
國學院大學学術情報リポジトリ

The Influence of the Legends of Ōshū Shiroishi
and Kaison on the Illustrated Story Book Suruga
Kiyoshige - Date Kamiko Oisutematsu

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2023-02-05

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: Mita, Kana

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00000588URL



『駿河清重 伊達紙子笈捨松』における伝説の再生─ 17 ─

は
じ
め
に

　

江
戸
の
十
七
世
紀
後
半
か
ら
幼
童
の
娯
楽
の
た
め
の
絵
本
が
出
版
さ

れ
、
表
紙
の
色
か
ら
赤
本
、
黒
本
、
青
本
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
が
十
八
世

紀
後
半
に
な
る
と
、
一
冊
五
丁
が
二
、三
冊
の
形
の
「
絵
入
り
小
説
」
の

ス
タ
イ
ル
と
な
り
、婦
女
子
層
か
ら
大
人
向
け
の
読
者
を
対
象
と
し
た「
黄

表
紙
」
が
生
ま
れ
て
く
る
。
滑
稽
や
風
刺
を
基
調
と
し
た
「
風
俗
、
世
相

漫
画
」
風
で
、
現
代
の
成
人
向
け
漫
画
雑
誌
や
週
刊
誌
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
し
た
。
た
だ
、「
黄
表
紙
」
と
名
付
け
た
の
は
後
世
の
草
双
紙
の
文

『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
に
お
け
る
伝
説
の
再
生

─
奥
州
白
石
噺
と
常
陸
坊
海
尊
─

三
田
加
奈

学
史
家
で
、
当
時
は
体
裁
が
変
わ
ら
な
い
の
で
青
本
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

意
味
や
価
値
の
異
な
る
も
の
を
連
想
さ
せ
る
「
見
立
て
」
や
、
現
実
世

界
の
情
報
や
話
題
の
裏
側
を
暴
い
て
見
せ
る
「
う
が
ち
」
の
手
法
を
用
い

て
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
趣
向
の
も
の
が
多
く
、
水
野
稔
に
よ
る
と
「
安
永

四
年
（
一
七
七
五
）
か
ら
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
ま
で
に
出
版
さ
れ
た

黄
表
紙
は
二
千
種
を
こ
え
る
。」
と
い
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
人
気
を
博
し
、

ま
た
手
軽
に
購
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

江
戸
の
後
期
に
刊
行
さ
れ
た
鳥
居
清
経
画
・
作
の
『
駿
河
清
重　

伊
達

紙
子
笈
捨
松
』（
安
永
五
／
一
七
七
六
）
を
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
る
。

鳥
居
清
経
は
、
鳥
居
派
に
属
す
る
絵
師
で
、〈
黒
本
・
青
本
〉
を
多
く
手
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が
け
、
黄
表
紙
の
制
作
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
黒
本
、
青

本
、黄
表
紙
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
判
断
が
難
し
い
が
、島
津
久
基
は「
黄

表
紙
」
に
位
置
づ
け
て
お
り（

1
（

、
安
永
五
年
の
出
版
物
で
や
や
大
人
向
け
と

思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
も
「
黄
表
紙
」
に
分
類
す
る
。

　

こ
の
黄
表
紙
は
、
源
義
経
没
後
の
平
泉
の
藤
原
氏
と
鎌
倉
勢
と
の
文
治

五
年
奥
州
合
戦
を
表
向
き
に
し
て
、
そ
の
裏
に
江
戸
の
中
期
に
あ
っ
た
と

さ
れ
る
敵
討
を
絡
ま
せ
た
物
語
構
成
で
あ
る
。
義
経
を
襲
撃
し
、
自
害
さ

せ
た
藤
原
泰
衡
と
そ
の
重
臣
の
金
剛
秀
綱
を
、
義
経
の
雑
色
で
あ
る
駿
河

次
郎
清
重
が
狙
い
、
ま
た
一
方
で
金
剛
秀
綱
を
父
の
仇
敵
と
す
る
娘
と
協

力
し
、
つ
い
に
両
者
の
仇
討
ち
を
成
就
さ
せ
る
と
い
う
史
実
に
似
せ
た

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。江
戸
の
中
頃
、実
際
に
宮
城
県
白
石
市
で
起
こ
っ

た
と
さ
れ
る
敵
討
事
件
を
取
り
込
み
、
舞
台
を
鎌
倉
時
代
の
奥
州
を
中
心

に
仕
立
て
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
作
品
そ
の
も
の
は
荒
唐
無
稽
で
あ
る
が
、
作
品
構
想
に
な

ぜ
義
経
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
に
、
義
経
の
家
臣
で
あ
っ
た
常

陸
坊
海
尊
も
残
夢
仙
人
と
し
て
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
登
場
し
て
く
る
。

江
戸
期
に
義
経
や
そ
の
家
臣
ら
が
文
芸
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

は
、
義
経
お
よ
び
海
尊
伝
説
を
研
究
す
る
立
場
か
ら
す
る
と
見
逃
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
作
品
を
通
し
て
見
え
て
く
る
義
経
伝
説
や
そ
の
伝
承
世
界

を
、
こ
こ
で
は
追
究
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

本
稿
で
は
ま
ず
黄
表
紙
『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
の
内
容
を
、

順
を
追
っ
て
説
明
し
、
続
い
て
物
語
の
背
景
に
あ
る
史
実
や
事
件
を
関
係

づ
け
て
解
説
す
る
。
そ
し
て
、
作
品
が
意
図
す
る
テ
ー
マ
を
確
認
し
な
が

ら
、
駿
河
次
郎
清
重
、
常
陸
坊
海
尊
を
め
ぐ
る
伝
説
の
時
代
的
意
義
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
伝
説
が
江
戸
の
文
芸
世
界
で
ど
の
よ
う

な
関
心
を
持
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
伝
説
を
地
域
の
信
仰
と
い
う
側
面
か
ら
だ
け
で
な
く
、
文
芸
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
変
容
の
問
題
と
し
て
も
追
究
し
て
い
く
。
都
市

の
消
費
社
会
に
お
け
る
享
受
の
一
端
と
し
て
、
そ
の
意
義
に
触
れ
な
が
ら

伝
説
の
変
貌
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一　
『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
の
二
つ
の
敵
討

　

鳥
居
清
経
は
、
江
戸
中
期
に
活
躍
し
た
鳥
居
清
満
の
門
人
で
、
清
長
と

と
も
に
名
高
い
人
物
で
あ
る
。
蝦
夷
開
拓
を
熱
心
に
取
り
組
む
田
沼
意
次

の
時
代
を
中
心
に
活
躍
し
、
鳥
居
派
が
得
意
と
し
た
〈
黒
本
・
青
本
〉
の

流
れ
を
汲
ん
で
い
る
。
清
経
は
安
永
三
年
に
『
伊
豆
熱
海
温
泉
縁
起
』
を

画
く
な
ど
、
敵
討
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
敵
討

物
で
あ
る
『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
は
、
三
冊
の
全
十
五
丁
の

体
裁
で
、「
奥
州
白
石
噺
」
に
着
想
を
得
た
作
品
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
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あ
ら
す
じ
を
あ
げ
る
。

　

源
義
経
が
高
館
で
自
害
し
た
後
、
奥
州
平
泉
の
藤
原
泰
衡
兄
弟
が
今
後

の
戦
の
評
議
を
す
る
が
、
そ
の
仲
立
ち
の
中
心
は
泰
衡
の
重
臣
金
剛
秀
綱

（
も
と
は
秀
衡
の
重
臣
）
で
あ
る
［
一
丁
表
］。
い
つ
に
な
く
泰
衡
が
心

地
悪
く
患
っ
た
こ
と
か
ら
、
秀
綱
と
そ
の
従
者
平
馬
が
塩
釜
明
神
に
代
参

に
出
か
け
る
。
そ
こ
で
、
し
お
や
き
平
作
（
実
は
義
経
の
郎
党
）
の
娘
お

そ
の
を
見
初
め
、
恋
慕
の
心
を
抱
く
［
一
丁
裏
・
二
丁
表
］。
娘
を
手
に

入
れ
よ
う
と
あ
れ
こ
れ
画
策
す
る
が
、つ
い
に
平
作
を
責
め
殺
害
す
る［
二

丁
裏
・
三
丁
表
］。
秀
綱
に
父
を
殺
さ
れ
た
お
そ
の
は
、
仇
討
ち
す
る
こ

と
を
心
に
決
め
、
金
龍
軒
と
名
乗
る
駿
河
清
重
の
屋
敷
の
門
を
た
た
き
、

剣
術
の
指
南
を
依
頼
す
る
［
三
丁
裏
・
四
丁
表
］。

　

そ
の
こ
ろ
、
泰
衡
は
さ
ま
ざ
ま
な
怪
異
に
悩
ま
さ
れ
続
け
る
。
兄
の
国

衡
が
宿
直
し
て
い
る
と
、泰
衡
と
小
鬼
の
問
答
す
る
様
子
を
実
見
す
る［
四

丁
裏
・
五
丁
表
］。

　

お
そ
の
は
金
龍
軒
に
よ
く
仕
え
、
剣
術
を
学
び
、
腕
を
み
が
く
。
そ
し

て
、
門
弟
の
信
夫
の
介
ま
さ
は
る
と
出
会
う
。
ま
さ
は
る
は
お
そ
の
の
美

し
さ
に
見
惚
れ
る
［
五
丁
裏
］。

　

泰
衡
の
屋
敷
に
は
、妖
怪
の
大
腕
が
現
れ
、「
不
忠
・
不
孝
」と
な
じ
る
。

泰
衡
お
よ
び
秀
綱
ら
は
恐
れ
悩
乱
す
る
［
六
丁
表
］。
宿
直
の
国
衡
が
、

現
れ
た
妖
怪
を
斬
っ
た
と
こ
ろ
、
火
鉢
が
二
つ
に
割
れ
、
画
か
れ
た
力
士

が
血
に
染
ま
る
［
六
丁
裏
・
七
丁
表
］。

　

お
そ
の
は
敵
討
の
秘
密
を
ま
さ
は
る
に
打
ち
明
け
る
。
一
方
、
主
君
義

経
の
仇
で
あ
る
泰
衡
を
討
つ
こ
と
が
い
ま
だ
叶
わ
な
い
こ
と
を
金
龍
軒
は

嘆
く
［
七
丁
裏
・
八
丁
表
］。
金
龍
軒
は
お
そ
の
と
ま
さ
は
る
を
近
く
に

呼
び
、
か
つ
て
義
経
の
雑
色
駿
河
清
重
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
し
、
い
ま

や
年
を
老
い
て
本
意
を
遂
げ
ら
れ
な
い
苦
衷
を
吐
露
す
る
。
そ
し
て
、
お

そ
の
の
狙
う
相
手
が
主
君
義
経
の
敵
で
あ
る
と
し
て
、
金
龍
軒
は
鎌
倉
方

の
情
報
と
刀
を
渡
す
。
ま
さ
は
る
も
義
経
の
家
来
佐
藤
継
信
の
子
で
あ
る

こ
と
を
打
ち
明
け
る
［
八
丁
裏
・
九
丁
表
］。（
筆
者
注
）
こ
の
部
分
は
、

三
人
の
思
惑
が
一
致
し
、
二
つ
の
敵
討
が
結
び
つ
い
て
泰
衡
、
秀
綱
の
殺

害
へ
と
展
開
す
る
分
岐
点
で
あ
る
。

　

お
そ
の
と
ま
さ
は
る
は
身
を
や
つ
し
て
、
阿
津
賀
志
山
（
厚
樫
山
）
の

鎌
倉
勢
の
陣
所
に
忍
び
込
む
。
そ
の
場
の
雑
兵
に
馳
走
し
、
畠
山
重
忠
の

側
近
で
あ
る
半
澤
六
郎
に
会
わ
せ
て
も
ら
う
よ
う
に
頼
む
［
九
丁
裏
・
十

丁
表
］。

　

半
澤
に
敵
討
を
申
し
出
た
と
こ
ろ
快
諾
さ
れ
、
先
に
平
泉
に
忍
び
こ
ん

で
合
図
を
待
つ
よ
う
に
い
わ
れ
る
［
十
丁
裏
］。
お
そ
の
と
ま
さ
は
る
は

平
泉
に
向
か
う
が
、
道
中
の
山
中
に
て
お
そ
の
は
ま
さ
は
る
と
は
ぐ
れ
て

し
ま
う
。
そ
の
夜
の
夢
に
、
残
夢
仙
人
が
現
れ
て
「
泰
衡
に
さ
ま
ざ
ま
な
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怪
異
を
も
た
ら
し
た
の
は
自
分
の
通
力
で
あ
る
。
ま
た
、
親
の
敵
で
あ
る

秀
綱
を
討
と
う
と
す
る
な
ら
、通
力
で
こ
こ
に
秀
綱
を
連
れ
て
く
る
か
ら
、

こ
こ
に
い
る
よ
う
に
」
と
諭
す
［
十
一
丁
表
］。

　

阿
津
賀
志
山
合
戦
で
平
泉
勢
は
破
れ
、
国
衡
は
ど
う
に
か
し
て
平
泉
の

弟
泰
衡
の
も
と
へ
戻
ろ
う
と
す
る
途
中
、
半
澤
六
郎
と
出
会
い
、
相
対
す

る
。
そ
こ
に
ま
さ
は
る
が
助
太
刀
に
現
れ
、
国
衡
を
打
ち
取
る
［
十
一
丁

裏
・
十
二
丁
表
］。

　

一
方
、
阿
津
賀
志
山
合
戦
に
負
け
た
こ
と
を
知
っ
た
秀
綱
と
平
馬
は
、

主
君
の
泰
衡
と
御
台
を
裏
切
っ
て
殺
す
［
十
二
丁
裏
・
十
三
丁
表
］。
秀

綱
は
、
畠
山
の
陣
所
に
駆
け
込
む
山
中
で
迷
い
、
お
そ
の
と
ま
さ
は
る
の

二
人
に
遭
遇
し
、
二
人
は
み
ご
と
仇
討
ち
を
成
し
遂
げ
る
。
背
後
で
、
残

夢
が
通
力
で
加
勢
す
る
［
十
三
丁
裏
・
十
四
丁
表
］。

　

無
事
に
本
懐
を
成
し
遂
げ
た
お
そ
の
夫
妻
は
、
畠
山
の
も
と
へ
報
告
に

い
く
。
畠
山
は
鎌
倉
に
こ
の
手
柄
を
鎌
倉
殿
に
報
告
す
る
こ
と
を
約
束
す

る
［
十
四
丁
裏
・
十
五
丁
表
］。

　

結
末
は
祝
儀
。
残
夢
と
駿
河
清
重
の
久
々
の
対
面
で
締
め
く
く
る
。
残

夢
は
常
陸
坊
海
尊
で
あ
る
こ
と
を
名
乗
り
、
義
経
が
蝦
夷
の
大
王
と
し
て

君
臨
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
。
駿
河
清
重
は
、
仇
討
ち
が
果
た
さ
れ
た

こ
と
と
義
経
の
活
躍
を
聞
い
て
喜
ぶ
［
十
五
丁
裏
］。

　

高
館
合
戦
以
後
の
、
源
頼
朝
が
率
い
る
鎌
倉
勢
と
奥
州
藤
原
氏
の
平
泉

勢
と
の
文
治
五
年
奥
州
合
戦
を
話
題
に
し
た
物
語
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭

然
で
、
最
後
に
義
経
の
蝦
夷
地
の
王
の
こ
と
ま
で
触
れ
て
い
る
。
次
に
そ

の
「
登
場
人
物
表
」
を
載
せ
る
。
登
場
人
物
と
、
そ
の
実
像
や
人
物
関
係

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
続
い
て
の
二
章
で
は
、
こ
の
物
語
の
中
心
に
あ

登場人物表

登場人物 実像、人物関係

義
経
方

金龍軒 実は駿河清重
平作 義経の郎等
おその 平作の娘
信夫の介まさはる 佐藤継信の子
残夢仙人 実は常陸坊海尊※

藤
原
方

錦戸太郎国衡 藤原秀衡の長男
伊達次郎泰衡 藤原秀衡の次男（嫡男）
金剛別当秀綱 秀衡・泰衡の家臣
松ざき平馬是くに 秀綱の部下
泰衡御台 ――

鎌
倉
方

畠山重忠（秩父殿） 頼朝の重臣
半澤六郎 重忠の部下

（鎌倉殿） 源頼朝
※ 常陸坊海尊。物語では「ひたちぼうかいぞん」と
表記される。



『駿河清重 伊達紙子笈捨松』における伝説の再生─ 21 ─

る
敵
討
事
件
の
主
人
公
・
駿
河
次
郎
清
重
の
人
物
造
型
と
、
事
件
の
歴
史

的
背
景
お
よ
び
そ
の
伝
説
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

二　

駿
河
清
重
と
義
経
伝
説

　

外
題
（
タ
イ
ト
ル
）
に
み
ら
れ
る
人
物
の
「
駿
河
清
重
」
は
、『
義
経
記
』

で
は
源
義
経
の
雑
色
と
し
て
、
ほ
ん
の
一
部
に
登
場
す
る
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
記
事
に
基
づ
い
た
と
思
わ
れ
る
幸
若
舞
『
清
重
』
で
も
義
経

の
郎
等
と
し
て
出
て
く
る
が
、
そ
の
存
在
感
は
薄
い
。『
吾
妻
鑑
』
で
も

名
前
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、実
在
の
人
物
で
あ
る
か
さ
え
怪
し
い
。

そ
の
駿
河
清
重
が
、
義
経
四
天
王
の
一
人
と
な
っ
て
い
く
の
は
、
後
世
の

演
劇
等
の
宣
揚
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
駿
河
清
重
の
唯
一
の
動
向
は
、

『
義
経
記
』
巻
八
「
秀
衡
が
子
共
判
官
殿
に
謀
反
の
事
」
に
、
次
の
よ
う

に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
見
て
、
兄
の
錦
戸
、
従
兄
の
樋
爪
五
郎
、
弟
の
元
吉
の
冠
者
、

こ
の
事
人
の
上
な
ら
ず
と
て
、
各
々
心
々
に
な
り
に
け
り
。
六
親
不

和
に
し
て
、
三
寶
の
加
護
な
し
。
し
か
も
思
へ
ば
あ
き
ちマ

かマ

な
り
。

判
官
も
「
さ
て
は
義
経
を
思
ひ
か
く
ら
ん
」
と
て
、
武
蔵
坊
を
召
し

て
、
珍
し
く
文
を
ぞ
書
か
せ
ら
れ
け
る
。「
筑
紫
は
菊
池
、
原
田
、

臼
杵
、
緒
方
、
急
ぎ
参
れ
。
仰
せ
合
は
す
べ
き
事
あ
り
」
と
て
、
雑

色
駿
河
二
郎
に
賜
ぶ
。
次マ

郎マ

夜
を
日
に
為
し
て
京
上
り
し
て
、
筑
紫

へ
下
ら
ん
と
し
け
る
が
、
い
か
な
る
人
か
申
し
け
ん
、
六
波
羅
へ
聞

こ
え
、
下
部
廿
余
人
差
し
遣
は
し
て
駿
河
二
郎
を
召
し
捕
り
、
関
東

へ
下
さ
れ
け
り
。（『
義
経
記
』
巻
八
「
秀
衡
が
子
共
判
官
殿
に
謀
反

の
事
」（

2
（

）

　

藤
原
一
族
が
一
致
団
結
し
な
い
こ
と
を
憂
慮
し
て
、
義
経
は
援
軍
の
要

請
を
駿
河
二
郎
（
ま
た
は
次
郎
。
駿
河
清
重
の
こ
と
）
に
依
頼
を
す
る
。

筑
紫
へ
向
か
う
途
中
で
六
波
羅
に
捕
ま
り
、
鎌
倉
の
頼
朝
の
も
と
に
送
ら

れ
る
が
、
以
後
の
記
述
は
『
義
経
記
』
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
『
義

経
記
』
に
続
く
と
思
わ
れ
る
展
開
が
幸
若
舞
の
『
清
重
』
で
あ
る
。
伊
勢

三
郎
義
盛
と
行
動
を
共
に
す
る
の
だ
が
、『
舞
の
本
』
の
解
題
に
「
義
盛

に
比
べ
て
清
重
登
場
の
場
は
な
く
、
本
話
は
そ
の
場
を
与
え
た
も
の
か
」（

（
（

と
記
さ
れ
る
ほ
ど
、
駿
河
清
重
の
登
場
は
限
定
的
で
あ
る
。
義
経
の
命
を

受
け
た
義
盛
と
清
重
が
山
伏
姿
に
や
つ
し
て
諸
国
を
め
ぐ
る
が
、
清
重
は

こ
の
機
会
に
鎌
倉
見
物
を
思
い
立
ち
、
い
ず
れ
落
ち
合
う
こ
と
を
義
盛
と

約
束
し
て
別
れ
、
一
人
鎌
倉
入
り
す
る
。
そ
れ
が
命
運
を
決
す
る
こ
と
と

な
り
、
帰
途
の
片
瀬
川
で
梶
原
景
季
に
見
咎
め
ら
れ
、
自
害
す
る
結
末
と

な
る
。『
義
経
記
』
で
は
六
波
羅
に
捕
ま
っ
て
か
ら
鎌
倉
へ
送
還
さ
れ
る
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の
に
対
し
、『
清
重
』
で
は
景
季
に
片
瀬
川
で
見
つ
か
り
捕
ら
え
ら
れ
る
。

清
重
の
囚
わ
れ
方
に
違
い（

（
（

は
あ
る
が
、
そ
の
最
期
を
鎌
倉
と
す
る
点
で
は

両
者
と
も
一
致
し
て
い
る
。

　
『
清
重
』
で
、
景
季
に
見
つ
か
っ
た
と
さ
れ
る
「
片
瀬
川
」
は
、
鎌
倉

の
出
入
り
口
に
位
置
す
る
「
片
瀬
村
」
近
く
の
川
の
こ
と
で
あ
る
。
徳
川

光
圀
が
鎌
倉
を
現
地
調
査
し
た
際
に
ま
と
め
た
『
鎌
倉
日
記
』（
延
宝
二

年
／
一
六
七
四
）
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

笈
燒
松　

片
瀨
村
ヨ
リ
南
へ
行
道
ア
リ
。
此
所
ヨ
リ
出
、
六
町
程
ユ

キ
テ
在
家
ノ
後
ロ
ノ
竹
藪
ノ
際
ニ
ア
リ
ト
ナ
ン
。
駿
河
次
郎
淸
重
ガ

笈
ヲ
燒
シ
所
ナ
リ
ト
云（

（
（

。

　

片
瀬
村
よ
り
、
南
へ
行
く
道
を
出
て
、
六
町
ほ
ど
い
っ
た
先
の
民
家
の

裏
に
、
駿
河
清
重
の
笈
を
焼
い
た
場
所
が
あ
り
、
そ
こ
を
「
笈
焼
松
」
と

呼
ぶ
と
い
う
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
所
で
、
な
ぜ
駿
河
清
重
が
笈

を
焼
い
た
の
か
は
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
前
後
す
る
が
、
前

述
の
幸
若
舞
の
『
清
重
』
に
は
、
景
季
に
見
つ
け
ら
れ
た
清
重
の
状
況
が

描
か
れ
る
。

源
太
、
目
早
き
男
に
て
、「
こ
ゝ
を
通
る
山
伏
の
、
河
風
に
笠
を
取

ら
れ
し
が
、
額
を
見
た
れ
ば
、
月
代
の
白
く
見
え
つ
る
怪
し
さ
よ
。

山
伏
な
ら
ば
通
す
べ
し
。
様
あ
ら
ば
、
召
し
捕
れ
」
と
て
、
駆
け
足

速
き
駒
共
に
、
面
〳
〵
に
鞭
を
揉
み
添
へ
〳
〵
、「
い
か
に
、
こ
ゝ

も
と
を
通
り
給
ふ
山
伏
に
、
物
申
さ
ん
」
と
言
ふ
ま
ゝ
に
、
我
も

〳
〵
と
追
つ
掛
く
る
。
清
重
、
こ
れ
を
見
て
、「
一
足
な
り
と
も
、

弓
取
の
敵
に
後
ろ
を
見
す
る
事
、
不
覚
の
至
」
と
存
ず
れ
共
、
君
の

御
判
と
、
国
〴
〵
の
人
々
の
お
請
け
の
判
共
の
、
顕
れ
む
ず
る
悲
し

さ
に
、
耳
に
も
更
に
聞
き
入
ず
、
五
町
ば
か
り
行
き
過
ぎ
、
小
高
き

所
に
走
り
上
が
つ
て
、笈
を
ひ
つ
た
と
下
ろ
し
、笈
の
肩
箱
よ
り
も
、

火
打
ち
、
付
け
竹
取
り
出
し
、
ち
や
う
〳
〵
ど
打
ち
付
け
、
御
判
と

お
請
け
の
判
ど
も
を
、
刹
那
に
焼
ひ
て
捨
て
た
り
し
は
、
剛
成
ゆ
へ

の
早
業
か
な
と
、
誉
め
ぬ
人
こ
そ
な
か
り
け
れ
。

　

景
季
（
源
太
）
の
郎
等
に
追
わ
れ
る
清
重
が
、
逃
亡
の
途
中
で
、
義
経

の
廻
文
や
国
々
の
御
判
な
ど
、
嫌
疑
の
対
象
と
な
る
笈
の
中
身
を
小
高
き

所
に
上
が
っ
て
即
座
に
燃
や
し
捨
て
た
と
い
う
場
面
が
展
開
さ
れ
る
。「
廻

文
」
は
、
江
戸
期
の
俳
諧
の
付
合
語
集
で
あ
る
『
俳
諧
類
船
集
』（
高
瀬

梅
盛
）
に
、「
伊
勢
三
郎
駿
河
二
郎
山
伏
の
姿
に
て
あ
り
き
し
も
運
の
尽

た
る
は
是
非
な
し
」
と
し
て
、
幸
若
舞
『
清
重
』
を
踏
ま
え
て
取
り
上
げ

ら
れ
る（

（
（

。
俳
諧
の
付
合
語
に
な
る
ほ
ど
『
清
重
』
の
物
語
は
広
く
知
ら
れ
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て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
鎌
倉
日
記
』
の
記
事
は
、
水
戸
光
圀
が
河
井
恒
久

に
命
じ
て
編
纂
し
た
『
新
編
鎌
倉
志
』（
貞
享
二
年
／
一
六
八
五
）
に
も

多
数
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
巻
六
に
、

笈
焼
松　

笈
焼
松
は
、
片
瀬
村
の
西
の
方
、
民
家
の
後
竹
藪
の
際ア
イ
ダに

あ
り
。
駿
河
次
郎
清
重
、
笈
焼
し
所
な
り
と
云
ふ
。（

7
（

　
「
固
瀬
村
」（
片
瀬
村
の
こ
と
）
の
西
方
の
駿
河
次
郎
清
重
が
笈
を
焼
い

た
場
所
「
清
重
笈
焼
松
」
と
し
て
絵
図
（
前
図
）
に
描
か
れ
る
。『
駿
河
清

重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』が
世
に
著
わ
さ
れ
た
後
も
、江
戸
隠
士
葛
郛
の『
山

東
遊
覧
志
』（
安
永
八
年
／
一
七
七
九
）
や
、
植
田
孟
縉
の
『
鎌
倉
攬
勝
考
』

（
文
政
十
二
年
／
一
八
二
九
）
に
は
『
新
編
鎌
倉
志
』
の
記
事
が
引
用
さ

れ
て
、
片
瀬
村
の
「
西
寄
」（

8
（

に
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
林
述

斎
の
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』（
天
保
十
二
年
／
一
八
四
一
）
の
鎌
倉

郡
巻
三
七
に
は
、「
清
重
笈
焼
松　

大
磯
古
道
の
北
側
に
あ
り
、
義
経
の

郎
等
駿
河
次
郎
清
重
樹
下
に
て
笈
を
焼
捨
、
戦
死
せ
し
舊
蹟
と
傳
ふ（

9
（

」
と

あ
り
、
大
磯
道
を
起
点
に
道
を
古
道
と
記
し
て
北
側
に
あ
る
と
添
え
て
い

る
。
加
え
て
清
重
の
「
戦
死
せ
し
」
旧
跡
と
し
て
、『
山
東
遊
覧
志
』
と

同
様
に
伝
説
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

鳥
居
清
経
『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
の
「
笈
捨
松
」
は
、「
笈

焼
松
」
の
言
い
伝
え
を
捩
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
外
題
は
幸
若
舞
『
清
重
』

や
『
新
編
鎌
倉
志
』
の
記
事
お
よ
び
伝
説
を
受
け
て
命
名
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。
源
氏
を
崇
敬
す
る
徳
川
光
圀
に
よ
っ
て
鎌
倉
に
は
古
都
の
価
値
が

与
え
ら
れ
、
そ
の
う
ち
い
く
つ
か
の
場
所
は
伝
説
の
現
場
と
位
置
付
け
ら

※
河
井
恒
久
友
水
『
新
編
鎌
倉
志
』
八
巻
［
三
］（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル

コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

ndljp/pid/2（08（（（

）
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れ
て
、《
観
光
名
所
》
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
押

田
佳
子
「
鎌
倉
に
お
け
る
伝
統
的
な
「
古
都
観
光
」
の
継
承
に
関
す
る
研

究
」
で
も
指
摘
さ
れ
る
。
駿
河
清
重
の
事
跡
は
、
そ
の
後
の
『
相
模
國
風

土
記
稿
』
な
ど
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
鎌
倉
の
名
所
旧
跡
と
し
て
江
戸

庶
民
に
も
浸
透
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
笈
捨
松
」
は
恰

好
の
外
題
と
し
て
取
り
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

続
い
て
「
駿
河
清
重
」
と
「
笈
捨
松
」
の
間
に
置
か
れ
る
「
伊
達
紙
子
」

と
は
何
を
意
味
す
る
も
の
か
。「
伊
達
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
仙

台
藩
」
の
伊
達
一
族
の
こ
と
で
あ
る
。
紙
子
は
、
文
字
通
り
紙
で
作
っ
た

衣
服
の
こ
と
で
あ
る
が
、
文
芸
世
界
で
は
貧
し
さ
や
零
落
し
た
身
の
上
を

表
現
す
る
た
め
の
寓
意
に
用
い
ら
れ
る
。
上
方
歌
舞
伎
な
ど
で
は
金
持
ち

の
息
子
が
放
蕩
の
果
て
に
一
文
無
し
に
な
っ
て
や
つ
れ
た
姿
を
あ
ら
わ
す

言
葉
と
し
て
、
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
も
う
一
つ
の
敵

討
事
件
で
あ
る
伊
達
の
白
石
領
の
百
姓
娘
が
身
を
や
つ
し
て
本
懐
を
遂
げ

た
出
来
事
を
暗
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
次
章
で
詳
し
く
取
り

上
げ
る
。三　

「
奥
州
白
石
噺
」
の
経
緯

　

鳥
居
清
経
の
こ
の
黄
表
紙
に
つ
い
て
、「
は
じ
め
に
」
で
義
経
没
後
の

奥
州
合
戦
を
表
向
き
の
時
代
設
定
と
す
る
が
、
そ
の
中
に
江
戸
の
中
期
に

起
こ
っ
た
敵
討
事
件
を
取
り
込
み
、
重
層
的
な
作
品
に
仕
立
て
て
い
る
と

述
べ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
見
立
て
」
の
構
想
を
用
い
て
の
作
品
形
成
で
あ
る
。

そ
の
敵
討
事
件
の
経
緯
に
つ
い
て
、
次
の
「「
奥
州
白
石
噺
」
関
係
年
表
」

を
も
と
に
概
要
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

◇
「
奥
州
白
石
噺
」
関
係
年
表

一
六
五
一
（
慶
安
四
）

慶
安
の
変　

由
井
正
雪
は
自
害
す
る 

一
七
一
〇
（
宝
永
七
）
前
後

実
録『
油
井
根
元
記
』（
由
井
根
元
記
）が
書
か
れ
る（
宝
永
七
写
・

天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
）

一
七
二
三
（
享
保
八
）

『
月
堂
見
聞
集
』
に
姉
妹
に
よ
る
敵
討
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
（
注
）

一
七
五
七
（
宝
暦
七
）
前
後

実
録
『
慶
安
太
平
記
』
が
書
か
れ
る
（
宝
暦
七
写
・
東
京
大
学
蔵
）

一
七
七
六
（
安
永
五
）

黄
表
紙
『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
が
出
板
さ
れ
る

一
七
八
〇
（
安
永
九
）

浄
瑠
璃
『
碁
太
平
記
白
石
噺
』
が
上
演
さ
れ
る
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一
七
九
五
（
寛
政
七
）

歌
舞
伎
『
姉

あ
ね
い
も
と妹

達だ
て
の

大お
お
き
ど磯

』
が
上
演
さ
れ
る

　
（
注
） 

白
石
市
の
八
枚
田
の
孝
子
堂
に
ま
つ
わ
る
由
来
伝
説
で
は
、
寛

永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
に
姉
妹
に
よ
る
敵
討
が
行
わ
れ
た
と

あ
る
が
、
後
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
奥
州
白
石
噺
」と
は
、仙
台
藩
士
に
よ
る
百
姓
斬
り
捨
て
事
件
に
対
し
、

百
姓
の
娘
二
人
が
公
儀
に
訴
え
、
敵
討
の
許
諾
を
得
て
、
み
ご
と
本
懐
を

遂
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。江
戸
中
期
に
書
か
れ
た『
月
堂
見
聞
集
』（
巻

十
五
）
の
享
保
八
年
の
記
事
に
「
仙
台
よ
り
寫
来
候
敵
討
之
事
」
と
し
て

事
件
の
こ
と
が
記
さ
れ
る（

（1
（

。
以
下
に
そ
の
概
要
を
記
す
。

　

享
保
三
戌
年
（
一
七
一
八
）
の
事
、
伊
達
藩
の
松
平
陸
奥
守
（
伊
達
吉

村
）
の
家
老
片
倉
小
十
郎
の
知
行
地
の
白
石
に
て
、
現
在
の
宮
城
県
柴
田

郡
村
田
町
に
あ
た
る
足
立
村
の
百
姓
四
郎
左
衛
門
が
田
植
え
を
し
て
い
る

所
に
、
片
倉
小
十
郎
の
剣
術
師
範
役
の
田
邊
志
摩
が
供
を
連
れ
て
通
り
か

か
っ
た
。
そ
の
路
地
で
四
郎
左
衛
門
の
娘
が
投
げ
た
苗
が
田
邊
志
摩
の
衣

服
に
掛
か
っ
て
し
ま
う
。
謝
る
四
郎
左
衛
門
と
口
論
と
な
り
、
憤
っ
た
志

摩
は
百
姓
四
郎
左
衛
門
を
無
礼
討
ち
に
し
た
。
こ
れ
を
見
て
い
た
二
人
の

姉
妹
の
姉
す
み
は
十
一
歳
、
妹
た
か
は
八
歳
で
、
い
っ
た
ん
は
そ
の
場
を

逃
げ
去
る
。
や
が
て
二
人
は
実
家
を
出
て
仙
台
に
移
り
、
陸
奥
守
の
剣
術

師
範
の
瀧
本
伝
八
郎
の
も
と
へ
奉
公
す
る
。
六
年
の
間
、
ひ
そ
か
に
剣
術

を
習
っ
て
い
た
が
、
不
審
に
思
っ
た
瀧
本
に
事
情
を
聞
か
れ
、
一
部
始
終

を
明
ら
か
に
す
る
。
瀧
本
は
感
心
し
剣
術
の
秘
伝
を
教
え
た
と
い
う
。
こ

の
頃
、
瀧
本
は
貮
千
石
を
与
え
ら
れ
、
名
を
土
佐
と
改
め
る
。
陸
奥
守
の

取
り
計
ら
い
で
、
享
保
八
年
四
月
に
宮
の
町
の
白
鳥
大
明
神
の
社
の
前
に

矢
来
を
結
び
、
二
人
の
娘
に
よ
る
田
邊
志
摩
へ
の
敵
討
が
行
わ
れ
、
無
事

に
父
の
仇
を
と
っ
た
と
い
う
。
褒
美
を
言
い
渡
さ
れ
る
が
、
娘
ら
は
固
く

辞
退
し
た
と
あ
る
。

　

こ
の
記
事
の
最
後
に
「
右
之
書
付
実
否
之
義
不
存
候
得
共
、
仙
臺
よ
り

寫
参
候
由
、
世
間
風
説
在
之
故
留
置
候
、
以
上
」（

（（
（

と
あ
り
、
事
実
と
し
て

確
認
さ
れ
た
「
書
付
」
で
は
な
い
が
、
巷
説
も
あ
る
ゆ
え
に
と
作
者
の
本

島
知
辰
は
記
す
。
後
に
芸
能
や
読
物
な
ど
に
書
か
れ
、
ま
た
民
衆
の
間
に

広
く
伝
わ
っ
て
い
く
背
景
を
、
茶
谷
一
六
は
「
武
士
の
不
当
な
仕
打
ち
に

対
す
る
百
姓
娘
の
正
義
の
闘
争
」（

（1
（

と
い
っ
た
明
確
な
主
題
が
共
感
と
感
動

を
与
え
て
く
れ
た
か
ら
と
評
し
て
い
る
の
は
尤
も
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
話
に
お
け
る
剣
術
指
南
役
が
、
仙
台
の
瀧
本
伝
八
郎

か
ら
由
比
正
雪
に
と
っ
て
代
わ
る
の
が
、『
月
堂
見
聞
集
』
が
書
か
れ
た

約
三
十
年
後
の
実
録
『
慶
安
太
平
記
』（

（1
（

で
あ
る
。『
慶
安
太
平
記
』
と
は
、

江
戸
の
前
期
に
世
間
を
大
き
く
騒
が
し
た
由
井
正
雪
の
乱
（
慶
安
の
変
）

の
始
終
を
書
い
た
読
物
で
、
先
行
す
る
実
録
『
由
井
根
元
記
』（
油
井
根
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元
記
）
を
も
と
に
し
て
い
る
。『
由
井
根
元
記
』
は
敵
討
事
件
の
十
年
以

上
も
前
の
こ
と
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
敵
討
の
記
事
は
な
い
が
、
後
に
事

件
を
『
慶
安
太
平
記
』
に
取
り
込
み
物
語
構
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
『
慶
安
太
平
記
』
を
も
と
に
し
な
が
ら
「
奥
州
白
石
噺
」
を
義
経

物
へ
と
一
転
さ
せ
た
の
が
、
鳥
居
清
経
の
黄
表
紙
『
駿
河
清
重 

伊
達
紙

子
笈
捨
松
』
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
父
平
作
を
殺
さ
れ
た
お
そ
の
が
、

仇
討
ち
の
た
め
に
剣
術
師
範
の
金
龍
軒
（
実
は
駿
河
清
重
）
に
弟
子
入
り

し
、
同
じ
子
弟
の
信
夫
の
介
の
ま
さ
は
る
（
実
は
義
経
の
忠
臣
佐
藤
継
信

の
子
）
と
夫
婦
と
な
っ
て
、
父
の
敵
討
を
成
就
す
る
。
夫
の
名
前
の
信
夫

は
、
出
身
地
の
信
夫
郡
か
ら
付
け
る
が
、
実

は
『
慶
安
太
平
記
』
に
お
け
る
姉
妹
の
名
を

姉
が
宮
城
野
、
妹
を
忍
（
信
夫
）
と
す
る
の

に
符
丁
を
合
わ
せ
、
読
者
に
ほ
の
め
か
す
。

　
「
奥
州
白
石
噺
」
は
そ
の
後
も
黄
表
紙
な

ど
に
取
り
込
ま
れ
出
板
さ
れ
る
が
、
安
永
九

年
（
一
七
八
〇
）
に
は
浄
瑠
璃
『
碁
太
平
記

白
石
噺
』
と
し
て
竹
本
座
で
上
演
さ
れ
、
さ

ら
に
歌
舞
伎
『
姉
妹
達
大
磯
』
に
も
作
ら
れ

る
。
江
戸
後
期
の
狂
歌
師
で
あ
る
大
田
南
畝

が「
宮
城
野
忍
報
讐
の
実
説
」（『
一
話
一
言
』）

と
い
う
記
事
を
、
前
述
の
『
月
堂
見
聞
集
』
の
内
容
を
引
き
、「
世
に
謂

わ
ゆ
る
宮
城
野
忍
の
事
な
る
べ
し
」
と
し
て
世
間
話
の
実
態
を
紹
介
し
て

い
る
。
標
題
の
「
宮
城
野
忍
報
讐
の
実
説
」
は
、
太
田
貞
水
の
「
由
井
正

雪
」（『
講
談
全
集
』
第
十
一
巻
、
昭
和
四
年
）
の
一
席
に
も
「
實
説
宮
城

野
信
夫
」
と
あ
り
、
由
井
正
雪
の
事
件
と
関
わ
っ
て
長
く
芸
能
の
世
界
で

親
し
ま
れ
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
章
の
最
後
で
黄
表
紙
の
外
題
の
「
紙
子
」
の
意
味
に
触

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
再
び
取
り
上
げ
る
。
黄
表
紙
が
外
題
に
つ

け
た
「
伊
達
紙
子
」
と
は
、「
奥
州
白
石
噺
」
を
暗
に
示
し
て
い
る
こ
と

は
触
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
伊
達
の
白
石
は
江
戸
時
代
に
紙
の
生
産
地
で

あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仙
台
藩
が
ま
と
め
た
『
封

内
風
土
記
』
巻
七
の
「
白
石
本
郷
」
に
「
紙
衣 

紙
布
」
が
白
石
の
名
産

と
あ
る
。
仙
台
藩
の
地
誌
『
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
』
に
も
そ
の
記
事
が
あ
り
、

ま
た
寛
政
期
に
こ
こ
を
旅
し
て
い
っ
た
古
川
古
松
軒
も『
東
遊
雑
記
』で
、

白
石
の
紙
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
仙
台
藩
の
白
石
領
は
、
福
島
県

の
信
夫
郡
と
も
接
し
た
地
で
古
く
か
ら
紙
の
名
産
地
で
あ
り
、
広
く
知
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
の
外
題
に
は
、

仙
台
藩
内
の
白
石
領
で
起
き
た
仇
討
ち
事
件
が
紙
の
産
地
で
あ
っ
た
こ

と
、
百
姓
娘
が
「
紙
子
」
の
よ
う
に
身
を
や
つ
し
て
敵
討
を
成
就
し
た
こ

と
に
掛
け
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

人物対照表

黄表紙 月堂見聞集 慶安太平記
金龍軒 瀧本平八郎 由比正雪
平作 四郎左衛門 與太郎
平作娘おその 姉 宮城野
信夫の介まさはる 妹 忍（信夫）
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な
お
、
補
足
す
る
な
ら
、
現
在
の
白
石
市
大
鷹
沢
三
沢
八
枚
田
に
は
、

大
正
十
五
年
に
「
孝
子
堂
」
が
建
立
さ
れ
、
静
岡
市
の
来
迎
院
か
ら
仏
像

を
貰
い
受
け
、
姉
妹
の
孝
義
を
顕
彰
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
・
大
正
以

降
、
地
元
で
は
寛
永
十
三
年
、
八
枚
田
で
百
姓
与
太
郎
が
白
石
城
下
の
剣

道
指
南
浪
人
志
賀
団
七
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
を
歴
史
的
事
実
と
み
な
し
て

い
る
。
与
太
郎
が
謝
罪
し
た
「
膝
折
橋
」、
殺
害
さ
れ
た
「
手
討
の
森
」、

寛
永
十
七
年
に
姉
妹
が
敵
討
し
た
と
い
う
場
所
「
六
本
松
河
原
」
を
史
跡

化
し
整
備
を
す
す
め
て
い
る
。
筆
者
は
確
認
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
に

関
係
す
る
資
料
「
孝
子
堂
の
由
来
」
等
を
専
念
寺
が
保
管
し
て
い
る（

（1
（

と
い

う
。

四　

義
経
伝
説
と
常
陸
坊
海
尊

　

こ
こ
ま
で
は
黄
表
紙
『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
の
内
容
を
、

登
場
人
物
や
作
品
の
構
想
に
利
用
し
た
敵
討
事
件
な
ど
を
取
り
上
げ
て
、

作
品
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
本
稿
は
黄
表
紙
を
話
題
に
取

り
上
げ
て
い
る
が
、
筆
者
の
目
的
は
作
品
研
究
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
作

品
の
モ
チ
ー
フ
に
使
わ
れ
た
義
経
や
そ
の
家
来
の
動
向
に
あ
る
。
黄
表
紙

の
中
に
義
経
主
従
の
伝
説
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の

問
題
を
究
め
る
こ
と
に
あ
る
。
次
に
、
そ
の
中
心
と
な
る
奥
州
合
戦
を
め

ぐ
る
人
物
群
と
、
そ
の
中
の
常
陸
坊
海
尊
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
加
え

て
い
き
た
い
。

　

島
津
久
基
の
『
義
経
伝
説
と
文
学
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
は
義
経
伝

説
の
最
盛
期
で
あ
る
と
い
う
。
演
劇
を
始
め
文
芸
や
民
間
説
話
な
ど
、
多

種
多
様
な
義
経
伝
説
が
発
生
す
る
。
黄
表
紙
『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈

捨
松
』
も
そ
の
一
つ
で
、
新
た
な
義
経
物
の
作
品
形
成
と
い
え
る
。
主
人

公
の
駿
河
清
重
は
、『
義
経
記
』
等
に
お
い
て
義
経
従
者
の
末
席
の
雑
色

に
す
ぎ
な
い
が
、
鎌
倉
片
瀬
村
に
「
笈
焼
松
」
の
伝
説
を
刻
ん
だ
人
物
で

あ
る
こ
と
は
、
二
章
で
述
べ
た
。
こ
の
伝
説
の
創
出
、
あ
る
い
は
喧
伝
に

徳
川
光
圀
が
関
わ
る
『
鎌
倉
日
記
』
や
『
新
編
鎌
倉
志
』
が
関
与
し
て
い

た
こ
と
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。

　

徳
川
幕
府
は
自
ら
の
政
権
の
正
統
性
を
武
家
の
本
流
で
あ
る
源
氏
に
求

め
、
こ
れ
と
の
関
わ
り
を
政
策
的
に
推
し
進
め
た
。
こ
う
し
た
幕
府
の
動

き
は
江
戸
の
中
期
以
降
に
顕
著
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
は
義
経
伝
説

お
よ
び
義
経
蝦
夷
渡
航
を
肯
定
、
評
価
す
る
方
向
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
幕
政
の
中
枢
に
い
た
新
井
白
石
は
『
蝦
夷
志
』
を
書
き
上
げ
、
ア
イ

ヌ
が
義
経
を
信
奉
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

幕
府
が
伝
説
を
歴
史
に
格
上
げ
す
る
よ
う
な
形
の
「
伝
説
操
作
」
が
、

庶
民
に
影
響
を
与
え
な
い
は
ず
は
な
く
、
江
戸
に
お
け
る
義
経
文
芸
の
隆

盛
は
こ
の
幕
府
の
方
向
性
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
江
戸
中
期
以
後
の
東
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北
の
地
に
お
い
て
書
か
れ
る
『
清
悦
物
語
』
や
『
鬼
三
太
残
齢
記
』
は
、

こ
う
し
た
時
代
の
動
向
と
合
わ
せ
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。黄
表
紙
の『
駿

河
清
重 
伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
は
、
江
戸
で
出
板
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

義
経
没
後
の
奥
州
合
戦
を
舞
台
に
し
た
作
品
構
成
で
あ
り
、「
判
官
び
い

き
」
の
読
者
の
興
味
を
十
分
に
意
識
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
駿
河
次
郎
清
重
以
外
の
登
場
人
物
に
も
触
れ
て
お
く
。『
駿

河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
の
舞
台
は
現
在
の
国
見
峠
付
近
に
あ
る
厚

樫
山
周
辺
、
阿
津
賀
志
山
合
戦
や
大
木
戸
合
戦
で
、
奥
州
藤
原
氏
が
滅
び

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
文
治
五
年
の
「
奥
州
合
戦
」
を
基
に
し
て
お
り
、

史
実
の
上
で
は
藤
原
氏
の
重
臣
の
金
剛
秀
綱
は
、
そ
の
子
の
下
須
房
太
郎

秀
方
と
と
も
に
戦
い
の
先
陣
に
い
た
。『
吾
妻
鑑
』
の
文
治
五
年
八
月
七

日
の
条
に
よ
る
と
、
藤
原
泰
衡
の
兄
の
「
西
木
戸
太
郎
国
衡
」
の
も
と
で
、

奮
戦
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
同
じ
頃
に
鎌
倉
勢
の
常
陸
入
道

念
西
ら
と
、
平
泉
勢
の
信
夫
佐
藤
庄
司
ら
に
よ
る
石
那
坂
の
戦
い
が
行
わ

れ
て
い
る
。『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
の
登
場
人
物
は
、
そ
う
し

た
平
泉
勢
と
鎌
倉
勢
と
の
戦
い
の
中
で
活
躍
し
た
人
物
た
ち
で
あ
る
。

　

そ
の
う
ち
悪
役
の
金
剛
秀
綱
は
、
主
君
の
藤
原
泰
衡
夫
婦
を
刺
殺
し
、

鎌
倉
勢
に
取
り
入
ろ
う
と
画
策
す
る
と
こ
ろ
で
、
お
そ
の
夫
婦
の
敵
討
に

あ
っ
て
殺
害
さ
れ
る
。
し
か
し
、
史
実
の
金
剛
秀
綱
は
泰
衡
を
裏
切
る
ど

こ
ろ
か
、
忠
義
を
尽
く
し
た
人
物
で
あ
る
。『
清
悦
物
語
』
等
で
泰
衡
を

裏
切
る
河
田
次
郎
の
よ
う
に
、逆
賊
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
創
り
出
し
た
の
は
、

こ
の
黄
表
紙
の
独
自
性
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
史
実
と
異
な
る
意
外
性
の

展
開
は
、
近
松
門
左
衛
門
の
人
形
浄
瑠
璃
『
傾
城
島
原
蛙
合
戦
』
に
も
見

ら
れ
る
。

　

寛
永
十
四
年
の
切
支
丹
一
揆
に
端
を
発
す
る
「
島
原
の
乱
」
の
中
心
人

物
「
天
草
四
郎
」
を
、
作
者
の
近
松
は
、
義
経
の
家
来
で
あ
る
常
陸
坊
海

尊
か
ら
仙
術
を
受
け
た
藤
原
秀
衡
の
四
男
、四
郎
高
衡
に
見
立
て
て
い
る
。

奥
州
合
戦
で
の
鎌
倉
方
葛
西
清
重
に
攻
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
、
妖
術
を

使
っ
て
逃
げ
失
せ
る
。
そ
の
後
、
京
都
で
青
物
売
り
の
「
七
草
四
郎
」
と

な
る
形
で
展
開
し
て
い
く
。
こ
の
作
品
を
基
に
し
た
黒
本
『
新
板
蛙
合
戦

ゑ
づ
く
し
』（
出
版
年
不
明
、
関
西
大
学
図
書
館
蔵
）
が
出
る
な
ど
、
先

行
す
る
芝
居
や
作
品
を
最
大
限
に
活
用
し
て
い
く
。
歴
史
や
事
件
を
芝
居

化
し
た
も
の
を
さ
ら
に
取
り
込
み
、
娯
楽
と
し
て
享
受
し
て
い
た
の
が
、

当
時
の
江
戸
の
演
劇
、
出
板
業
界
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

一
方
、
こ
れ
も
荒
唐
無
稽
と
い
え
る
が
「
奥
州
白
石
噺
」
を
取
り
上
げ

た
『
慶
安
太
平
記
』
に
、
常
陸
坊
海
尊
に
関
わ
る
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。

「
正
雪
浪
士
と
師
弟
の
契
約
を
為
す
事
并
正
雪
奥
州
へ
赴
く
事
」
に
、
平

泉
の
老
人
清
悦
が
登
場
す
る
。

　

武
者
修
行
で
諸
国
を
遍
歴
し
て
い
た
正
雪
は
、
越
後
を
経
て
出
羽
の
秋
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田
津
軽
南
部
を
め
ぐ
り
、
奥
州
衣
川
に
あ
る
中
尊
寺
の
山
中
に
た
ど
り
着

く
。
そ
こ
に
寂
れ
た
庵
が
あ
っ
て
、
中
よ
り
優
し
き
琴
の
音
が
聞
こ
え
て

き
た
の
を
不
思
議
に
思
い
、
声
を
か
け
て
一
晩
の
宿
を
乞
う
。
年
頃
四
十

路
の
男
が
招
き
入
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
六
韜
三
略
が
置
い
て
あ
っ
て
、
弁

舌
滔
々
と
水
に
流
れ
る
よ
う
に
講
ず
る
様
子
に
ゆ
か
し
く
思
っ
た
正
雪

は
、「
誰
に
随
ひ
斯
の
如
く
軍
法
を
學
び
得
給
ひ
し
ぞ
」
と
尋
ね
る
。
す

る
と
、
男
は
「
我
は
生
國
備
中
に
て
伊
達
洞
白
と
云
ふ
者
な
り
、
軍
法
は

江
戸
表
に
て
楠
不
傳
と
云
ふ
に
随
ひ
學
ぶ
事
八
ヶ
年
、
未
だ
其
理
を
究
め

ず
、
我
浮
世
の
名
利
を
貪
る
事
を
欲
せ
ず
、
依
て
此
山
中
に
閑
居
し
て
、

年
月
を
消お
く
る
と
こ
ろ

光
所
に
、
八
旬
計
り
の
老
翁
来
り
給
ふ
、
其
名
を
問
へ
ば
清
悦

と
答
ふ
、
夫
よ
り
其
異
人
に
随
従
ひ
て
此
書
を
學
ぶ
に
、
其
理
顕
然
と
し

て
分
明
な
り
」
と
返
答
す
る
。
正
雪
は
「
楠
不
傳
」
と
「
清
悦
」
の
名
を

知
る
こ
と
に
な
り
、「
清
悦
」
と
の
対
面
を
希
望
す
る
。
洞
白
は
清
悦
が

来
る
ま
で
の
間
、
正
雪
の
逗
留
を
許
し
た
。
次
の
引
用
は
、
清
悦
が
洞
白

の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。

一
日
山
の
彼
方
に
笛
の
音
聞
え
け
れ
ば
、
洞
白
申
は
「
那
笛
の
音
社

異
人
の
来
り
給
ふ
な
れ
」
と
其
身
沐
浴
し
て
衣
服
を
改
め
、
外
に
出

て
異
人
を
迎
ふ
、
民
部
は
奈
何
成
る
人
や
ら
ん
と
、
柴
の
戸
の
蔭
よ

り
覗
き
視
る
に
、
暫
く
有
り
て
異
人
は
黒
き
牛
に
騎
り
て
頭
に
白
髪

を
垂
れ
面
は
美
玉
の
如
く
、麻
の
衣
を
着
し
、悠
々
然
と
来
る
容
體
、

寔
と
に
凡
な
ら
ず
、
洞
白
謹
ん
で
「
先
生
何
事
有
り
て
歟
頃
日
は
来

臨
し
給
は
ざ
る
、
先
此
方
へ
」
と
言
へ
ば
、
清
悦
庵
の
裡
を
屹
度
視

て
「
不
思
議
や
汝
が
庵
の
上
に
不
浄
の
氣
有
り
、
是
正
敷
天
下
を
闚

ふ
逆
賊
を
泊
め
置
き
た
る
べ
し
、
是
甚
だ
家
の
穢
成
れ
ば
、
速
く
渠

を
追
出
せ
よ
、
然
ら
ず
は
向
後
汝
に
見
ゆ
べ
か
ら
ず
」
と
言
捨
て
牛

を
牽
き
て
歸
り
け
り
、
正
雪
は
是
を
聞
き
大
に
驚
愕
、
惣
身
に
冷
汗

を
流
し
、
黙
然
と
し
て
居
た
り
け
り（

（1
（

　

民
部
（
民
部
之
助
）
と
は
正
雪
の
こ
と
で
、
後
日
、
正
雪
は
「
楠
不
傳
」

に
入
門
し
、
一
門
の
も
の
を
唆
し
て
乗
っ
取
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ

の
安
か
ら
ぬ
正
雪
の
思
惑
や
企
み
を
見
抜
く
洞
白
の
師
・
異
人
清
悦
は
、

『
慶
安
太
平
記
』
な
ら
で
は
の
異
能
の
持
ち
主
と
さ
れ
て
い
る
。「
異
人

は
黒
き
牛
に
騎
り
て
」
と
い
う
描
写
は
、『
太
平
記
』
や
黒
本
『
楠
一
代
記
』

に
み
え
る
楠
正
成
の
「
頭
ノ
七
ア
ル
牛
ニ
ゾ
乗
リ
タ
リ
ケ
ル
」（

（1
（

を
想
起
さ

せ
る
。
こ
の
不
思
議
な
老
人
こ
と
清
悦
は
正
雪
に
会
う
こ
と
な
く
、
む
し

ろ
天
下
の
逆
賊
と
な
る
正
雪
を
留
め
置
く
洞
白
を
非
難
し
て
帰
っ
て
し
ま

う
。
正
雪
は
、
心
の
内
を
清
悦
に
知
ら
れ
て
赤
面
し
、
そ
の
場
を
立
ち
去

る
こ
と
に
な
る
。『
慶
安
太
平
記
』
で
は
、
清
悦
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

補
足
す
る
。
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此
清
悦
は
源
義
経
公
の
臣
常
陸
坊
海
尊
、
衣
川
没
落
後
深
山
に
分
入

り
、
終
に
仙
人
と
な
り
て
、
此
時
代
迄
も
存
命
在
り
し
と
云
ふ
、
又

義
経
公
一
世
の
事
を
記
し
、
是
を
清
悦
記
と
號
け
伊
達
正
宗
候
の
寶

物
と
な
り
、
今
に
伊
達
家
に
傳
来
す
と
云
ふ

　

常
陸
坊
海
尊
が
仙
人
と
な
り
、
清
悦
と
名
乗
っ
た
こ
と
を
記
す
「
清
悦

記
」
と
は
『
清
悦
物
語
』
の
こ
と
で
、
東
北
中
心
に
流
布
し
た
写
本
で
あ

る
。
伊
達
家
村
田
氏
の
御
曹
司
右
衛
門
大
夫（

（1
（

の
小
姓
小
野
太
左
衛
門
が
剣

術
の
師
・
清
悦
と
の
問
答
を
聞
書
き
し
た
書
と
さ
れ
る
。
清
悦
は
、
義
経

が
存
命
の
頃
に
衣
川
の
ほ
と
り
で
見
知
ら
ぬ
山
伏
に
出
会
い
、
そ
こ
で
饗

応
さ
れ
た
「
に
ん
か
ん
」
を
食
し
て
長
寿
を
得
た
と
伝
え
ら
れ
、
常
陸
坊

海
尊
と
並
記
さ
れ
る
。

　

民
間
伝
承
で
は
、
宮
城
県
の
青
麻
神
社
や
岩
手
県
の
門
崎
の
清
悦
墳
、

下
北
半
島
の
海
尊
社（

（1
（

な
ど
の
例
が
あ
り
、
清
悦
は
常
陸
坊
海
尊
と
同
一
人

物
と
し
て
伝
説
世
界
に
現
れ
る
。
こ
う
し
た
伝
承
は
修
験
を
は
じ
め
と
し

た
宗
教
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
宮
城
県
の

白
石
市
に
は
「
白
石
翁
」
と
い
う
阿
子
島
家
に
寄
寓
す
る
謎
の
老
人
が
、

清
悦
や
常
陸
坊
海
尊
と
同
等
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に

は
仙
台
藩
の
儒
学
者
の
遊
佐
木
斎
の
関
与
が
あ
る（

（1
（

。
林
羅
山
や
山
崎
闇
斎

な
ど
の
儒
学
者
が
海
尊
伝
説
の
形
成
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で

あ
る
。

　

東
北
の
地
に
お
け
る
信
仰
と
綯
い
交
ぜ
に
あ
る
伝
承
世
界
の
常
陸
坊
海

尊
は
、
江
戸
の
文
芸
世
界
で
は
大
き
く
変
貌
す
る
。
怪
異
的
な
常
陸
坊
海

尊
は
、
江
戸
初
期
の
幕
府
儒
官
の
林
羅
山
の
『
本
朝
神
社
考
』
の
記
事
に

よ
っ
て
早
く
に
記
録
さ
れ
、
常
陸
坊
海
尊
＝
残
夢
説
が
広
く
知
ら
れ
る
。

『
慶
安
太
平
記
』
に
描
か
れ
る
清
悦
像
も
そ
の
系
列
に
あ
り
、
在
地
の
物

語
に
沿
い
な
が
ら
も
独
自
な
展
開
を
見
せ
、
清
悦
は
仙
人
そ
の
も
の
と
し

て
描
か
れ
、由
井
正
雪
を
批
判
し
て
い
る
点
も
幕
府
の
方
針
と
一
致
す
る
。

　
『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
に
登
場
す
る
残
夢
（
海
尊
）
は
、
駿

河
清
重
や
お
そ
の
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
形
で
、
場
面
の
重
要
な
要
所
に

妖
術
を
用
い
て
援
護
す
る
形
で
物
語
展
開
に
関
わ
る
。
い
う
な
ら
「
狂
言

回
し
」
を
演
じ
る
立
ち
位
置
で
、
物
語
を
リ
ー
ド
す
る
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。歴
史
的
、伝
説
的
人
物
を
越
え
た
現
実
世
界
の
枠
内
の
存
在
と
な
っ

て
い
る
。

　

義
経
伝
説
の
中
で
は
、
こ
う
し
た
人
物
は
海
尊
以
外
に
は
見
当
た
ら
な

い
。
弁
慶
を
始
め
と
し
た
家
来
は
『
義
経
記
』
に
見
ら
れ
る
事
跡
の
延
長

上
に
伝
説
化
さ
れ
て
い
る
が
、
海
尊
だ
け
は
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
。
蝦

夷
地
に
渡
っ
た
義
経
が
大
陸
の
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
と
な
る
荒
唐
無
稽
の
伝
説

化
同
様
に
、江
戸
文
芸
等
の
海
尊
は
妖
術
の
仙
人
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。

何
が
海
尊
を
変
え
て
し
ま
っ
た
の
か
、
江
戸
の
庶
民
文
化
の
問
題
と
し
て
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追
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

近
松
門
左
衛
門
か
ら
草
双
紙
に
至
る
ま
で
の
常
陸
坊
海
尊
像
を
追
っ
て

い
く
と
、
天
草
四
郎
を
助
け
た
り
、
奥
州
白
石
事
件
の
娘
を
救
済
し
た
り

す
る
な
ど
、
弱
者
を
保
護
し
、
救
う
形
で
活
躍
す
る
。
要
す
る
に
、
常
陸

坊
海
尊
は
文
芸
の
世
界
に
お
い
て
、
不
合
理
な
状
況
に
お
か
れ
る
庶
民
に

味
方
を
す
る
ヒ
ー
ロ
ー
的
な
役
割
と
し
て
登
場
す
る
。
在
地
の
義
経
伝
説

か
ら
は
随
分
と
変
貌
し
た
人
物
像
と
い
え
る
。
伝
説
と
し
て
素
朴
に
崇
め

ら
れ
る
存
在
か
ら
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
を
獲
得
し
た
人
気
を
博

す
る
よ
う
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
し
、
江
戸
の
庶
民
の
娯
楽
の
世
界
に
取
り

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

江
戸
期
の
義
経
物
は
あ
ま
り
に
多
種
多
様
で
、
そ
の
全
貌
を
把
握
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
島
津
久
基
の
『
義
経
伝
説
と
文
学
』
は
、
そ
の
全
貌
の

解
明
へ
と
向
け
た
労
苦
の
賜
物
で
あ
る
。
そ
こ
に
本
稿
が
取
り
上
げ
た
黄

表
紙『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』が
少
し
ば
か
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
翻
刻
さ
れ
た
も
の
も
な
く
、
本
稿
は
黄
表
紙
の
絵
と
文
字
と
の

格
闘
か
ら
始
ま
り
、
よ
う
や
く
作
品
研
究
へ
と
及
び
、
幾
分
な
が
ら
も
問

題
点
を
絞
る
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
と
い
え
る
。

　

そ
の
一
つ
と
し
て
、
ま
ず
は
主
人
公
の
雑
色
の
駿
河
清
重
で
あ
る
。
佐

藤
兄
弟
や
鈴
木
兄
弟
の
よ
う
な
著
名
な
家
臣
と
し
て
の
存
在
と
は
異
な

り
、
東
北
に
残
る
写
本
『
鬼
三
太
残
齢
記
』
に
登
場
す
る
雑
色
の
喜
三
太

に
似
せ
た
よ
う
な
脇
役
に
設
定
す
る
あ
た
り
、
江
戸
の
文
芸
世
界
に
新
た

な
主
人
公
が
義
経
物
の
需
用
に
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
徳
川
幕
府

の
源
氏
や
義
経
び
い
き
の
文
化
状
況
が
、
こ
う
し
た
人
物
に
も
ス
ポ
ッ
ト

が
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
と
い
う
黄
表
紙
は
義
経
伝
説

に
寄
り
添
い
な
が
ら
も
、
江
戸
で
起
こ
っ
た
「
奥
州
白
石
噺
」
と
い
う
ト

ピ
ッ
ク
ス
を
取
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
時
代
の
作
品
の
意
図
が
あ
っ
た
。

強
固
な
身
分
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
世
界
で
、
百
姓
娘
の
敵
討
と
い
う
事
件

に
拍
手
喝
采
を
見
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
江
戸
の
庶
民
の
生
々
し
い
姿
と
そ

の
世
界
が
息
づ
い
て
い
る
。

　

そ
の
作
品
の
物
語
構
想
に
、
近
松
門
左
衛
門
の
『
傾
城
島
原
蛙
合
戦
』

に
み
ら
れ
る
芝
居
の
手
法
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
近
松
の
描
く
常
陸
坊
海

尊
像
は
、「
七
草
四
郎
」（
天
草
四
郎
）
を
助
け
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
で
は
、
悪
役
の
藤
原
泰
衡
を
妖
威
で

悩
ま
せ
、
ま
た
そ
の
家
来
の
金
剛
秀
綱
に
制
裁
を
加
え
る
。
義
経
の
助
勢

が
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
い
る
駿
河
清
重
に
加
勢
し
、
清
重
と
同
じ
敵

相
手
を
共
有
す
る
お
そ
の
に
、
残
夢
が
通
力
を
も
っ
て
加
担
す
る
。
こ
う
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し
た
海
尊
／
残
夢
像
は
、
東
北
地
方
の
伝
説
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の

で
あ
る
。

　

一
方
で
、『
慶
安
太
平
記
』に
登
場
す
る
清
悦
像
も
、こ
れ
ま
で
の
イ
メ
ー

ジ
を
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
清
悦
物
語
』を
模
倣
し
た
在
地
の
写
本『
鬼

三
太
残
齢
記
』
に
は
、
義
経
を
裏
切
っ
た
常
陸
坊
海
尊
を
非
難
す
る
と
同

時
に
、
後
悔
懺
悔
し
な
が
ら
余
生
を
過
ご
す
常
陸
坊
海
尊
を
褒
め
る
清
悦

も
い
る
。
し
か
し
、『
慶
安
太
平
記
』
の
清
悦
は
、
逆
賊
の
精
神
を
も
つ

由
井
正
雪
を
暗
に
た
し
な
め
る
と
い
っ
た
新
し
い
姿
、
性
格
が
付
与
さ
れ

て
い
る
。

　

東
北
の
地
の
常
陸
坊
海
尊
は
、
修
験
の
活
動
と
結
び
つ
き
、
ま
た
ア
ン

バ
信
仰
に
見
ら
れ
る
霊
験
あ
ら
た
か
な
存
在
と
し
て
、
宗
教
的
な
要
素
を

帯
び
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
儒
学
者
た
ち
が
目
指
し
た
仙
人
像
と
し
て

の
海
尊
の
形
成
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
江
戸
の
文
芸
に
登
場
す
る
変
幻
自

在
の
常
陸
坊
海
尊
は
、
江
戸
文
芸
が
求
め
る
正
義
の
味
方
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
幕
藩
の
体
制
や
武
士
の
不
当
な
仕
打
ち

に
対
す
る
庶
民
の
不
満
や
鬱
憤
を
、
江
戸
の
消
費
社
会
は
庶
民
の
さ
ま
ざ

ま
な
し
が
ら
み
か
ら
解
放
す
る
物
語
世
界
を
、
妖
怪
・
怪
異
を
演
じ
る
役

割
を
海
尊
に
託
し
て
再
創
造
し
た
も
の
と
い
え
る
。
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