長
大
図
で
、
異
時
同
図
法
を
用
い
て
、
三
場
面
（
①
・
②
・
③
）
が
展
開
し
て
い
る
。
①
は
、
秀
郷
・
貞
盛
軍

が
、
将
門
軍
と
下
野
国
相
馬
の
郡
で
合
戦
を
し
た
場
面
で
あ
る
。
本
文
「
同
十
四
日

庚
子
秀
郷
貞
盛
以
下
の
軍
兵
下
野
の
国
相
馬
の
郡
に

し
て
将
門
と
合
戦
た
ゝ
か
ひ
に
い
の
ち
を
お
し
ま
す
時
を
う
つ
す
秀
郷
貞
盛
身
命
を
す
て
万
死
に
い
り
一
生
に
い
て
ゝ
た
ゝ
か
ひ
け
る
か

未
時
に
矢
合
し
て
散
々
に
戦
官
兵
凶
徒
に
う
ち
反
さ
れ
て
死
す
る
者
八
十
餘
人
疵
を
蒙
る
者
そ
の
数
を
し
ら
す
」
に
相
当
す
る
。
右
画
面

に
、
秀
郷
・
貞
盛
軍
と
将
門
軍
と
が
入
り
乱
れ
て
合
戦
し
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
②
は
、
そ
の
合
戦
が
時
と
と
も
に
展
開
し
て
い
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る
様
を
描
い
て
い
る
。
③
は
、
さ
ら
に
戦
い
が
進
み
、
秀
郷
の
子
息
千
常
が
秀
郷
の
残
し
た
矢
で
、
将
門
の
乗
る
馬
の
額
を
射
る
も
の
の
、

将
門
が
少
し
も
動
じ
る
こ
と
な
く
、
目
を
見
開
い
て
立
っ
て
い
た
場
面
で
あ
る
。
本
文
「
将
門
は
李
老
か
術
を
う
し
な
ひ
今
を
限
り
と
思

ひ
門
に
う
ち
出
る
所
に
秀
郷
か
子
息
千
常
父
の
い
の
こ
せ
る
矢
を
と
り
将
門
か
馬
の
額
を
射
わ
り
尾
の
下
へ
射
出
し
次
の
箭
に
く
ひ
の
ほ

ね
を
そ
い
た
り
け
る
し
か
れ
と
も
将
門
馬
も
少
も
さ
は
か
す
眼
を
見
ひ
ら
き
て
そ
立
た
り
け
る
」
に
相
当
す
る
。
左
画
面
に
矢
を
射
か
け

ら
れ
た
将
門
の
邸
の
門
、
門
の
外
で
騎
乗
し
矢
を
番
え
る
将
門
、
そ
の
右
側
に
秀
郷
、
貞
盛
の
軍
勢
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

図
５
は
、
一
三
七
糎
の
長
大
図
で
、
清
原
滋
藤
が
駿
河
国
清
見
が
関
で
漁
火
を
見
て
漢
詩
を
詠
じ
た
場
面
で
あ
る
。
本
文
「
同
二
月
八

日
に
か
さ
ね
て
公
卿
僉
義
あ
り
て
宇
治
民
部
卿
藤
原
忠
文
副
将
軍
の
宣
旨
を
蒙
り
て
舎
弟
刑
部
大
輔
仲
舒
も
と
も
に
下
向
せ
ら
れ
け
る
彼

卿
は
白
河
宰
相
五
代
の
末
参
議
季
良
か
男
な
り
駿
河
国
富
士
の
麓
野
浮
嶋
原
を
前
に
當
て
清
見
関
に
宿
し
て
侍
り
け
る
に
あ
ま
の
い
さ
り

火
を
み
え
て
折
節
こ
ゝ
ろ
す
み
け
る
に
清
原
滋
藤
と
い
ふ
人
を
も
と
も
な
へ
り
け
る
か
滋
藤　

漁
舟
火
影
冷
焼
波
驛
路
鈴
聲
夜
過
山　

と

い
ふ
か
ら
う
た
を
詠
し
た
り
け
る
に
将
軍
な
み
た
を
そ
な
か
し
給
ひ
け
る
」
に
相
当
す
る
。
右
画
面
に
、
厩
舎
、
魚
を
料
理
す
る
従
者
、

櫃
を
担
ぐ
者
た
ち
、
邸
に
は
宿
泊
し
て
い
る
副
将
軍
藤
原
忠
文
ら
一
行
、
濡
れ
縁
に
漢
詩
を
詠
じ
る
清
原
滋
藤
、
左
画
面
に
漁
火
を
焚
く

二
艘
の
舟
、
左
画
面
端
に
富
士
山
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

図
６
は
、
一
二
一
糎
の
長
大
図
で
、
秀
郷
・
貞
盛
軍
が
将
門
ら
の
首
を
持
っ
て
清
見
が
関
を
越
え
た
場
面
で
あ
る
。
本
文
「
去
程
に
秀

郷
貞
盛
は
終
に
凶
徒
の
軍
に
う
ち
か
つ
て
将
門
か
首
其
外
同
舎
弟
か
首
と
も
持
せ
て
さ
ゝ
め
か
い
て
上
り
け
る
ほ
と
に
駿
河
国
清
見
か
関

に
て
行
逢
そ
れ
よ
り
前
後
の
大
将
う
ち
つ
れ
て
上
洛
す
」
に
相
当
す
る
。
右
画
面
上
部
に
、
勅
命
を
蒙
り
下
向
す
る
宇
治
民
部
卿
藤
原
忠

文
副
将
軍
ら
、
そ
の
手
前
に
は
、
帰
京
す
る
秀
郷
・
貞
盛
軍
の
負
傷
し
た
武
士
た
ち
、
左
画
面
に
、
将
門
ら
の
首
を
持
っ
て
清
見
が
関
を

越
え
る
秀
郷
・
貞
盛
軍
が
描
か
れ
て
い
る
。
戦
に
遅
参
し
た
忠
文
一
行
と
、
戦
を
終
え
た
秀
郷
・
貞
盛
軍
と
が
行
合
う
様
が
、
清
見
が
関

を
境
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
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（
三
）
下
巻
の
挿
絵
の
構
図

　

図
１
は
、
九
五
糎
の
長
大
図
で
、
将
門
の
邸
が
猛
火
に
包
ま
れ
た
場
面
で
あ
る
。
当
該
本
文
は
、「
國
大
本
」
に
は
な
い
。
参
考
の
た

め
に
金
戒
光
明
寺
所
蔵
本
に
よ
る
と
、「
程
な
く
、
家
内
に
火
を
か
け
け
れ
は
、
煙
は
そ
ら
に
立
の
ほ
り
、
春
の
霞
に
た
く
へ
つ
ゝ
、
猛

火
遥
に
燃
あ
か
り
、
さ
も
ゆ
ゝ
し
か
り
つ
る
有
様
、
一
時
の
う
ち
、
や
き
は
ら
ひ
、
広
野
と
な
り
ぬ
る
、
其
跡
を
み
る
者
、
何
も
眼
を
、

お
と
ろ
か
し
け
り
」
に
相
当
す
る
。
右
画
面
に
猛
火
に
包
ま
れ
た
将
門
邸
、
中
央
画
面
に
邸
内
で
腹
か
ら
血
を
吹
き
出
す
武
士
、
左
画
面

に
逃
げ
惑
う
親
子
、
武
士
た
ち
の
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

図
２
は
、
凡
そ
二
三
六
糎
の
本
絵
巻
最
大
の
長
大
図
で
、
異
時
同
図
法
を
用
い
て
、
二
場
面
（
①
・
②
）
が
展
開
し
て
い
る
。
①
は
、

秀
郷
が
将
門
の
首
を
か
か
げ
て
都
の
大
路
を
渡
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
「
四
月
廿
五
日
に
将
門
か
首
都
に
つ
き
大
路
を
渡
て
獄
門
の
木
に

か
け
ら
る
あ
わ
れ
な
る
哉
昨
日
は
東
夷
の
親
王
と
か
し
つ
か
れ
し
か
と
も
正
し
く
王
位
を
す
む
き
し
天
運
よ
と
み
な
人
こ
と
に
い
ひ
あ
け

り
け
り
」
に
相
当
す
る
。
②
は
、
秀
郷
ら
が
将
門
討
伐
の
勝
利
を
談
合
し
て
い
る
場
面
か
。
該
当
す
る
本
文
は
不
明
で
あ
る
。

　

図
３
は
、
秀
郷
ら
が
恩
賞
の
除
目
を
蒙
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
「
同
御
宇
天
慶
二
年
三
月
九
日

乙
亥
け
ん
し
や
う
お
こ
な
は
る
藤
原
秀

郷
正
四
位
下
に
叙
し
て
武
蔵
と
上
野
両
国
の
守
に
任
し
鎮
守
府
の
将
軍
を
け
ん
し
て
敵
き
り
た
い
ら
け
永
く
子
孫
に
傳
り
て
子
息
千
常
従

五
位
下
に
叙
し
て
下
野
守
に
任
す
後
張
良
か
書
を
授
て
た
ち
と
こ
ろ
に
師
傳
に
の
ほ
る
偏
に
弓
箭
の
藝
も
か
く
や
と
そ
覚
け
る
平
貞
盛
は

上
平
太
な
り
け
る
従
五
位
上
に
叙
し
て
陸
奥
国
に
任
し
宇
治
民
部
卿
忠
文
は
副
将
軍
な
り
し
か
と
も
下
向
な
き
以
前
に
将
門
う
た
れ
け
れ

は
道
よ
り
帰
り
け
り
こ
れ
も
同
恩
賞
蒙
る
へ
き
よ
し
申
け
る
に
小
野
宮
殿
一
座
に
て
う
た
か
は
し
き
を
は
お
こ
な
は
さ
れ
と
云
文
あ
り
と

て
捨
ら
れ
け
る
」
に
相
当
す
る
。
左
画
面
に
紫
宸
殿
で
秀
郷
ら
へ
の
報
償
を
評
定
す
る
公
卿
、
階
の
も
と
に
左
右
に
武
者
、
右
画
面
に
は

楼
門
外
に
秀
郷
と
子
息
千
常
が
乗
っ
て
き
た
馬
、
中
門
に
向
か
う
正
装
し
た
二
人
の
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

図
４
は
、
凡
そ
九
五
糎
の
長
大
図
で
、
悪
霊
と
な
っ
た
宇
治
民
部
忠
文
が
離
宮
明
神
に
祀
ら
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
「
か
く
て
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副
将
軍
宇
治
民
部
忠
文
は
終
に
勧
賞
蒙
ら
さ
り
け
れ
と
も
九
條
殿
御
詞
を
畏
内
裏
を
罷
出
け
る
か
大
地
も
響
大
山
も
く
つ
る
ゝ
計
の
音
聲

を
以
て
口
惜
事
な
り
同
勅
命
を
蒙
て
同
朝
敵
を
亡
か
し
一
人
は
賞
に
あ
つ
か
り
一
人
は
恩
に
も
る
ゝ
小
野
宮
殿
の
御
は
か
ら
ひ
生
々
世
々

不
可
忘
家
門
を
な
か
く
う
し
な
は
ん
と
訇
り
左
右
の
手
を
に
き
り
給
へ
は
八
の
爪
手
の
中
に
通
り
血
な
か
れ
出
け
れ
は
各
肝
魂
を
け
し
給

ひ
け
る
か
宿
所
に
帰
り
一
夜
か
う
ち
に
白
鬚
と
な
り
て
終
日
食
事
を
と
め
終
に
う
せ
に
き
悪
霊
と
な
り
さ
ま
〳
〵
お
そ
ろ
し
き
事
と
も
多

か
り
け
り
則
神
に
い
わ
ゝ
れ
給
ひ
て
宇
治
に
お
は
し
ま
す
離
宮
明
神
こ
れ
な
り
い
か
な
る
事
に
や
祭
の
日
は
わ
ら
わ
へ
の
お
ほ
く
あ
つ
ま

り
侍
る
」
に
相
当
す
る
。
画
面
中
央
に
離
宮
明
神
、
祭
り
の
日
で
あ
ろ
う
か
、
お
参
り
す
る
稚
児
た
ち
、
中
に
横
笛
を
吹
く
幼
子
の
様
も

描
か
れ
て
い
る
。

　
　

三
、
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
の
文
学
的
趣
向

　

國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
の
文
学
的
趣
向
及
び
忠
文
の
伝
承
に
つ
い
て
、次
の
巻
末
の
表
現
を
も
と
に
、確
認
し
た
い
。

　
　

 　

か
く
て
副
将
軍
宇
治
民
部
忠
文
は
終
に
勧
賞
蒙
ら
さ
り
け
れ
と
も
九
條
殿
御
詞
を
畏
内
裏
を
罷
出
け
る
か
大
地
も
響
大
山
も
く
つ

る
ゝ
計
の
音
聲
を
以
て
口
惜
事
な
り
同
勅
命
を
蒙
て
同
朝
敵
を
亡
か
し
一
人
は
賞
に
あ
つ
か
り
一
人
は
恩
に
も
る
ゝ
小
野
宮
殿
の
御

は
か
ら
ひ
生
々
世
々
不
可
忘
家
門
を
な
か
く
う
し
な
は
ん
と
訇の

の
し

り
左
右
の
手
を
に
き
り
給
へ
は
八
の
爪
手
の
中
に
通
り
血
な
か
れ

出
け
れ
は
各
肝
魂
を
け
し
給
ひ
け
る
か
宿
所
に
帰
り
一
夜
か
う
ち
に
白
鬚
と
な
り
て
終
日
食
事
を
と
め
終
に
う
せ
に
き
悪
霊
と
な
り

さ
ま
〳
〵
お
そ
ろ
し
き
事
と
も
多
か
り
け
り
則
神
に
い
わ
ゝ
れ
給
ひ
て
宇
治
に
お
は
し
ま
す
離
宮
明
神
こ
れ
な
り
い
か
な
る
事
に
や

祭
の
日
は
わ
ら
わ
へ
の
お
ほ
く
あ
つ
ま
り
侍
る
と
そ
こ
れ
よ
り
小
野
宮
殿
の
子
孫
絶
は
て
ゝ
九
條
殿
は
一
言
の
情
に
依
て
摂
政
関
白

今
に
た
え
さ
せ
給
は
す

　

副
将
軍
宇
治
民
部
忠
文
は
、
将
門
討
伐
に
な
ん
ら
貢
献
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
恩
賞
を
蒙
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
失
意
の
忠
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文
は
、
憤
怒
の
態
を
と
っ
た
挙
句
に
死
に
至
り
、
最
後
に
は
悪
霊
と
な
っ
た
と
あ
る
。
語
り
お
さ
め
は
、
忠
文
が
離
宮
明
神
と
し
て
祀
ら

れ
、
小
野
宮
一
族
は
滅
亡
し
、
九
条
殿
一
族
が
摂
政
関
白
に
ま
で
昇
り
つ
め
繫
栄
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、「
國
大
本
」『
俵
藤
太
物
語
』
の
文
学
的
趣
向
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
。
俵
藤
太
の
武
門
の
賞
讃
で
は
な
く
、物
語
は
、悪
霊
と
な
っ

た
忠
文
が
離
宮
明
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
こ
と
を
語
り
、
最
後
に
九
条
家
の
称
揚
を
語
り
、
終
焉
す
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
典
拠
の
一
つ
と
思
量
さ
れ
る
『
古
事
談（

８
）』

の
藤
原
忠
文
の
伝
承
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

　
　

 　

忠
文
卿
勧
賞
の
沙
汰
の
時
、
左
大
臣
定
め
申
さ
れ
て
云
は
く
、「
疑
は
し
き
を
ば
質
す
こ
と
勿
か
れ
」
と
云
々
。
右
大
臣
申
さ
れ

て
云
は
く
、「「
刑
の
疑
は
し
き
を
ば
質
す
こ
と
勿
か
れ
。
賞
の
疑
は
し
き
を
ば
許
せ
」
と
こ
そ
候
へ
」
と
申
さ
れ
け
れ
ど
も
、
左
府

の
申
す
詞
を
用
ゐ
ら
る
る
に
依
り
、
遂
に
其
の
沙
汰
無
し
、
と
云
々
。
忠
文
、
此
の
事
を
畏
み
申
す
に
依
り
、
後
日
、
富
家
の
券
契

を
九
条
殿
に
奉
る
、
と
云
々
。
小
野
宮
殿
を
ば
、
怨
心
を
結
び
子
孫
を
失
は
む
と
誓
ひ
、
永
く
霊
と
成
る
、
と
云
々
。

 

（
巻
四　

三
九
三
～
四
頁
）

　

次
に
、『
源
平
盛
衰
記
』（
巻
第
廿
三（

９
））

の
藤
原
忠
文
の
伝
承
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

　
　

 　

爰
ニ
忠
文
大
悪
心
ヲ
起
シ
テ
、
面
目
ナ
ク
内
裏
ヲ
罷
出
ケ
ル
ガ
、
天
モ
響
キ
地
モ
崩
ル
ゝ
計
ノ
大
音
声
ヲ
放
云
ケ
ル
ハ
、「
口
惜

事
也
。
同
勅
命
ヲ
蒙
テ
同
朝
敵
を
平
グ
、
一
人
ハ
賞
ニ
預
リ
一
人
ハ
恩
ニ
漏
ル
。
小
野
宮
殿
ノ
御
計
、
生
々
世
々
不
可
忘
。
サ
レ
バ

家
門
衰
幤
シ
給
テ
、
其
末
葉
タ
ラ
ン
人
ハ
、
ナ
ガ
ク
九
条
殿
ノ
御
子
孫
ノ
奴
婢
ト
成
給
フ
ベ
シ
」
ト
テ
高
ク
訇
リ
、
手
ヲ
ハ
タ
ト
打

テ
拳
ヲ
把
リ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
左
右
ノ
八
ノ
爪
手
ノ
甲
ニ
通
リ
、
血
流
レ
出
ケ
レ
バ
紅
ノ
絞
リ
タ
ル
ガ
如
シ
。
ヤ
ガ
テ
宿
所
ニ
帰
リ
、

飲
食
ヲ
断
、
思
死
ニ
失
ニ
ケ
リ
。
悪
霊
ト
成
テ
様
々
ヲ
ソ
ロ
シ
キ
事
共
有
ケ
レ
バ
、
怨
霊
ヲ
宥な

だ
め

申
ベ
シ
ト
テ
、
忠
文
ヲ
神
ト
祝
奉
。

宇
治
ニ
離
宮
明
神
ト
申
ハ
是
也
。
誠
ニ
其
恨
ノ
通
リ
ケ
ル
ニ
ヤ
、
小
野
宮
殿
ノ
御
子
孫
ハ
絶
給
ヘ
ル
ガ
如
シ
。
タ
マ
〳
〵
マ
シ
マ
ス

人
モ
、
必
皆
九
条
殿
ノ
奴
婢
ト
ゾ
成
給
ヘ
ル
。
九
条
殿
ハ
一
言
ノ
情
ニ
依
テ
、
摂
政
関
白
今
ニ
絶
サ
セ
給
ハ
ズ
。 

（
一
四
〇
頁
）
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『
古
事
談
』
と
『
源
平
盛
衰
記
』
と
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。
た
だ
、忠
文
の
憤
怒
の
様
と
し
て
語
ら
れ
る 

「
國
大
本
」
の
「
家
門
を
な
か
く
う
し
な
は
ん
と
訇の

の
し

り
左
右
の
手
を
に
き
り
給
へ
は
八
の
爪
手
の
中
に
通
り
血
な
か
れ
出
け
れ
」
と
、 

『
源
平
盛
衰
記
』
の
「
家
門
衰
蔽
シ
給
テ
、
其
末
葉
タ
ラ
ン
人
ハ
、
ナ
ガ
ク
九
条
殿
ノ
御
子
孫
ノ
奴
婢
ト
成
給
フ
ベ
シ
」
ト
テ
高
ク
訇
リ
、

手
ヲ
ハ
タ
ト
打
テ
拳
ヲ
把
リ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
左
右
ノ
八
ノ
爪
手
ノ
甲
ニ
通
リ
、
血
流
レ
出
ケ
レ
バ
紅
ノ
絞
リ
タ
ル
ガ
如
シ
。」
と
の
叙
述

と
を
比
較
す
る
と
、「
國
大
本
」
が
『
源
平
盛
衰
記
』
を
基
と
し
て
い
る
蓋
然
性
は
高
い
。
し
か
し
、「
國
大
本
」
の
「
い
か
な
る
事
に
や

祭
の
日
は
わ
ら
わ
へ
の
お
ほ
く
あ
つ
ま
り
侍
る
と
そ
」
に
該
当
す
る
も
の
は
、『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
な
い
。
こ
こ
に
こ
そ
、「
國
大
本
」

の
本
文
の
特
徴
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
、
國
學
院
大
學
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
か
く
れ
里）

（1
（

』
の
本
文
を
ふ
ま
え
て
、「
國
大
本
」『
俵
藤
太
物
語
』
の
文
学
的
趣

向
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。『
か
く
れ
里
』
は
、
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

　
　

 　

秋
の
た
そ
が
れ
と
き
は
い
と
ゝ
心
ほ
そ
か
り
し
に
い
つ
と
な
く
風
も
の
す
こ
く
て
お
花
ふ
き
ま
ね
お
り
ふ
し
か
れ
〳
〵
に
聞
ゆ
む

し
の
こ
ゑ
〳
〵
も
い
と
あ
は
れ
に
き
ゝ
な
し
名
に
お
ふ
こ
よ
ひ
は
新
月
の
い
ろ
ま
と
か
に
て
ら
し
て
二
千
里
の
ほ
か
ま
て
く
ま
も
な

し
古
人
の
心
も
き
か
ま
ほ
し
と
思
ふ
よ
り
え
も
き
か
と
ほ
そ
を
立
出
そ
こ
と
も
し
ら
す
た
と
り
行
ほ
と
に
み
や
こ
の
ひ
か
し
か
も
川

に
さ
し
か
ゝ
り
み
つ
の
な
か
れ
い
と
ふ
か
き
を
こ
し
な
か
ま
て
ま
く
り
あ
け
て
さ
夜
こ
と
に
音
を
の
み
な
く
千
鳥
あ
し
に
な
り
や
う 

〳
〵
う
ち
わ
た
り
て
み
な
み
を
さ
し
て
ゆ
く
ほ
と
に
か
の
大
佛
や
三
十
三
間
を
ゆ
ん
手
に
み
な
し
一
二
の
は
し
や
ほ
う
し
や
う
し
も

み
ち
い
ろ
こ
き
い
な
り
山
松
に
か
ゝ
れ
る
ふ
ち
の
も
り
こ
わ
た
の
野
辺
に
出
に
け
り
。

　

翁
は
、
中
秋
の
名
月
に
、
三
十
三
間
堂
、
法
性
寺
、
稲
荷
山
を
経
て
、「
こ
わ
た
の
野
辺
」
に
た
ど
り
着
い
た
。
後
の
展
開
に
よ
れ
ば
、

こ
こ
が
鼠
の
住
む
「
隠
れ
里
」
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
『
か
く
れ
里
』
下
巻
末
尾
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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さ
て
も
和
平
の
こ
と
な
れ
は
ほ
て
い
く
わ
し
や
う
そ
れ
か
し
の
し
ゆ
く
し
よ
へ
御
い
り
あ
れ
と
て
え
ひ
す
大
こ
く
も
ろ
と
も
に
二

て
う
と
み
の
こ
う
ち
ほ
て
や
町
に
し
や
う
し
た
て
ま
つ
り
御
さ
か
つ
き
を
そ
い
た
さ
れ
け
る
め
く
れ
や
〳
〵
さ
か
つ
き
の
千
世
も
か

は
ら
ぬ
と
き
は
木
の
え
た
も
さ
か
ゆ
る
わ
か
み
と
り
ひ
さ
し
き
世
ま
て
も
は
ひ
こ
り
て
さ
か
へ
ん
事
こ
そ
う
れ
し
け
れ
と
て
哥
ひ
あ

そ
ひ
給
ふ
い
さ
や
む
か
し
を
お
も
ひ
て
の
す
ま
ひ
を
は
し
め
申
さ
ん
と
て
え
ひ
す
と
の
は
き
や
う
し
に
て
大
こ
く
ほ
て
い
立
あ
か
り

と
り
給
ふ

　

祝
儀
性
を
背
景
と
し
た
宴
席
が
始
ま
り
、
大
黒
天
軍
と
恵
比
須
軍
の
和
解
を
経
て
、
恵
比
須
が
行
司
と
な
り
、
大
黒
天
と
布
袋
と
が
相

撲
を
と
る
。
気
が
つ
く
と
、「
御
こ
ゑ
み
ゝ
の
あ
た
り
に
と
ゝ
ま
り
て
ね
さ
め
の
と
こ
に
ま
く
ら
を
あ
け
つ
ら
〳
〵
こ
れ
ら
を
お
も
ふ
に

く
わ
う
り
や
う
か
一
炊
さ
う
し
か
こ
て
う
五
十
年
も
百
年
も
う
し
の
よ
た
れ
の
は
て
も
な
く
松
の
は
の
ち
り
う
せ
す
つ
き
ぬ
御
代
こ
そ
め

て
た
け
れ
」
と
、
す
べ
て
夢
で
あ
っ
た
と
展
開
し
、「
め
て
た
け
れ
」
と
物
語
は
終
焉
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
國
大
本
」『
か
く
れ
里
』
は
、
江
戸
時
代
前
期
に
制
作
さ
れ
た
と
思
量
さ
れ
る
大
型
の
奈
良
絵
巻
で
あ
る
。『
か
く
れ
里
』
は
近
世
の

文
化
史
的
所
産
で
も
あ
り
、
近
世
の
文
学
的
趣
向
を
指
示
す
る
物
語
で
あ
っ
た
。

　
「
こ
わ
た
の
野
辺
」
は
都
と
の
境
に
あ
り
、
物
語
が
、
伝
承
文
学
が
、
説
話
が
生
成
す
る
場
で
も
あ
っ
た）

（（
（

。

　
「
國
大
本
」『
俵
藤
太
物
語
』
下
巻
末
尾
に
お
い
て
悪
霊
化
し
た
忠
文
が
「
離
宮
明
神
」
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る

の
は
、「
國
大
本
」
に
祝
儀
性
及
び
悪
霊
の
魂
を
鎮
め
る
「
鎮
魂
の
物
語
」
と
し
て
の
文
学
的
趣
向
が
醸
成
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

註

　
（
１
） 　
『
室
町
時
代
物
語
大
成　

第
九
』「
俵
藤
太
草
子　

金
戒
光
明
寺
蔵
」
の
解
題
に
お
い
て
、「
本
書
の
中
巻
と
下
巻
は
、錯
簡
が
甚
し
い
。
そ
こ
で
、
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順
序
を
正
し
て
、
詞
書
と
絵
と
を
配
列
し
直
し
た
が
、
も
と
の
順
序
が
わ
か
る
よ
う
に
、
詞
書
一
段
、
画
図
一
面
ご
と
に
、
も
と
の
位
置
を
付
記

し
て
お
い
た
。
本
書
は
、
次
に
掲
出
し
た
版
本
の
「
俵
藤
太
物
語
」
と
較
べ
る
と
、
内
容
が
遥
か
に
簡
素
で
あ
る
。
版
本
な
ど
の
流
布
本
は
、
本

書
の
よ
う
な
古
絵
巻
を
参
考
に
、
大
幅
な
増
補
を
企
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
作
の
古
い
絵
巻
に
は
、
別
に
梅
津
次
郎
が
「
国
華
」
の
二
八
六

号
に
紹
介
さ
れ
た
、
徳
川
達
孝
氏
の
蔵
本
が
あ
る
。
本
書
と
は
、
ま
た
少
し
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
こ
の
金
戒
光
明
寺
本
の

系
統
の
伝
本
は
見
て
い
な
い
。」（
一
三
三
頁　

角
川
書
店　

昭
和
五
十
六
年
二
月
）
と
あ
る
。
ま
た
、
大
島
由
紀
夫
氏
も
、
松
本
隆
信
氏
の
成
果 

（「
増
訂
室
町
時
代
物
語
類
現
存
本
簡
明
目
録
」・『
御
伽
草
子
の
世
界
』
三
省
堂　

昭
和
五
七
年
八
月
）
を
ふ
ま
え
て
、「『
俵
藤
太
物
語
』
の
諸
本

は
二
系
統
に
分
け
ら
れ
る
。
松
本
隆
信
氏
の
分
類
に
基
本
的
に
従
い
、
そ
れ
を
若
干
補
正
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　

Ａ

　
　
　
　
　
　

◯
金
戒
光
明
寺
蔵
・［
室
町
］絵
巻
大
三
軸

　
　
　
　
　
　

◯
金
刀
比
羅
宮
蔵
・［
金
戒
光
明
寺
本
の
模
写
］絵
巻
大
一
軸

　
　
　

Ｂ

　
　
　
　
（
イ
）◯
寛
永
頃
刊
絵
入
大
本
二
巻

　
　
　
　
　
　

◯
寛
文
九
年
刊
絵
入
大
本
二
巻
（
寛
永
頃
刊
絵
入
り
本
の
後
印
本
）

　
　
　
　
　
　

◯
学
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学
科
研
究
室
蔵
・［
寛
文
頃
］絵
巻
大
三
軸
（
下
巻
に
錯
簡
あ
り
）

　
　
　
　
　
　

◯
唐
沢
山
神
社
蔵
・［
寛
文
頃
］絵
巻
大
三
軸
（
書
名
を
「
三
井
寺
物
語
」（
箱
書
き
）
と
し
て
伝
え
て
い
る
。）

　
　
　
　
　
　

○
東
京
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
・
奈
良
絵
本
特
大
三
冊

　
　
　
　
　
　

○
広
島
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
・
奈
良
絵
本
横
三
冊

　
　
　
　
　
　

○
中
野
荘
次
氏
旧
蔵
大
谷
女
子
大
学
図
書
館
蔵
・
絵
巻
三
軸

　
　
　
　
　
　

◯
フ
オ
グ
美
術
館
蔵
・
絵
巻
大
三
軸

　
　
　
　
　
　

○
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
蔵
・
絵
巻
大
三
軸

　
　
　
　
（
ロ
）◯
寛
永
頃
刊
絵
入
本
の
復
刻
修
印
本
二
冊
（
上
巻
四
丁
分
修
正
）  

　
　
　
　
（
ハ
）◯
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
・
絵
巻
下
巻
欠
大
二
軸

　
　
　

＊　
　

○
旧
徳
川
家
蔵
・［
南
北
朝
］絵
巻
一
軸
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Ａ
系
は
Ｂ
系
よ
り
も
叙
述
が
簡
略
で
、
Ｂ
系
諸
本
が
江
戸
初
期
以
降
の
制
作
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
年
代
も
古
い
。
Ａ
系
の
金
戒
光
明
寺
本

は
『
御
伽
草
子
絵
巻
』『
室
町
時
代
物
語
大
成
九
』（
錯
簡
を
正
し
て
）
に
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
絵
の
み
『
日
本
風
俗
史
講
座
』
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
。
金
刀
比
羅
宮
本
は
金
戒
光
明
寺
本
の
絵
の
み
を
天
保
年
間
に
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
。」（「
お
伽
草
子
「
俵
藤
太
物
語
」
の
本
文
成
立
」 

（『
伝
承
文
学
研
究　

第
三
十
一
号
』　

昭
和
六
十
年
五
月
）
と
論
究
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
Ａ
系
を
「
古
本
系
」、
Ｂ
系
を
「
流
布
本
系
」
と

称
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
（
２
） 　

金
戒
光
明
寺
蔵
『
俵
藤
太
草
子
』
の
翻
刻
は
、
前
掲
（
注
１
）
書
『
室
町
時
代
物
語
大
成　

九
』
に
あ
る
。
本
論
で
の
「
金
戒
本
」
の
本
文
も
、

こ
れ
に
よ
る
。

　
（
３
） 　

チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
（CBL

）
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
の
翻
刻
は
、『
甦
る
絵
巻
・
絵
本　

チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
所
蔵　

俵
藤
太
物
語
絵
巻
』（
二
〇
〇
六
年
十
月　

勉
誠
出
版
）に
あ
る
。大
島
由
紀
夫
氏
の
本
文
解
説
に
加
え
て
、小
林
祥
次
郎
氏「
歴

史
上
の
藤
原
秀
郷
」、
真
弓
常
忠
氏
「
蛇
と
百
足
の
民
俗
学
」
の
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
大
島
氏
は
、
古
本
系
の
生
成
過
程
及
び
物
語
の
志
向
に

つ
い
て
、「
古
本
系
は
、『
太
平
記
』・『
源
平
盛
衰
記
』
の
中
で
主
題
と
関
係
す
る
箇
所
の
本
文
を
切
り
貼
り
し
、
そ
の
切
り
貼
り
部
分
を
通
り
の

よ
い
よ
う
に
つ
な
い
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
依
拠
し
た
先
行
作
品
の
叙
述
か
ら
脱
し
き
れ
ず
、
俵
藤
太
を
主
人
公
と
す
る
物
語
は
未

成
熟
で
あ
っ
た
。」（
一
三
四
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、真
弓
氏
は
、「
田
原
藤
太
秀
郷
と
申
す
者
が
、勢
多
の
橋
を
渡
る
と
き
跨
い
で
通
っ

た
蛇
の
頼
み
で
、
三
上
山
の
百
足
を
退
治
し
た
橋
は
『
太
平
記
』
巻
十
五
そ
の
他
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
手
柄
で
藤
太
秀
郷
は

下
野
国
の
押
領
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
も
い
い
、
秀
郷
流
の
家
系
は
近
江
に
も
下
野
に
も
あ
り
、
蒲
生
を
名
の
っ
て
歴
史
に
名
を
と
ど
め
て
い
ま
す

（
蒲
生
秀
郷
）。
家
系
の
方
は
蒲
生
氏
が
後
に
付
合
し
た
疑
い
が
濃
厚
で
す
が
、
少
な
く
と
も
近
江
か
ら
発
し
て
東
国
に
ま
で
分
布
し
て
い
る
田
原

藤
太
百
足
退
治
の
説
話
は
、
背
後
に
一
つ
の
文
化
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
略
）
田
原
藤
太
の
百
足
退
治
の
説
話
と
相
類
し
た
も
の
に

は
「
日
光
山
縁
起
が
あ
り
ま
す
。」（
一
四
〇
頁
）
と
、「
田
原
藤
太
物
語
」
と
「
日
光
山
縁
起
」
と
の
関
係
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
（
４
） 　

学
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学
科
研
究
室
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
の
本
文
は
、『
室
町
時
代
物
語
集　

下
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
55　

一
九
九
二
年
四
月　

岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

　
（
５
） 　

寛
永
頃
刊
絵
入
本
『
俵
藤
太
物
語
』
の
本
文
は
、『
御
伽
草
子
集
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成　

昭
和
五
五
年
三
月
）
に
よ
る
。

　
（
６
） 　

栃
木
県
立
博
物
館
蔵
『
た
は
ら
藤
太
絵
ま
き
物
』
三
軸
の
翻
刻
は
、
山
本
晶
子
氏
、
見
田
僚
子
氏
に
よ
る
も
の
が
あ
る
（「
学
苑　

昭
和
女
子

大
学　

近
代
文
化
研
究
所
」
六
五
〇
・
六
五
一
号　

平
成
六
年
二
月
・
三
月
）。
ま
た
、
栃
木
県
立
博
物
館
蔵
「
た
は
ら
と
う
た
」
三
冊
も
両
氏
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に
よ
る
翻
刻
が
な
さ
れ
て
い
る
（「
学
苑　

昭
和
女
子
大
学　

近
代
文
化
研
究
所
」
六
五
六
・
六
五
九
・
六
六
二
号　

平
成
六
年
九
月
・
十
一
月
・

平
成
七
年
一
月
）。

　
（
７
） 　

近
年
、
確
認
さ
れ
た
『
俵
藤
太
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
出
口
久
徳
氏
に
よ
り
、「
ま
た
、
近
年
、『
俵
藤
太
物
語
』
の
新
た
な
伝
本
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。
栃
木
県
立
博
物
館
蔵
絵
巻
三
軸
（『
学
苑　

昭
和
女
子
大
学　

近
代
文
化
研
究
所
』
六
五
〇
・
六
五
一
号
、
一
九
九
四
年
二
月
、
三
月
）、

友
山
文
庫
蔵
絵
巻
三
軸
（
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
資
料
）、
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
絵
巻
五
軸
・
同
博
物
館
蔵
絵
巻
三
軸
（
後
掲
書
に

は
部
分
）・
栃
木
県
立
博
物
館
蔵
絵
本
三
冊
（
後
掲
書
に
は
部
分
）（『
伝
説
の
将
軍　

藤
原
秀
郷　

武
者
と
物
怪
の
物
語
』）、
石
川
透
氏
蔵
絵
本 

（
部
分
が
『
週
刊
朝
日
百
科
世
界
の
文
学
二
九
日
本
１
御
伽
草
子
』
二
〇
〇
〇
年
二
月
に
掲
載
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
新
た
に
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
も
含
め
た
分
類
整
理
、
他
の
お
伽
草
子
と
の
比
較
、
テ
キ
ス
ト
制
作
の
目
的
な
ど
、
今
後
さ
ら
に
多
様
な
視
点
を
ふ
ま
え

検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。」（
国
文
学
研
究
資
料
館
、
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
編
『
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ィ　

絵
巻
絵
本
解
題
目
録　

解
題
篇
』　

二
〇
〇
二
年
三
月　

勉
誠
出
版
）
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
（
８
） 　
『
古
事
談
』
の
本
文
は
、『
古
事
談　

続
古
事
談
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
41　

二
〇
〇
五
年
十
一
月　

岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

　
（
９
） 　
『
源
平
盛
衰
記
』
の
本
文
は
、
美
濃
部
重
克
氏
、
松
尾
葦
江
氏
校
注
『
源
平
盛
衰
記
（
四
）』（
平
成
六
年
十
月　

三
井
弥
書
店
）
に
よ
る
。

　
（
10
） 　

國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
の
『
か
く
れ
里
』
の
全
文
を
翻
刻
し
、
本
文
の
特
徴
に
つ
い
て
報
告
し
た
（
針
本
正
行
・
山
本
岳
史
「
國
學
院
大
學

図
書
館
所
蔵
『
か
く
れ
里
』
の
翻
刻
と
解
題
」（「
國
學
院
大
學　

校
史
・
学
術
資
産
研
究　

第
七
号
」
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構　

國
學

院
大
學　

校
史
・
学
術
資
産
研
究
セ
ン
タ
ー　

平
成
二
七
年
三
月
）。

　
（
11
） 　

宇
治
の
祭
礼
と
芸
能
と
の
文
化
史
的
関
係
、
藤
原
忠
文
と
「
ま
た
ふ
り
神
社
」（「
離
宮
明
神
」）
と
の
文
化
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
先
学
の 

ご
論
が
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
林
屋
辰
三
郎
氏
「
宇
治
離
宮
祭
に
つ
い
て
」（『
中
世
芸
能
史
の
研
究
』
三
二
七
～
三
四
二
頁　

一
九
六
〇
年

六
月　

岩
波
書
店
）
及
び
内
田
み
や
子
氏
「
宇
治
大
幣
神
事
と
縣
祭
の
祭
祀
組
織
」（『
京
都
民
俗
』
第
二
十
八
号　

平
成
二
十
三
年
三
月
）
が
あ
る
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
上
田
さ
ち
子
氏
が
「「
ま
た
ふ
り
神
社
」
の
祭
神
は
天
慶
の
乱
で
恩
賞
に
漏
れ
て
恨
み
を
の
ん
で
死
ん
だ
藤
原
忠
文
（
八
七
三
～ 

九
四
七
）
で
、
恩
賞
を
定
め
た
藤
原
実
頼
の
子
女
に
祟
っ
た
の
で
世
に
悪
霊
民
部
卿
と
よ
ば
れ
た
人
物
で
あ
る
。
宇
治
に
別
業
（
別
邸
）
を
持
っ

て
い
た
た
め
宇
治
民
部
卿
の
名
が
あ
っ
た
が
、
今
で
は
居
住
地
さ
え
忘
れ
去
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
故
悪
霊
と
し
て
祀
ら
れ
て
き
た
の

か
。
そ
れ
は
忠
文
が
こ
の
地
域
に
発
生
し
た
怨
霊
の
一
つ
と
さ
れ
た
か
ら
だ
と
私
は
考
え
る
。（
略
）
宇
治
で
は
、
怨
霊
が
、
御
霊
信
仰
の
本
来
の

猖
獗
期
で
あ
る
中
世
に
、名
乗
り
を
あ
げ
て
災
い
を
も
た
ら
し
た
形
跡
は
な
い
。
む
し
ろ
離
宮
明
神
に
中
世
の
御
霊
信
仰
的
な
風
流
が
見
ら
れ
る
。」 
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（「
祓
と
宇
治
―
地
域
と
穢
・
祓
・
神
祇
」『
修
験
と
念
仏　

平
凡
社
選
書
二
二
三
』
二
九
七
～
八
頁　

平
凡
社　

二
〇
〇
五
年
九
月
）
と
論
究
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
流
布
本
を
も
と
に
、
野
口
実
氏
が
、
歴
史
上
の
藤
原
秀
郷
と
説
話
の
世
界
の
「
俵
藤
太
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「『
俵
藤
太

物
語
』
は
、
あ
く
ま
で
も
説
話
・
伝
承
を
ベ
ー
ス
に
娯
楽
を
目
的
に
書
か
れ
た
物
語
文
学
で
は
あ
る
が
、
所
々
に
個
別
的
な
形
で
必
要
以
上
に
正

確
な
歴
史
的
事
実
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
た
と
え
ば
、
む
か
で
を
退
治
し
た
秀
郷
に
た
い
し
て
龍
神
が
謝
恩
と
し
て
鎧
と
太

刀
を
与
え
、『
こ
の
鎧
を
召
し
、
こ
の
剣
を
持
っ
て
、
朝
敵
を
滅
ぼ
し
、
将
軍
に
任
じ
給
う
べ
し
』
と
言
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的

に
秀
郷
本
人
は
将
軍
に
な
っ
た
と
は
述
べ
ず
、
従
四
位
下
武
蔵
守
・
下
野
守
と
記
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
扶
桑
略
記
』
の
記
事
に
基
づ
い
て
お

り
、
上
巻
冒
頭
の
秀
郷
の
系
譜
に
関
す
る
記
述
と
と
も
に
、
こ
の
物
語
の
作
者
が
こ
の
よ
う
な
史
料
を
参
照
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

ま
た
、
中
巻
に
は
秀
郷
の
子
千
常
も
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
こ
の
物
語
の
作
ら
れ
た
時
代
の
鎮
守
府
将
軍
家
と
し
て
の
秀
郷
流

藤
原
氏
に
た
い
す
る
関
心
の
高
ま
り
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
論
究
さ
れ
て
い
る
（「
八　

俵
藤
太
説
話
の
形
成
」「
２　

俵
藤
太
秀
郷

の
造
形
」『
伝
説
の
将
軍　

藤
原
秀
郷
』
一
四
〇
～
一
五
二
頁　

平
成
十
三
年
十
二
月　

吉
川
弘
文
館
）。

　

＊  

國
學
院
大
學
図
書
館
蔵
の
古
典
籍
の
閲
覧
・
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
古
山
主
幹
に
多
大
な
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
『
俵
藤
太
物
語
』
翻
刻

そ
れ
人
王
六
十
一
代
の
帝
朱
雀
院
の
御
宇
に
あ
た
り

承
平
二
壬
辰
歳
神
無
月
廿
日
あ
ま
り
の
事
な
る
に

江
州
勢
多
の
橋
に
お
ほ
い
な
る
大
虵
は
ひ
か
ゝ
り
侍
り

け
れ
は
往
来
の
貴
賤
き
も
魂
を
う
し
な
ひ
た
や
す
く

橋
を
過
る
も
の
な
か
り
け
れ
は
万
民
の
愁
を
な
し
只
橋
の

か
な
た
こ
な
た
に
立
煩
は
う
せ
ん
と
し
て
そ
居
た
り

け
る
こ
ゝ
に
藤
原
秀
郷
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
る
か
此
由
を

聞
て
や
す
か
ら
ぬ
事
な
り
と
て
身
を
や
つ
し
旅
人
の

姿
に
出
立
て
あ
み
笠
と
い
ふ
も
の
を
着
し
つ
ゝ

弓
箭
は
か
り
を
持
只
一
人
橋
の
か
た
へ
来
り
つ
ゝ

此
あ
り
さ
ま
を
見
て
少
も
は
ゝ
か
ら
す
大
虵
の
背
の

上
を
あ
ら
ゝ
か
に
ふ
み
て
し
つ
か
に
そ
通
り
け
る
そ
の
時

み
る
人
こ
と
に
肝
を
け
し
あ
き
れ
は
て
ゝ
そ
居
た
り
け
る

大
虵
も
少
も
は
た
ら
か
す
し
て
そ
の
ま
ゝ
う
せ
に

け
れ
は
諸
人
安
堵
の
お
も
ひ
を
な
し
其
後
た
や

す
く
橋
を
そ
わ
た
し
け
る

上
巻
第
一
図　

秀
郷
、
勢
多
の
橋
で
大
虵
の
背
を
踏
み
つ
け
る

か
く
て
其
後
い
つ
く
と
も
し
ら
す
白
髪
な
る
老
翁
一
人

出
来
り
秀
郷
に
む
か
ひ
て
い
わ
く
我
は
是
此
勢
多
の

橋
の
下
に
往
事
す
て
に
二
千
餘
歳
な
り
我
お
ほ
く
の

貴
賤
を
は
か
り
み
る
に
御
邊
ほ
と
か
う
な
る
人
あ
る

ま
し
我
に
と
し
こ
ろ
地
を
あ
ら
そ
ふ
敵
あ
り
て
合
戦

度
々
に
及
と
い
へ
と
も
身
ふ
せ
う
に
し
て
終
に
そ
の

本
意
を
と
け
す
鬼
界
高
麗
或
震
旦
國
ま
て
も

身
を
化
し
て
相
頼
む
へ
き
人
を
尋
け
れ
と
も
汝
の

こ
と
く
な
る
無
双
武
藝
の
武
士
い
ま
た
み
す
ね
か
わ
く
は

我
に
た
の
ま
れ
て
彼
か
た
き
を
伐
て
た
へ
か
し
と
い
へ
は

秀
郷
こ
た
へ
て
い
わ
く
何
よ
り
そ
れ
こ
そ
安
き
間
の
事
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な
れ
征
夷
使
軍
監
の
家
に
生
る
ゝ
心
は
武
畧
を

さ
き
と
す
る
事
な
れ
は
た
と
ひ
か
た
き
を
う
た
ん

事
は
得
す
と
も
命
は
汝
に
あ
た
へ
て
か
は
ね
を
海
中
に

さ
ら
さ
ん
事
是
後
世
の
名
聞
に
あ
ら
す
や
さ
ら
は

彼
所
に
お
も
む
か
ん
と
い
へ
は
老
翁
立
て
則
秀
郷
に

ち
か
つ
き
相
つ
れ
て
行
け
る
に
誠
に
鳥
も
か
け
り

か
た
き
深
山
な
れ
は
ま
し
て
人
跡
絶
万
仭
の
峯
に

の
ほ
り
千
尋
の
ふ
か
き
谷
に
下
り
行
ほ
と
に
碧
石

そ
は
た
ち
け
る
あ
ら
海
の
邊
に
来
り
ぬ
其
時
彼
老
翁

か
た
り
て
い
わ
く
爰
に
て
ま
ち
給
ふ
へ
し
か
た
き
は
大
虵

な
り
深
更
に
及
ひ
て
風
雨
一
通
り
過
は
必
来
る
へ
し

我
は
ま
た
小
虵
と
な
り
て
か
た
き
を
お
ひ
き
来
る
へ
し

か
な
ら
す
と
云
す
て
ゝ
翁
も
た
ち
ま
ち
さ
り
ぬ
秀
郷
た
ゝ

一
人
老
翁
の
お
し
へ
の
こ
と
く
渚
に
た
ち
て
侍
け
る
か

雲
海
泥
々
と
し
て
泪
天
に
日
暮
煙
波
漫
々
と
し
て

ま
こ
と
に
心
ほ
そ
し
と
も
云
は
か
り
な
し
然
れ
と
も

弓
箭
を
こ
ゝ
ろ
に
頼
つ
ゝ
い
ま
や
〳
〵
と
そ
侍
居

た
り
け
る　

上
巻
第
二
図　

異
時
同
図

①
老
翁
、
秀
郷
に
百
足
退
治
を
頼
む

②
秀
郷
、
老
翁
に
導
か
れ
て
深
山
に
入
る

③
秀
郷
、
弓
矢
を
番
え
る

去
程
に
漸
夜
も
更
行
夜
半
過
る
ほ
と
に
も
な
り
し

か
は
雨
風
一
通
り
過
て
比
良
の
高
峯
の
か
た
よ
り        

焼
松
二
三
千
ほ
と
二
行
に
燃
せ
る
物
み
え
た
り

す
は
や
こ
れ
そ
と
お
も
ひ
五
人
張
に
せ
き
弦
か
け
て

只
し
め
し
三
年
竹
の
ふ
し
近
な
る
を
十
五
束
三
つ

ふ
せ
に
こ
し
ら
ゑ
鏃
の
中
根
を
筈
も
と
ま
て
う
ち

と
を
し
に
し
た
る
矢
只
三
筋
を
手
は
さ
み
矢
こ
ろ

ち
か
く
な
り
し
か
は
件
の
五
人
は
り
に
十
五
束
三
つ
ふ
せ

う
ち
つ
か
ひ
忘
る
ゝ
ほ
と
に
引
し
ほ
り
眉
間
の
真
中

を
そ
い
た
り
け
る
其
箭
手
答
し
く
ろ
か
ね
な
と
を
い
る

や
う
に
聞
し
か
筈
を
返
し
て
そ
立
さ
り
け
る
秀
郷

一
の
箭
を
射
損
し
て
亦
二
の
箭
を
番
て
態
と

前
の
矢
坪
を
と
心
さ
し
い
た
り
け
る
に
此
箭
も
ま
た
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前
の
こ
と
く
に
し
て
お
と
り
帰
り
て
そ
た
ゝ
さ
り
け
る

秀
郷
二
つ
の
矢
を
射
そ
ん
し
つ
頼
所
は
此
箭
一
筋

な
り
い
か
ゝ
は
せ
ん
と
お
も
ひ
け
る
か
き
と
あ
ん
し
出
し

た
る
事
あ
り
と
て
此
度
い
ん
と
し
け
る
矢
さ
き
に
唾
を

は
き
か
け
て
ま
た
お
な
し
矢
所
を
そ
い
た
り
け
る
此

矢
に
毒
を
ぬ
り
た
る
ゆ
へ
に
や
よ
り
け
ん
此
矢
眉
間
の

真
中
を
と
お
り
喉
の
下
迄
は
ふ
く
ら
せ
め
て
そ
た
ち

た
り
け
る
か
件
の
焼
松
も
光
忽
に
き
え
嶋
の
こ
と
く

な
る
物
の
た
を
る
ゝ
音
大
地
を
ひ
ゝ
か
し
太
山
も

く
つ
る
ゝ
や
ら
ん
と
そ
お
ほ
え
け
る

上
巻
第
三
図　

秀
郷
、
百
足
に
三
筋
目
の
矢
を
構
え
る

偖
其
後
た
ち
よ
り
て
是
を
み
る
に
百
足
の
蜈

に
て
そ
あ
り
け
る
其
時
件
の
老
翁
出
来
り

よ
ろ
こ
ふ
事
中
〳
〵
た
と
へ
て
い
わ
ん
か
た
な
し

秀
郷
を
請
し
さ
ま
〳
〵
も
て
な
し
け
る
事
は

い
ふ
は
か
り
な
し

上
巻
第
四
図　

秀
郷
、
百
足
退
治
を
老
翁
に
語
る

秀
郷
こ
れ
そ
音
に
聞
龍
宮
城
と
お
ほ
え
て
行
に

ひ
と
つ
の
樓
門
あ
り
是
を
ひ
ら
き
て
う
ち
に
い
る
に

瑠
璃
の
沙
た
ま
の
い
し
た
ゝ
み
あ
た
ゝ
か
に
し
て
お
の
つ
か
ら

ふ
ん
〳
〵
た
り
朱
樓
紫
殿
玉
の
ら
ん
か
ん
こ
か
ね
を

鐺
に
し
銀
を
柱
と
し
誠
其
粧
ひ
奇
麗
目
に
も

み
す
ま
し
て
み
ゝ
に
も
聞
さ
り
し
所
な
り
彼
老
翁
衣

冠
た
ゝ
し
く
引
つ
く
ろ
ひ
左
右
侍
衛
の
官
前
後

は
る
の
よ
そ
ほ
ひ
い
ふ
は
か
り
な
く
し
て
秀
郷
を
い
ね
う

か
つ
か
う
は
中
〳
〵
筆
に
も
つ
く
し
か
た
き
あ
り
さ
ま
な
り

上
巻
第
五
図　

異
時
同
図

①
衣
冠
を
正
し
く
し
た
老
翁
、
龍
宮
城
で
秀
郷
を
歓
待
す
る

②
秀
郷
、
龍
女
か
ら
歓
待
を
受
け
る

其
後
巻
絹
鎧
二
領
か
し
ら
ゆ
ひ
た
る
俵
二
つ
赤
銅

の
つ
り
か
ね
ひ
と
つ
を
秀
郷
に
あ
た
へ
て
い
わ
く
必
御
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邊
の
門
葉
に
将
軍
に
な
る
人
お
ほ
か
る
へ
し
と
そ
し
め
し

け
る
秀
郷
も
彼
老
翁
に
い
と
ま
こ
ひ
た
つ
の
都
を
そ

出
に
け
る
ま
こ
と
に
秀
郷
の
弓
箭
の
道
に
天
下
に

か
た
を
な
ら
ふ
る
も
の
な
か
り
し
も
こ
と
は
り
と
そ

聞
人
こ
と
に
い
わ
ぬ
は
な
か
り
け
り

上
巻
第
六
図　

異
時
同
図

①
龍
王
、
秀
郷
に
巻
絹
・
鎧
・
俵
・
釣
鐘
を
与
え
る

②
秀
郷
、
釣
鐘
と
と
も
に
地
上
へ
向
か
う

秀
郷
は
都
へ
帰
り
て
此
絹
を
き
り
つ
か
ふ
に
更
に
つ
く
る

事
な
し
俵
は
納
物
を
と
れ
と
も
こ
れ
又
つ
く
る
事

な
か
り
き
さ
て
こ
そ
そ
れ
よ
り
其
名
俵
藤
太
と
は

い
ひ
け
る
と
な
り
そ
の
俵
は
産
業
の
た
か
ら
な
れ
は

と
て
こ
れ
を
倉
廩
に
お
さ
め
鐘
は
梵
砌
の
物
な
れ
は

と
て
江
州
三
井
寺
へ
こ
れ
を
奉
る
な
り
此
鐘
の

こ
ゑ
を
聞
輩
は
無
明
長
夜
の
夢
を
お
と
ろ
か
し

慈
尊
出
世
の
あ
か
つ
き
を
ま
つ
末
代
ふ
し
き
の

事
と
も
な
り

中
巻

中
巻
第
一
図　

秀
郷
一
族
の
弓
矢
の
腕
前
が
披
露
さ
れ
る

凡
秀
郷
の
弓
箭
の
勢
漢
の
韓
信
陳
平
の
御

こ
と
に
も
越
た
り
む
か
し
よ
り
か
た
き
を
ほ
ろ
ほ
し
て

将
軍
を
蒙
る
人
お
ほ
し
と
い
へ
と
も
或
一
代

或
二
代
な
り
此
秀
郷
は
子
息
の
代
に
傳
り
て

鎮
守
府
の
将
軍
か
う
を
蒙
る
事
異
國
に
は

し
ら
す
我
朝
に
は
か
ゝ
る
た
め
し
な
し
い
は
ん
や

末
代
に
あ
る
へ
し
と
も
お
ほ
え
す
弓
箭
と
る

身
は
た
れ
も
か
く
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
と
人
々

申
あ
へ
り
け
り

貞
盛
は
都
に
あ
り
け
る
か
彼
地
に
馳
下
り

合
戦
度
々
に
及
と
い
へ
と
も
将
門
は
白
鬚
と
て

三
尺
か
う
ち
は
弓
箭
太
刀
か
た
な
よ
ら
ぬ
鎧
を
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着
し
つ
ゝ
八
方
栗
毛
と
て
木
す
ゑ
を
つ
た
ひ

水
の
う
へ
も
は
し
る
龍
馬
に
乗
戦
け
る
に

凡
夫
の
面
を
む
か
ふ
へ
き
や
う
も
な
か
り
け
れ
は

其
本
意
を
と
け
す
た
と
へ
は
鷹
の
下
の
す
ゝ
め

鼠
の
う
へ
の
油
の
こ
と
く
に
て
都
へ
上
り
つ
ゝ

歳
月
を
そ
を
く
り
け
る
将
門
倩
お
も
ひ
け
る
昔
の

景
帝
天
皇
は
五
代
王
位
を
た
も
た
せ
給
ひ
て

後
位
に
即
せ
給
ひ
き
我
は
こ
れ
天
照
太
神

三
十
八
世
の
御
末
桓
武
天
皇
六
代
の
孫

な
り
十
禅
の
主
に
そ
な
わ
ら
ん
に
な
に
の

は
ゝ
か
り
あ
る
へ
き
其
上
天
照
太
神
正
八
幡

大
菩
薩
も
い
か
て
か
百
王
の
位
に
も
ら
し
給
ふ
へ
き

と
て
謀
叛
を
お
こ
し
て
東
八
ヶ
國
を
う
ち

し
た
か
へ
つ
ゝ
天
慶
二
年
十
一
月
十
五
日
下
野
の

國
相
馬
の
郡
に
都
を
た
て
平
親
王
と
い
わ
れ

百
官
を
は
し
め
除
目
を
と
り
お
こ
な
ひ
八
ヶ
國

の
守
に
任
す
る
人
々
武
蔵
権
守
興
世
は
上
野
守

に
な
る
坂
上
近
高
は
武
蔵
守
に
任
し

相
馬
の
三
郎
ま
さ
つ
く
は
下
野
守
同
七
郎

ま
さ
ふ
ん
は
相
模
守
厩
別
當
田
上
経
基
は

上
総
守
藤
原
玄
茂
は
常
陸
守
同
相
馬
与
一

正
義
は
下
野
守
同
余
次
正
衡
は
伊
豫
守
に
そ

な
り
に
け
り

中
巻
第
二
図　

将
門
、
相
馬
の
郡
に
て
除
目
を
行
う

か
く
て
此
由
都
に
き
こ
え
し
か
は
同

庚
子
正
月

十
一
日
将
門
追
伐
の
官
符
被
下

　
　

大
政
官
符
下
東
海
東
山
両
道
諸
國
司
應

　
　

援
有
殊
功
輩
加
不
須
賞
事

右
平
将
門
積
悪
弥
長
宿
暴
暗
成
猥
指
烏
合
之

群
只
宗
狼
戾
之
事
獨
知
井
底
之
廣
宣
忘
海

外
之
間
開
闢
以
來
本
朝
之
間
叛
逆
之
甚
未
有
此

比
者
左
大
臣
宣
奉　

勅
宣
仰
國
宰
若
敬
魁
帥

者
募
以
来
紫
之
品
賜
以
田
地
之
賞
永
及
子
孫
傳
之

不
朽
又
斬
次
将
者
随
其
勲
功
賜
官
爵
者
更
承
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知
句
違
矣

天
慶
三
歳

庚
子
正
月
十
一
日

　
　
　
　
　

従
五
位
下
右
大
夫
尾
張
言
鑒

　
　
　
　
　

右
少
弁
正
五
位
下
内
蔵
頭
源
朝
臣
相
織
奉

爰
に
秀
郷
思
惟
し
て
い
わ
く
我
将
門
か
躰
を
み
ん
に

若
大
将
軍
の
相
あ
り
て
國
家
あ
や
う
か
る
へ
く
は

直
に
い
の
ち
を
す
て
ゝ
か
れ
か
命
を
う
は
ふ
へ
し

も
し
さ
も
あ
ら
す
ん
は
戦
を
い
た
さ
ん
と
こ
ゝ
ろ
の

う
ち
に
ち
か
ひ
つ
ゝ
則
舎
人
一
人
相
供
し
て
潜

将
門
か
陣
内
に
い
た
り
て
こ
と
の
よ
し
を
い
ふ

将
門
け
つ
る
所
の
髪
を
も
い
わ
す
烏
帽
子
引
入

い
そ
き
出
向
ひ
て
秀
郷
を
請
し
て
い
わ
く
汝
は
是

本
朝
無
双
の
兵
何
か
ゆ
へ
に
今
爰
に
来
り
給
ふ

秀
郷
答
て
い
わ
く
我
日
来
は
王
位
に
恐
れ
一
旦
勅
命

に
し
た
か
ふ
と
い
へ
と
も
汝
ま
さ
に
畧
位
た
か
く
し
か
も

勝
負
の
い
ろ
を
み
す
國
の
主
た
ら
ん
事
案
に

う
た
か
ひ
な
し
於
向
後
御
方
に
し
て
戦
い
た

さ
ん
と
い
ふ
そ
の
時
将
門
歓
喜
の
あ
ま
り
に
酒
を

す
ゝ
む
時
に
土
器
を
論
す
秀
郷
先
の
む
へ
き
を

将
門
こ
ゝ
ろ
を
あ
ら
は
さ
し
め
ん
か
た
め
に
先
将
門
に

呑
せ
て
其
後
種
々
の
契
約
を
な
し
て
出
ら
れ
け
る
か

倩
将
門
を
見
る
に
其
相
か
ろ
く
し
て
か
た
き
粧

な
し
人
君
の
躰
に
あ
ら
す
偏
に
國
土
の
ほ
う
そ
く
也

合
戦
を
い
た
し
て
命
を
う
は
は
ん
事
案
の
内

な
り
と
て
直
に
勝
負
を
せ
す
し
て
出
ら
れ
け
り

中
巻
第
三
図　

将
門
、
秀
郷
の
言
葉
に
歓
喜
し
て
酒
を
す
す
め
る

同
十
四
日

庚
戌
秀
郷
貞
盛
以
下
の
軍
兵
下
野
の
國

相
馬
の
郡
に
し
て
将
門
と
合
戦
た
ゝ
か
ひ
に
い
の
ち
を

お
し
ま
す
時
を
う
つ
す
秀
郷
貞
盛
身
命
を
す
て

万
死
に
い
り
一
生
に
い
て
ゝ
た
ゝ
か
ひ
け
る
か
未
時
に

矢
合
し
て
散
々
に
戦
官
兵
凶
徒
に
う
ち
反
さ
れ
て

死
す
る
者
八
十
餘
人
疵
を
蒙
る
者
そ
の
数
を

し
ら
す
貞
盛
秀
郷
等
引
退
刻
に
将
門

勝
に
乗
て
責
た
ゝ
か
ふ
其
時
貞
盛
秀
郷
精
兵
を
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す
く
り
身
骨
を
く
た
き
反
合
て
戦
け
れ
は
ほ
と
な
く

凶
徒
う
ち
ま
け
て
馬
は
風
飛
の
あ
ゆ
み
を
忘
れ

将
門
は
李
老
か
術
を
う
し
な
ひ
今
を
限
り
と
思
ひ

門
に
う
ち
出
る
所
に
秀
郷
か
子
息
千
常
父
の
い
の
こ

せ
る
矢
を
と
り
将
門
か
馬
の
額
を
射
わ
り
尾
の
下
へ

射
出
し
次
の
箭
に
く
ひ
の
ほ
ね
を
そ
い
た
り
け
る

し
か
れ
と
も
将
門
馬
も
少
も
さ
は
か
す
眼
を
見
ひ
ら

き
て
そ
立
た
り
け
る

中
巻
第
四
図　

異
時
同
図

①
秀
郷
・
貞
盛
軍
、
相
馬
の
郡
で
将
門
と
合
戦
す
る

②
馬
に
乗
っ
た
将
門
、
目
を
見
開
き
て
立
つ

大
将
軍
は
下
野
の
押
領
司
藤
原
秀
郷
常
陸
大
掾

貞
盛
な
り
け
る
か
同
二
月
八
日
に
か
さ
ね
て
公
卿

僉
義
あ
り
て
宇
治
民
部
卿
藤
原
忠
文
副
将
軍
の

宣
旨
を
蒙
り
て
舎
弟
刑
部
大
輔
仲
舒
も
と
も
に

下
向
せ
ら
れ
け
る
彼
卿
は
白
河
宰
相
五
代
の
末
参
議

季
良
か
男
な
り
駿
河
國
富
士
の
麓
野
浮
嶋

原
を
前
に
當
て
清
見
関
に
宿
し
て
侍
り
け
る
に

あ
ま
の
い
さ
り
火
を
み
て
折
節
こ
ゝ
ろ
す
み

け
る
に
清
原
滋
藤
と
い
ふ
人
を
も
と
も
な
へ
り

け
る
か
滋
藤

　

漁
舟
火
影
冷
焼
波
驛
路
鈴
聲
夜
過
山

と
い
ふ
か
ら
う
た
を
詠
し
た
り
け
る
に
将
軍
な
み
た

を
そ
な
か
し
給
ひ
け
る

中
巻
第
五
図　

清
原
滋
藤
、
漢
詩
を
詠
ず

去
程
に
秀
郷
貞
盛
は
終
に
凶
徒
の
軍
に
う
ち

か
つ
て
将
門
か
首
其
外
同
舎
弟
か
首
と
も
持
せ
て

さ
ゝ
め
か
い
て
上
り
け
る
ほ
と
に
駿
河
國
清
見
か
関
に
て

行
逢
そ
れ
よ
り
前
後
の
大
将
う
ち
つ
れ
て
上
洛
す

貞
盛
秀
郷
に
は
勧
賞
お
こ
な
は
れ
そ
の
粧
ひ

い
ふ
は
か
り
な
し
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中
巻
第
六
図　

秀
郷
、
将
門
ら
の
首
を
持
ち
清
見
が
関
を
越
え
る

下
巻

将
門
承
平
年
中
よ
り
お
ほ
く
の
人
を
う
し
な
ひ

朝
家
の
わ
つ
ら
ひ
と
な
り
ぬ
れ
と
も
天
慶
三
年
二
月

十
四
日
秀
郷
か
た
め
に
誅
せ
ら
れ
に
け
り
そ
の
と
し
儘
に

六
七
年
な
り
昔
入
鹿
大
臣
天
下
を
か
た
ふ
け
し
に

天
智
天
皇
三
年
六
月
十
四
日
に
大
極
殿
に
し
て

鎌
足
入
鹿
を
う
ち
給
ひ
て
内
大
臣
に
な
り
給
ひ
き

こ
れ
内
大
臣
の
は
し
め
な
り

下
巻
第
一
図　

将
門
の
邸
、
猛
火
に
包
ま
れ
る

同
四
月
廿
五
日
に
将
門
か
首
都
に
つ
き
大
路
を

渡
て
獄
門
の
木
に
か
け
ら
る
あ
わ
れ
な
る
哉
昨
日
は

東
夷
の
親
王
と
か
し
つ
か
れ
し
か
と
も
正
し
く

王
位
を
そ
む
き
し
天
運
よ
と
み
な
人
こ
と
に
い
ひ

あ
へ
り
け
り
そ
れ
よ
り
世
お
さ
ま
り
て
以
来
二
百

七
十
七
歳
其
間
帝
王
二
十
三
代
臣
又
摂
禄
を

ふ
み
て
今
の
摂
政
ま
て
は
九
代
な
り
さ
れ
は
秀
郷

卿
迄
八
代
の
後
胤
を
う
け
て
い
ま
た
御
て
き

を
ほ
ろ
ほ
す
に
こ
そ
と
人
々
申
あ
へ
り
け
り

下
巻
第
二
図　

異
時
同
図

①
将
門
の
首
、
都
の
大
路
に
着
く

②
秀
郷
ら
、
評
定
す
る
（
？
）

同
御
宇
天
慶
二
年
三
月
九
日

乙
亥
け
ん
し
や
う

お
こ
な
は
る
藤
原
秀
郷
正
四
位
下
に
叙
し
て
武
蔵
と

上
野
両
國
の
守
に
任
し
鎮
守
府
の
将
軍
を

け
ん
し
て
敵
き
り
た
い
ら
け
永
く
子
孫
に

傳
り
て
子
息
千
常
従
五
位
下
に
叙
し
て
下
野
守
に

任
す
後
張
良
か
書
を
授
て
た
ち
と
こ
ろ
に

師
傳
に
の
ほ
る
偏
に
弓
箭
の
藝
も
か
く
や
と
そ

覚
け
る
平
貞
盛
は
上
平
太
な
り
け
る
か
従
五
位
上
に
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叙
し
て
陸
奥
守
に
任
し
宇
治
民
部
卿
忠
文
は
副

将
軍
な
り
し
か
と
も
下
向
な
き
以
前
に
将
門
う
た
れ

け
れ
は
道
よ
り
帰
り
け
り
こ
れ
も
同
恩
賞
蒙
る

へ
き
よ
し
申
け
る
に
小
野
宮
殿
一
座
に
て
う
た
か
は
し
き

を
は
お
こ
な
は
さ
れ
と
云
文
あ
り
と
て
捨
ら
れ
け
る
を

九
條
殿
次
座
に
て
刑
の
う
た
か
は
し
と
賞
の
う
た

か
は
し
き
を
は
あ
た
へ
よ
と
云
文
を
ひ
か
せ
給
ひ
け
れ
と
も

僉
義
に
つ
き
て
や
み
に
き

下
巻
第
三
図　

秀
郷
ら
、
恩
賞
を
蒙
る

か
く
て
副
将
軍
宇
治
民
部
忠
文
は
終
に
勧
賞

蒙
ら
さ
り
け
れ
と
も
九
條
殿
御
詞
を
畏
内
裏
を

罷
出
け
る
か
大
地
も
響
大
山
も
く
つ
る
ゝ
計
の
音

聲
を
以
て
口
惜
事
な
り
同
勅
命
を
蒙
て
同
朝

敵
を
亡
か
し
一
人
は
賞
に
あ
つ
か
り
一
人
は
恩
に
も
る
ゝ

小
野
宮
殿
の
御
は
か
ら
ひ
生
々
世
々
不
可
忘
家
門
を

な
か
く
う
し
な
は
ん
と
訇
り
左
右
の
手
を
に
き
り

給
へ
は
八
の
爪
手
の
中
に
通
り
血
な
か
れ
出
け
れ
は

各
肝
魂
を
け
し
給
ひ
け
る
か
宿
所
に
帰
り
一
夜
か

う
ち
に
白
鬚
と
な
り
て
終
日
食
事
を
と
め
終
に

う
せ
に
き
悪
霊
と
な
り
さ
ま
〳
〵
お
そ
ろ
し
き

事
と
も
多
か
り
け
り

則
神
に
い
わ
ゝ
れ
給
ひ
て
宇
治
に
お
は
し
ま
す

離
宮
明
神
こ
れ
な
り
い
か
な
る
事
に
や
祭
の

日
は
わ
ら
わ
へ
の
お
ほ
く
あ
つ
ま
り
侍
る
と
そ
こ
れ
よ
り

小
野
宮
殿
の
子
孫
絶
は
て
ゝ
九
條
殿
は
一
言
の

情
に
依
て
摂
政
関
白
今
に
た
え
さ
せ
給
は
す

下
巻
第
四
図　

忠
文
、
悪
霊
と
な
り
離
宮
明
神
に
ま
つ
ら
れ
る


