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※
本
講
演
録
は
令
和
四
年
一
二
月
一
〇
日
に
千
葉
大
学
け
や
き
会
館
大
ホ
ー
ル
で
の
講
座
を
収
録
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
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開
会
挨
拶

山
田　

賢
（
千
葉
大
学
副
学
長　

人
文
科
学
研
究
院　

教
授
）

　

た
だ
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
千
葉
大
学
の
山
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
副

学
長
と
し
て
の
主
な
職
責
と
い
う
も
の
は
、
千
葉
県
地
域
の
産
学
官
の
協
働
の
下
に

千
葉
大
学
の
教
育
を
再
構
築
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
主
眼
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
わ
け
で
、
私
は
、
平
素
か
ら
千
葉
県
内
の
産
業
界
の
皆
さ
ま
、
経
済
界
の

皆
さ
ま
と
懇
談
を
す
る
機
会
が
多
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
折
に
地
元
の
皆
さ
ま

が
千
葉
県
地
域
の
歴
史
や
文
化
、
あ
る
い
は
ひ
い
て
は
関
東
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
は

日
本
列
島
の
そ
う
い
っ
た
も
の
に
大
変
ご
関
心
を
お
持
ち
で
あ
る
、
深
い
造
詣
を
お

持
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
常
に
深
い
感
銘
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
本
日
の
公
開
講

座
は
数
年
前
よ
り
始
ま
っ
て
、
今
回
第
四
回
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
千
葉
市
、

千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
、
そ
し
て
千
葉
大
学
の
連
携
の
下
に
千
葉
開
府
九
〇
〇
年
を

見
据
え
て
毎
年
冬
に
開
催
さ
れ
て
き
た
も
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
地
道
な
学
術
的
営

為
が
持
続
し
て
き
た
、
継
続
し
て
き
た
と
い
う

こ
と
は
千
葉
市
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
皆

さ
ま
の
ご
尽
力
は
も
ち
ろ
ん
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
地
元
の
皆
さ
ま
が
こ
う
い
っ
た
も
の
に

関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
大
変
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
、
地
元

の
皆
さ
ま
の
地
域
の
歴
史
文
化
に
対
す
る
関

心
に
よ
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
講
座
が
支
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
常
に
実
感
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
今
回
の
テ
ー
マ
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
酒
呑
童
子
、
つ
ま
り
鬼
退
治

の
物
語
、
鬼
の
物
語
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
鬼
と
い
う
の
は
私
た
ち
の
日
常
の

外
に
あ
っ
て
、
平
穏
な
日
常
を
脅
か
す
か
も
し
れ
な
い
異
界
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ

を
武
士
が
討
伐
し
て
都
を
守
護
す
る
と
い
う
物
語
が
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
と
予
想
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
通
し
て
中
世
の
武
士
た

ち
が
ど
の
よ
う
な
自
画
像
を
思
い
描
い
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
房
総

に
生
き
た
千
葉
氏
が
そ
の
よ
う
な
武
士
の
イ
メ
ー
ジ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い

う
も
の
に
い
か
に
共
感
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
示
唆
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
鬼
と
い
う
テ
ー
マ
は

一
見
す
る
と
荒
唐
無
稽
な
お
と
ぎ
話
の
世
界
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ

の
よ
う
に
歴
史
の
中
の
武
士
の
在
り
方
に
つ
い
て
思
い
を
は
せ
る
よ
す
が
に
も
な
り

得
る
わ
け
で
す
。

　

一
方
歴
史
に
対
し
て
今
度
は
文
化
、
比
較
文
化
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
た
場
合
、

こ
こ
で
は
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
簡
単
に
触
れ
る
に
止
め
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
常

と
異
界
と
い
う
も
の
を
あ
る
種
の
分
断
線
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
区
分
さ
れ
た
二
つ

の
世
界
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
な
世
界
像
と
い
う
の
は
日
本
列
島
に
特
有
の
、
あ
る

い
は
少
な
く
と
も
日
本
列
島
に
お
い
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
想
像
力
の
在
り
方
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
鬼
（gui

）
と
い
う
言
葉
は
、
も

と
も
と
の
中
国
語
で
す
と
死
者
の
霊
魂
、
幽
鬼
の
意
味
で
あ
っ
て
、
日
常
世
界
の
ど

こ
に
で
も
漂
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
比
較
の
観
点
か
ら
も

鬼
、
こ
れ
を
よ
す
が
と
し
て
歴
史
と
文
化
に
深
く
思
い
を
は
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
本
日
は
期
待
を
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ
ま
、
ど
う
か

そ
の
豊
穣
な
日
本
列
島
の
歴
史
と
文
化
の
世
界
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　

最
後
に
本
日
こ
の
講
座
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
改
め
て
お
礼
を
申
し

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
芸
能
や
舞
台
芸
術
な
ど
で
は
よ
く
観
客
の
皆
さ
ま
を
お

迎
え
し
て
初
め
て
舞
台
が
完
成
す
る
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
い
た
し
ま
す
け
れ
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ど
も
、
公
開
講
座
も
同
じ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
観
客
の
皆
さ
ま
に
入
っ
て
い
た

だ
い
て
、
講
師
の
言
葉
に
う
な
ず
い
た
り
首
を
ひ
ね
っ
た
り
す
る
、
そ
こ
で
は
言

葉
に
よ
る
双
方
向
の
や
り
と
り
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
う

し
て
観
覧
の
皆
さ
ま
あ
っ
て
初
め
て
公
開
講
座
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

完
結
す
る
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
そ
の
意
味
で
、
こ
の
「
公

開
講
座
」
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
支
援
を
い
た
だ
き
、
皆
さ
ま
ご
来
場
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

趣
旨
説
明司

会　

外
山　

信
司
（
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
総
括
主
任
研
究
員
）

　

山
田
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
続
き
ま
し
て
、
本
日
の
テ
ー
マ

で
あ
り
ま
す
「
酒
天
童
子
の
物
語
と
千
葉
氏
―

逸い
つ
お
う
ぼ
ん

翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
に
つ
い
て
―
」
と
い

う
こ
と
で
、
私
か
ら
趣
旨
を
ご
説
明
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

伊
吹
山
と
い
う
本
も
あ
る
ん
で
す
が
、
大
江

山
に
住
み
、
都
か
ら
人
を
さ
ら
っ
て
食
ら
う
と

い
う
鬼
、
酒
天
童
子
を
源
頼
光
や
藤
原
保
昌
、

四
天
王
た
ち
が
退
治
す
る
と
い
う
「
酒
天
童
子

の
物
語
」
は
室
町
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
広
く

流
布
し
た
鬼
退
治
の
お
話
で
す
。
今
で
も
大
変

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
話
の

源
流
に
ご
く
近
い
作
品
が
、
大
阪
府
池
田
市
の

逸
翁
美
術
館
が
所
蔵
す
る
『
大
江
山
絵
詞
』
と

い
う
絵
巻
で
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
「
逸
翁
本
」
と

称
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
本
は
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
ま
で
は
、
な
ん
と
千

葉
県
香
取
市
の
香
取
神
宮
の
神
官
、
大
宮
司
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
従
っ
て

「
香
取
本
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
本
日
の
講
師
の
鈴
木
哲
雄
先
生
は
、

岩
波
書
店
か
ら
二
〇
一
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
酒
天
童
子
絵
巻
の
謎
「
大
江
山
絵
詞
」

と
坂
東
武
士
』
と
い
う
御
著
書
で
、
逸
翁
本
が
千
葉
氏
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
、
千
葉

氏
の
も
と
に
伝
来
し
た
可
能
性
を
提
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
講
座
で
は
、
ま
ず
作
品
の
内
容
と
問
題
点
に
つ
い
て
日
本
文
学
研
究
の
立

場
か
ら
解
説
を
い
た
だ
い
た
上
で
、
源
頼
光
を
は
じ
め
と
す
る
武
士
た
ち
が
都
に
災

い
を
も
た
ら
し
た
酒
天
童
子
を
退
治
す
る
物
語
と
、
こ
の
千
葉
の
地
を
本
拠
地
と
す

る
武
士
団
、
千
葉
氏
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本

日
は
逸
翁
本
を
巡
る
千
葉
氏
に
と
っ
て
の
物
語
と
歴
史
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、間
近
に
迫
り
ま
し
た
千
葉
開
府
九
〇
〇
年
に
向
け
て
、

千
葉
市
の
地
域
資
源
で
あ
る
千
葉
氏
の
理
解
を
深
め
、
郷
土
千
葉
市
へ
の
ご
関
心
を

深
め
る
機
会
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

各
講
演
へ
の
ご
質
問
は
、
配
布
し
て
お
り
ま
す
質
問
票
に
ご
記
入
の
上
、
会
場
を

出
た
後
ろ
に
質
問
箱
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
ク
ロ
ス

ト
ー
ク
の
後
に
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
時
間
の
関
係
で
全
て
の
ご

質
問
に
は
お
答
え
で
き
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
際
は
お
許
し

く
だ
さ
い
。
ま
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
用
意
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
の
、
来
年
も
継
続

し
て
い
く
で
あ
ろ
う
、
こ
の
市
民
講
座
の
企
画
運
営
等
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ぜ
ひ
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。



　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
千
葉
大
学
の
久
保

と
申
し
ま
す
。
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
通
り
、
私
の
研
究
対
象
は
延え

ん
ぎ
ょ
う
ぼ
ん

慶
本
『
平
家

物
語
』
な
の
で
す
が
、
今
日
の
お
話
は
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
で
、
な
ぜ
私
が
こ
の
作
品
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
経
緯
に

つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
『
大
江
山
絵
詞
』
に
は
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
開か

い
び
ゃ
く闢
説
話
、
伝
教
大
師
＝
最
澄

が
比
叡
山
を
開
い
た
と
い
う
お
話
が
入
っ
て
い
ま
す
。私
が
卒
業
論
文
で
取
り
上
げ
、

大
学
院
に
進
学
す
る
契
機
に
な
っ
た
話
が
、延
慶
本
『
平
家
物
語
』
巻
一
に
あ
る
「
後

二
条
関
白
殿
滅ほ

ろ
び
た
ま
ふ
こ
と

給
事
」
＝
「
願が

ん
だ
て立
説
話
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
そ
こ
に
比
叡

山
延
暦
寺
の
開
闢
、
伝
教
大
師
の
事
蹟
が
語
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
逸
翁
本
『
大
江

山
絵
詞
』
に
も
通
ず
る
諸
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
学
会

発
表
で
取
り
上
げ
た
わ
け
で
す
。

　

今
日
の
お
話
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
前
座
と
い
う
こ
と
で
、
肩
の
力
を
抜
い
た
お

話
と
い
う
か
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
身
近
な
「
鬼
退
治
の
話
」
と
し
て
、
現
代
に
ま
で

伝
わ
っ
て
き
た
と
こ
ろ
の
概
史
―
ス
ラ
イ
ド
２
の
構
成
２
で
す
―
、
具
体
的
に
は

「
酒
天
童
子
の
物
語
」
の
伝
播
に
つ
い
て
、
広
く
伝
わ
る
契
機
と
な
っ
た
幾
つ
か
の

本
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
ス
ラ
イ
ド
２
の
構
成
３
に
挙
げ
た
「
研
究
史
の
輪
郭
」
と
「
問
題
の
所

在
」
と
い
う
内
容
で
す
。
こ
こ
で
は
主
要
な
研
究
史
に
つ
い
て
、
こ
の
物
語
を
め
ぐ

っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
研
究
者
に
よ
っ
て
問
題
化
さ
れ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と

を
紹
介
し
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
ス
ラ
イ
ド
２
の
構
成
４
と
し
て
、
詞
書
に
よ
る
二
、三
の
考
察
を
挙
げ

て
い
ま
す
。
私
が
以
前
取
り
上
げ
た
比
叡
山
の
問
題
、
そ
し
て
「
千
葉
氏
」
に
関
わ

る
問
題
と
し
て
藤
原
保ほ

う
し
ょ
う昌の
存
在
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

　

皆
さ
ん
に
お
配
り
し
て
い
る
資
料
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
お
手
元
ご
確
認
い
た
だ
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【
講
演
１
】

　
　
　

逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
の
輪
郭

久
保　

勇
（
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院 

准
教
授
）

講
師
紹
介

　

久
保　

勇
（
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院 

准
教
授
）

　

二
〇
一
〇
年
か
ら
こ
の
千
葉
大
学
と
千
葉
市
に
よ
る
公
開
市
民
講
座
で
の
ご

講
演
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
公
開
講
座
の
企
画
運
営
に
も
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し

た
。
千
葉
大
学
文
学
部
大
学
院
修
士
課
程
・
博
士
課
程
を
経
て
、
二
〇
〇
〇
年

に
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
の
助
手
と
な
ら
れ
、
現
在
は
人
文
科
学
研
究

院
の
准
教
授
を
お
務
め
で
す
。

　

ご
専
門
は
中
世
文
学
、
軍
記
物
語
の
研
究
で
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
を
研

究
対
象
の
中
心
と
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
二
一
年
に
は
「
近
世
・
延
慶
本
三
写
本

の
実
態
と
環
境
に
つ
い
て
」
、
二
〇
年
に
は
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
伝
来
と
流

布
」
と
い
う
論
文
を
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
『
平
家
物
語
』
お
よ
び
そ

れ
以
前
の
軍
記
物
語
も
対
象
と
し
た
中
世
前
期
の
武
士
の
描
か
れ
方
や
、
近
代

に
お
け
る
軍
記
物
語
に
関
わ
る
文
化
の
諸
状
況
に
つ
い
て
も
研
究
を
深
め
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。



き
た
い
の
で
す
が
、
全
部
で
７
ペ
ー
ジ
と
な
り
ま
す
。
私
の
資
料
は
ス
ラ
イ
ド
で
紹

介
す
る
内
容
の
関
係
資
料
で
す
が
、
こ
れ
は
と
て
も
講
演
時
間
内
で
は
全
部
読
め
ま

せ
ん
の
で
、
重
な
る
部
分
に
は
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
い
て
あ
り
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド

の
方
で
資
料
の
参
照
指
定
を
記
載
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
適
宜
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
ま
ず
資
料
１
ペ
ー
ジ
で
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
【
参
考
１
】
に
つ

い
て
で
す
。『
大
江
山
絵
詞
』
と
は
ど
う
い
う
作
品
か
、
と
い
う
説
明
で
す
。
ま
と

ま
っ
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
の
で
、
榊
原
悟
氏
の
解
説
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
物
語
自
体
の
概
要
は
「
主
題
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。「
摂
津
守

源
頼ら

い
こ
う光
が
、
家
来
の
四
天
王
や
丹
後
守
保
昌
ら
と
と
も
に
丹
波
の
大
江
山
に
棲
む
酒

呑
童
子
を
退
治
す
る
物
語
」
と
あ
り
ま
し
て
、
い
わ
ば
「
鬼
退
治
」
と
い
う
こ
と
な

り
ま
す
。
ま
た
「「
し
ゆ
て
ん
童
子
」

と
し
て
「
御
伽
文
庫
」
二
十
三
篇
に

も
入
れ
ら
れ
た
著
名
な
武
勇
伝
説
で

あ
る
」
と
も
あ
り
ま
す
。
鈴
木
先
生

の
ご
講
演
と
も
重
な
り
ま
す
が
、
ま

ず
こ
の
お
話
の
分
類
に
お
い
て
「
酒

天
童
子
の
棲
処
」
が
二
ヶ
所
に
大
別

さ
れ
ま
す
。
一
つ
が
丹
波
国
の
大
江

山
、
も
う
一
つ
が
近
江
国
の
伊
吹
山

で
、
伊
吹
山
は
説
話
世
界
で
は
盗
賊

の
居
場
所
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
皆
さ
ん
が

色
鮮
や
か
な
彩
色
で
ご
覧
に
な
っ
た

こ
と
が
あ
る
「
酒
呑
童
子
絵
巻
」
は
、

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
本
の
伊
吹
山

系
の
も
の
に
な
り
ま
す
。「
古
法
眼

本
」（
絵
・
狩
野
元
信
）
と
し
て
大

永
二
年
（
一
五
二
二
）
に
制
作
さ
れ
、
北
条
氏
綱
が
発
注
し
た
も
の
で
す
。

　

一
方
、
今
日
取
り
上
げ
る
大
江
山
系
の
最
古
本
と
さ
れ
る
も
の
が
「
逸
翁
本
」
と

な
り
ま
す
。
ま
た
「
解
説
」
か
ら
理
解
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
こ
の
作

品
の
制
作
に
比
叡
山
延
暦
寺
が
関
与
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
現
存
の

逸
翁
本
の
「
絵
」
に
つ
い
て
で
す
。
東
国
圏
で
制
作
さ
れ
た
他
作
品
と
画
風
が
通
じ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
美
術
史
研
究
の
相
澤
正
彦
氏
は
、
逸
翁
本
の
絵
が
東
国
で
、

あ
る
い
は
鎌
倉
の
地
で
制
作
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
頭
に
残
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
資
料
２
ペ
ー
ジ
目
、【
参
考
２
】【
参
考
３
】
で
主
要
人
物
と
し
て
解
説

を
載
せ
た
源
頼
光
と
藤
原
保
昌
に
つ
い
て
で
す
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
辞
書
的
な
説

明
で
す
。

　

こ
こ
で
ス
ラ
イ
ド
３
の
「
頼
光
と
四
天
王
」
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
ま
す
。
源

頼
光
の
家
来
た
ち
が
「
四
天
王
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
逸
翁
本
詞
書
で
も
そ
う

紹
介
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
ス
ラ
イ
ド
の
写
真
を
ご
覧
い
た
だ
い
て
わ
か
り
ま
す
よ

う
に
、
仏
教
の
「
四
天
王
」
に
由
来
し
ま
す
。
こ
の
写
真
は
奈
良
の
も
の
で
す
が
、

上
が
北
方
を
守
護
す
る
「
多
聞
天
」
で
、
単
独
の
像
で
す
と
「
毘
沙
門
天
」
と
も
称

さ
れ
ま
す
。
こ
の
足
下
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
が
、
ス
ラ
イ
ド
を
拡
大
し

て
お
見
せ
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

　

す
み
ま
せ
ん
。
足
下
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
「
邪
鬼
」
＝
鬼
を
踏
み
つ
け
て
い
る
姿

が
確
認
で
き
ま
す
。
東
西
南
北
を
守
護
す
る
四
天
王
＝
「
多
聞
天
・
増
長
天
・
持
国

天
・
広
目
天
」、
こ
れ
ら
が
鬼
を
虐
げ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
邪
鬼
」
を
退
け
る
存

在
と
い
う
の
が
基
本
に
あ
っ
て
、「
頼
光
の
四
天
王
」
と
な
り
ま
す
の
で
、「
四
天
王
」

の
前
提
と
し
て
ス
ラ
イ
ド
で
仏
像
を
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。
保
昌
の
解
説
に
つ
い
て

は
最
後
に
触
れ
ま
す
の
で
、
余
裕
が
あ
り
ま
し
た
ら
【
参
考
３
】
の
解
説
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

そ
れ
で
は
次
の
ス
ラ
イ
ド
４
に
移
り
ま
す
。
こ
ち
ら
が
有
名
な「
講
談
社
の
絵
本
」

で
、
戦
後
の
も
の
で
す
。「
講
談
社
の
絵
本
で
『
大
江
山
』
読
ん
だ
」「
見
か
け
た
記

憶
が
あ
る
」
と
い
う
方
、ど
の
ぐ
ら
い
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？
《
会
場
反
応
な
し
》
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ほ
と
ん
ど
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
よ
う
で
す
。
こ
ち
ら
の
「
解
説
」
で
は
、「
源
頼
光

た
ち
の
勇
ま
し
く
も
、
け
な
げ
な
活
動
が
う
ま
く
織
り
こ
ま
れ
て
、
読
む
人
の
心
に
、

こ
こ
ろ
よ
い
興
奮
を
与
え
ま
す
」
と
か
「
強
い
正
義
心
の
勝
利
が
、
読
む
人
に
明
る

い
希
望
と
喜
び
を
与
え
て
く
れ
ま
す
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
鬼
退
治
の
勇
ま
し
い
武

士
の
お
話
と
し
て
、戦
後
も
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
ら
れ
続
け
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

逸
翁
本
と
比
べ
て
み
ま
す
と
、
ス
ラ
イ
ド
５
の
鬼
の
姿
で
頼
光
に
酒
を
勧
め
る
場
面

と
か
、
ス
ラ
イ
ド
６
の
酒
天
童
子
の
寝
所
を
襲
う
様
子
が
異
な
り
ま
す
。
逸
翁
本
で

す
と
、
酒
天
童
子
の
寝
所
が
か
な
り
堅
牢
な
「
鉄
石
の
室
」
で
造
ら
れ
て
い
て
、
な

か
な
か
破
れ
な
い
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
絵
本
の
方
は
た
や
す
く
寝
込
み
を
襲
う

描
写
で
す
。
ス
ラ
イ
ド
７
の
凱
旋
場
面
で
す
が
手
前
の
人
物
、
す
ぐ
わ
か
る
と
思
い

ま
す
が
、
ま
さ
か
り
を
担
い
だ
蓬ほ

う
は
つ髪
の
武
士
が
い
ま
す
。
こ
れ
が
坂
田
金
時
＝
金
太

郎
と
な
り
ま
す
が
、
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
で
は
酒
天
童
子
の
首
が
大
路
を
渡
さ

れ
る
シ
ー
ン
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
重
要
な
問
題
を
含
み
ま
す
が
、
絵
本
の
世
界

で
は
こ
う
し
た
も
の
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
以
上
か
ら
、
現
代
に
伝
え

ら
れ
た
作
品
は
、
逸
翁
本
か
ら
は
か
な
り
離
れ
て
い
っ
た
「
鬼
退
治
の
物
語
」
で
あ

る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

ス
ラ
イ
ド
８
に
移
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
ス
ピ
ン
オ
フ
作
品
」
と
も
言
え

ま
す
が
、『
金
太
郎
』
の
絵
本
で
す
。「
頼
光
四
天
王
」
の
坂
田
金
時
の
お
話
で
す
が
、

『
金
太
郎
』
の
注
目
す
べ
き
部
分
は
鬼
退
治
を
果
た
し
て
立
身
出
世
を
遂
げ
た
結
果

だ
と
考
え
が
ち
で
す
が
、「
解
説
」
で
は
「
金
太
郎
の
、
一
番
愉
快
な
、
心
を
打
つ

舞
台
は
、
足
柄
山
に
つ
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
あ
っ
て
、
足
柄
山
で
動

物
た
ち
と
一
緒
に
成
長
し
た
金
太
郎
の
姿
が
魅
力
的
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
ス
ラ
イ

ド
９
の
有
名
な
こ
の
シ
ー
ン
と
な
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
「
山
の
中
で
異
常
に
成
長
す

る
武
士
」
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
う
し
た
『
金
太
郎
』
の
淵
源
に

中
世
説
話
世
界
の
「
異
常
成
長
譚
」「
異
常
誕
生
譚
」
と
い
う
要
素
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド

は
頼
光
に
取

り
立
て
ら
れ
る
場
面
で
、
金
太
郎
の
お
母
さ
ん
が
息
子
を
家
来
に
し
て
く
だ
さ
い
と

嘆
願
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

ス
ラ
イ
ド

は
鈴
鹿
峠
の
鬼
退
治
で
す
。
鈴
鹿
峠
の
鬼
退
治
に
金
太
郎
が
行
く
わ

け
で
す
が
、
金
太
郎
の
容
姿
が
赤
鬼
の
よ
う
に
赤
か
っ
た
た
め
、
鬼
た
ち
が
同
族
だ

と
思
っ
て
棲す

み
か処
に
引
き
入
れ
た
と
い
う
展
開
で
す
。

　
「
鬼
」
と
「
武
士
」
が
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
存
在
と
い
う
認
識
は
、
こ
れ
か
ら
紹

介
す
る
研
究
史
で
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
現
代
に
伝
わ
る
絵
本
の
世
界
で
も

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
伝
え
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

次
の
ス
ラ
イ
ド

は
、
や
や
遡
っ
て
明
治
期
の
巖い

わ
や
さ
ざ
な
み

谷
小
波
に
よ
る
『
日
本
昔
噺
』

の
表
紙
で
す
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
―
佐
竹
昭
広
氏
の
『
酒
呑
童
子
異
聞
』

で
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
―
明
治
文
明
開
化
の
時
代
に
巖
谷
小
波
が
「
大
江
山
の
酒

呑
童
子
と
云
つ
て
も
、
お
話
で
は
鬼
で
す
が
、
元
よ
り
此
世
に
鬼
の
居
さ
う
な
筈
は

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
」
と
、
現
実
の
も
の
で
は
な
く
譬
え
話
と
し
て
子
ど
も
た
ち
＝
読

者
に
伝
え
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
正
体
を「
実
は
鬼
の
様
に
お
そ
ろ
し
い
大
盗
賊
」

と
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
目
に
は
見
え
な
い
も
の
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い

も
の
と
し
て
「
酒
天
童
子
の
物
語
」
を
小
波
が
紹
介
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
明
治
」

＝
近
代
の
問
題
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

続
い
て
ス
ラ
イ
ド

で
す
が
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
酒
天
童
子
の
首
が
退
治
さ
れ

て
都
に
も
た
ら
さ
れ
る
様
子
が
、
神
田
明
神
祭
礼
の
「
附
祭
」
で
再
現
さ
れ
て
い
る

様
子
で
す
。『
江
戸
名
所
図
会
』
の
有
名
な
絵
で
、
こ
ち
ら
の
説
明
に
は
「
隔
年
九

月
十
五
日
に
／
執
行
ふ
氏
子
の
／
町
々
よ
り
練
物
楽
車
等
を
／
出
す
中
に
も
大
江
山

凱
陣
」
と
あ
り
ま
す
。
人
の
目
を
引
く
「
だ
ん
じ
り
・
練
り
物
」
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
そ
の
他
に
は
「
牛
若
丸
の
奥
州
下
り
」
な
ど
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ス
ラ
イ
ド

か
ら
、こ
の
様
子
が
外
国
人
に
も
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
も
有
名
な
図
で
す
が
、
ス
イ
ス
の
外
交
官
の
エ
メ
・
ア
ン
ベ
ー
ル
と
い
う
人
が

一
八
六
三
年
に
日
本
に
滞
在
し
た
経
験
か
ら
、
帰
国
後
の
一
八
七
〇
年
『
江
戸
名
所

図
会
』
を
基
に
制
作
し
た
版
画
で
す
。
一
方
、
左
下
の
兜
に
食
ら
い
つ
く
酒
天
童
子

の
首
の
絵
が
表
紙
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
ち
り
め
ん
本
」
で
す
。『
日
本
昔
噺
』
を

英
訳
し
た
も
の
で
、
和
紙
に
多
色
刷
を
施
し
た
た
め
に
紙
が
ク
レ
ー
プ
状
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
か
ら
「
ち
り
め
ん
本
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
近
代
日
本
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に
は
こ
う
し
た
外
国
人
か
ら
の
注
目
が
あ
り
ま
し
た
。
前
後
し
ま
す
が
、
ス
ラ
イ
ド


が
酒
天
童
子
の
大
路
渡
し
の
元
と
な
っ
た
逸
翁
本
の
場
面
で
す
。
こ
の
よ
う
に
人

の
目
を
引
く
場
面
は
、
現
代
の
我
々
に
も
影
響
し
て
い
ま
す
。
左
下
は
神
田
明
神
の

祭
礼
を
企
画
さ
れ
る
方
々
が
、
平
成
一
九
年
に
「
大
江
山
凱
陣
」
を
附
祭
で
再
現
し

た
様
子
で
す
。
さ
ら
に
時
代
を
遡
り
、
江
戸
時
代
に
「
酒
天
童
子
の
物
語
」
が
ど
う

伝
わ
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
番
有
名
な
の
は
、先
に
触
れ
た『
御

伽
草
子
』
の
世
界
で
し
ょ
う
。

　

ス
ラ
イ
ド

は
渋
川
版
の
『
御
伽
文
庫
』
で
、
我
々
が
よ
く
知
る
お
伽
話
二
十
三

編
と
な
り
ま
す
。
渋
川
版
と
い
う
の
は
大
坂
の
本
屋
さ
ん
の
渋
川
清
右
衛
門
と
い
う

人
が
出
版
し
た
絵
入
板
本
な
の
で
す
が
、
そ
の
二
十
三
冊
目
が
「
し
ゅ
て
ん
童
子
」

と
い
う
わ
け
で
す
。

　

ス
ラ
イ
ド

は
、
こ
の
公
開
市
民

講
座
で
取
り
上
げ
た
い
と
考
え
て

い
る
『
前
太
平
記
』
と
い
う
作
品

で
、
寛
文
年
間
―
年
代
で
い
う
と

一
六
六
〇
年
代
―
、
作
者
は
藤
元
元

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品

は
歌
舞
伎
の
「
世
界
」
や
、
先
ほ
ど

挙
げ
ま
し
た
明
治
の
童
話
の
「
大
江

山
」
の
典
拠
に
な
っ
て
い
て
、
巻

二
〇
に
「
酒
天
童
子
の
物
語
」
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。『
前
太
平
記
』
は
、

江
戸
時
代
を
通
し
て
か
な
り
の
影
響

力
を
及
ぼ
し
た
作
品
な
の
で
す
が
、

実
は
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
お
り
ま
せ

ん
。
注
釈
書
も
詳
し
い
も
の
は
、
ま

だ
出
て
い
な
い
状
況
で
す
。
鈴
木
先

生
の
ご
著
書
の
中
で
は
、
ス
ラ
イ
ド

に
引
用
し
ま
し
た
よ
う
に
「『
前
太
平
記
』
の
「
坂
東
武
士
」
論
は
、
荒
唐
無
稽
な

作
り
話
と
い
う
の
で
は
な
く
、
中
世
に
形
作
ら
れ
た
坂
東
武
士
論
の
再
話
で
あ
っ

た
。」
と
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。『
前
太
平
記
』
の
世
界
が
、
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
中

世
の
武
士
た
ち
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
、と
い
う
問
題
は
か
な
り
重
要
と
考
え
ま
す
。

た
と
え
ば
「
千
葉
氏
」
の
こ
と
は
、
巻
二
四
の
忠
常
の
話
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
江

戸
時
代
に
千
葉
氏
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題
が
読
み
取
れ

ま
す
。「
千
葉
氏
」
は
も
う
滅
び
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
失
わ
れ
た
一
族
を
考
え
る

上
で
、『
前
太
平
記
』
と
い
う
作
品
は
有
効
と
な
り
ま
す
。

　

以
上
、
か
な
り
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
主
要
な
作
品
を
紹
介
し
て

き
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
逸
翁
本
に
限
っ
た
影
響
で
は
な
く
、「
酒
天
童
子
の

物
語
」
と
い
う
―
細
か
く
見
れ
ば
か
な
り
中
身
違
う
も
の
を
包
摂
し
た
―
大
き
な
枠

組
み
で
す
が
、
江
戸
時
代
、
明
治
、
大
正
、
現
代
ま
で
伝
わ
っ
て
き
た
概
略
は
理
解

い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

　

ス
ラ
イ
ド

の
研
究
史
の
話
題
に
移
り
ま
す
が
、
配
付
資
料
で
す
と
２
ペ
ー
ジ
の

【
参
考
４
】
以
降
と
な
り
ま
す
。「
酒
天
童
子
と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
、
原
義
に
関

わ
る
問
題
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
主
要
研
究
史
は
私
の
判
断
に

よ
る
も
の
で
、
―
多
く
の
研
究
者
に
よ
る
お
仕
事
の
成
果
は
ご
ざ
い
ま
す
が
―
注
目

さ
れ
る
重
要
な
成
果
に
限
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

ま
ず
、
佐
竹
昭
広
氏
で
す
が
、
酒
天
童
子
の
も
と
も
と
の
姿
と
い
う
の
は
山
中
に

捨
て
ら
れ
た
、
そ
し
て
異
常
に
成
長
し
た
童
子
の
お
話
、
い
わ
ゆ
る
「
捨
て
童
子
」

の
話
か
ら
発
し
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
幾
つ
か
の
例
は
、
資
料
に
挙

げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
「
伊
吹
童
子
」
や
「
役

え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

行
者
」、
有
名
な
と
こ
ろ
で
は

「
武
蔵
坊
弁
慶
」、
そ
れ
か
ら
「
平
井
保
昌
」
な
ど
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
冒
頭
で
触

れ
た
藤
原
保
昌
と
同
じ
人
物
で
す
。

　

こ
の
「
異
常
成
長
譚
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
配
付
資
料
６
ペ
ー
ジ
の
【
資
料
８
】

真
名
本
『
曾
我
物
語
』
巻
二
と
な
り
ま
す
。「
真
名
本
」
と
は
漢
字
で
書
か
れ
た
『
曾

我
物
語
』
で
、
そ
の
後
に
成
立
し
た
「
仮
名
本
」
は
一
四
世
紀
前
半
ま
で
に
成
立
し
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た
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
一
三
世
紀
末
か
ら
一
四
世
紀
初
め
頃
の
作
品
と
考
え
て

い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
京
都
の
北
部
、
福
井
と
の
境
に
位
置
す
る
「
荒

血
山
」
と
い
う
所
に
保
昌
が
捨
て
ら
れ
、
獣
た
ち
に
危
害
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く

成
長
し
、
比
叡
山
山
麓
の
猟
師
が
拾
っ
て
育
て
た
と
い
う
内
容
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
捨
て
童
子
」
が
「
し
ゅ
て
ん
ど
う
じ
」
と
い
う
よ
う
に
転て

ん
か訛
し
た

と
い
う
の
が
佐
竹
氏
の
説
で
す
。「
し
ゅ
て
ん
」
に
つ
い
て
は
―
鈴
木
先
生
か
ら
お

話
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
―
、「
酒
呑
」
で
は
な
く
、
最
も
古
い
逸
翁
本
詞
書

で
童
子
本
人
が
酒
の
「
天
」
―
ソ
ラ
、
ア
マ
―
の
童
子
だ
と
名
乗
っ
て
い
る
の
で
、

本
講
座
タ
イ
ト
ル
は
「
酒
天
童
子
」
と
表
記
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
佐
竹
氏

の
論
を
か
な
り
端
折
っ
て
い
る
の
で
、
思
い
付
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
方
も
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
学
界
的
に
は
支
持
さ
れ
て
い
る
説
と
加
え
て
お
き
ま
す
。

　

二
つ
目
に
紹
介
し
ま
す
の
が
歴
史
学
の
成
果
で
す
。
神
戸
大
学
に
お
勤
め
だ
っ
た

高
橋
昌
明
氏
の
『
酒
呑
童
子
の
誕
生
』
で
す
。
こ
ち
ら
の
本
は
文
庫
本
で
今
で
も
入

手
で
き
ま
す
が
、
同
書
か
ら
二
つ
取
り
上
げ
ま
す
。
ま
ず
、
こ
の
物
語
が
都
の
「
四し

角か
く
し
き
ょ
う
さ
い

四
堺
祭
」
に
関
連
し
、〈
境
界
〉
と
し
て
の
大
江
山
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
こ
と

で
す
。
そ
し
て
、
酒
天
童
子
の
正
体
に
つ
い
て
、
詞
書
に
「
正
暦
年
中
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
当
時
流
行
し
た
「
疫
病
」
す
な
わ
ち
「
疫
神
」「
鬼
」
と
し
て
具
現
化
し

た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ス
ラ
イ
ド

の
地
図
で
お
示
し
し
て
い
る
〈
境
界
〉
で
す
が
、「
四
角
四
堺
祭
」

の
「
四
角
」
は
京
都
の
条
里
制
の
境
目
、「
四
堺
」
が
京
都
周
辺
の
地
域
に
定
め
ら

れ
た
境
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
北
」
が
京
都
か
ら
琵
琶
湖
に
下
っ
て
い
く

途
中
の
「
和わ

に邇
」、
私
な
ど
は
『
平
治
物
語
』
で
源
義
朝
が
敗
走
す
る
「
龍り

ゅ
う
げ
ご
え

華
越
」

と
い
う
方
が
馴
染
み
深
い
で
す
。
そ
し
て
「
南
」
が
山
崎
、
千
利
休
で
も
知
ら
れ
ま

す
し
現
在
は
大
き
な
醸
造
所
も
あ
り
ま
す
。「
東
」
が
百
人
一
首
の
蝉
丸
・「
知
る
も

知
ら
ぬ
も
逢
坂
の
関
」
で
知
ら
れ
る
逢
坂
の
関
で
す
。
そ
し
て
「
西
」
が
大
江
山
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
京
都
に
と
っ
て
悪
い
モ
ノ
が
入
っ
て
く
る
境
目
、〈
境
界
〉

と
し
て
大
江
山
の
地
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
の
が
、
高
橋
氏
の
ご
著
書
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
う
少
し
易
し
い
話
を
い
た
し
ま
す
と
、
皆
さ
ん
節
分
の
時
に
「
鬼
は
外
、
福
は

内
」
と
や
り
ま
す
ね
。「
玄
関
」、
家
屋
の
〈
境
界
〉
と
な
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
「
ウ

チ
」
と
「
ソ
ト
」
で
区
切
り
、玄
関
よ
り
「
ソ
ト
」
に
悪
い
モ
ノ
を
追
い
払
う
と
い
う
、

宮
中
行
事
で
は
「
追つ

い
な
し
き

儺
式
」
に
あ
た
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
〈
境
界
〉
の
考
え
方

が
、
こ
の
物
語
の
舞
台
設
定
に
強
く
影
響
し
て
い
る
の
は
歴
然
か
と
思
い
ま
す
。

　

ス
ラ
イ
ド

は
小
松
和
彦
氏
の
研
究
で
す
。「
鬼
」
や
「
妖
怪
研
究
」
で
著
名
な

小
松
氏
で
す
が
、
こ
こ
で
は
二
つ
紹
介
し
ま
す
。
一
つ
目
は
佐
竹
氏
が
述
べ
た
「
捨

て
童
子
」
と
重
な
る
わ
け
で
す
が
、
英
雄
と
怪
物
は
同
根
の
異
な
る
存
在
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。や
は
り
異
常
な
成
長
を
す
る
者
た
ち
と
い
う
点
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
酒
天
童
子
の
首
が
都
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
問
題

化
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
世
王
権
説
話
に
お
け
る
〈
外
部
〉
＝
悪
い
モ
ノ
と
な
り
ま
す

が
、
そ
の
根
源
た
る
悪
い
モ
ノ
が
「
酒
天
童
子
の
首
」
に
象
徴
さ
れ
、
そ
れ
が
討
た

れ
て
都
の
〈
内
〉
に
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
意
味
に
つ
い
て
、結
局
〈
内
〉

な
る
「
王
権
」
が
秩
序
を
回
復
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
〈
外
〉
の
敵
か
ら
秩
序
を
取
り

戻
す
と
い
う
物
語
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
「
酒
天
童
子
の
物
語
」
を
構
造

化
し
て
説
明
し
た
研
究
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ス
ラ
イ
ド

は
美
濃
部
重
克
氏
の
『
ま
つ
ろ
わ
ぬ
も
の
の
時
空　

酒
呑
童
子
絵
を

読
む
』
で
す
。「
ま
つ
ろ
わ
ぬ
も
の
」
と
い
う
の
は
、
簡
単
に
言
え
ば
「
言
う
こ
と

を
聞
か
な
い
者
た
ち
」
で
す
。
か
つ
て
の
神
話
世
界
で
は
「
土
蜘
蛛
」
な
ど
が
「
ま

つ
ろ
わ
ぬ
も
の
ど
も
」
と
し
て
登
場
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
系
列
に
「
酒
呑

童
子
」
を
挙
げ
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
が
注
目
し
た
の
は
、
討
た
れ
た
酒
天
童
子
の

目
が
つ
む
っ
て
な
い
と
い
う
指
摘
で
す
。
非
常
に
細
か
い
描
写
な
の
で
す
が
、
上
の

大
路
渡
し
の
絵
で
酒
天
童
子
の
複
数
の
目
が
潰
れ
て
い
な
い
。
再
び
開
い
て
る
と
い

う
部
分
で
す
。
詞
書
に
よ
れ
ば
、
酒
天
童
子
は
首
を
は
ね
て
も
退
治
で
き
ず
、
首
が

生
き
続
け
反
撃
し
て
き
ま
す
。
下
の
絵
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
と
ど

め
を
刺
す
の
が
目
を
「
抉く

じ

る
」
＝
え
ぐ
る
行
為
と
な
り
ま
す
。
目
を
え
ぐ
っ
て
と
ど

め
を
刺
し
た
は
ず
で
す
が
、
大
路
渡
し
の
絵
段
階
で
再
び
目
を
開
け
て
い
る
。
こ
れ

は
一
体
何
を
表
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
で
す
。
絵
師
の
ミ
ス
か
と
は
考
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え
ず
、
美
濃
部
氏
は
「
世
を
乱
す
機
会
を
再
び
伺
う
首
」
と
読
み
取
っ
て
お
ら
れ
る

わ
け
で
す
。
美
濃
部
先
生
な
ら
で
は
の
、
文
学
的
な
発
想
に
基
づ
く
「
読
み
」
を
提

示
さ
れ
て
い
る
比
較
的
新
し
い
研
究
と
し
て
紹
介
し
た
次
第
で
す
。

　

駆
け
足
で
み
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
ス
ラ
イ
ド

で
一
度
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。

こ
こ
ま
で
の
前
半
で
は
、
近
現
代
に
至
る
「
酒
天
童
子
の
物
語
」
は
「
怪
物
」「
鬼
」

を
退
治
す
る
武
士
の
活
躍
劇
で
あ
り
、
世
を
乱
す
モ
ノ
を
滅
ぼ
す
勇
敢
な
武
士
を
讃

え
る
物
語
と
し
て
読
ま
れ
続
け
て
き
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
後
半
の
研
究
史
で

は
「
酒
天
童
子
は
い
か
な
る
存
在
か
」「
こ
の
物
語
は
何
を
表
し
て
い
る
の
か
」
と

い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
ひ
と
つ
は〈
境
界
〉を
め
ぐ
り〈
内
〉と〈
外
〉

を
往
還
し
「
災
い
」
を
退
け
る
物
語
と
し
て
の
理
解
で
す
。
こ
れ
は
基
本
的
に
「
鬼

は
外
、
福
は
内
」
と
同
じ
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
が
王
権
の
秩
序
を
回
復

す
る
物
語
と
い
う
理
解
で
す
。
詞
書

を
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
酒
天
童
子

は
も
と
も
と
こ
の
辺
（
ス
ラ
イ
ド


地
図
）
の
和
邇
（
龍
華
）
に
ほ
ど
近

い
比
良
山
と
い
う
所
に
い
た
の
で
す

が
、
伝
教
大
師
の
比
叡
山
開
創
に
よ

っ
て
追
わ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。「
四

角
四
堺
」
の
〈
境
界
〉
か
ら
見
る
と
、

「
北
」の
境
周
辺
に
い
た
モ
ノ
が「
西
」

の
大
江
山
に
移
動
す
る
話
に
な
っ
て

い
ま
す
。
都
の
北
東
で
は
伝
教
大
師

が
い
て
退
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
大
江

山
に
そ
の
よ
う
な
存
在
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
は
、
誰
を
遣
わ
し
て
酒
天
童

子
を
退
治
す
る
か
と
い
う
問
題
と
な

り
、「
武
士
」
が
登
場
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、王
権
の
秩
序
を
回
復
す
る
「
担
い
手
」
と
し
て
、仏
法
と
〈
武
〉

が
浮
上
し
て
き
ま
す
。

　
「
酒
天
童
子
は
い
か
な
る
存
在
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、「
異
常
に
成
長
し

た
モ
ノ
」
＝
「
捨
て
童
子
」
と
い
う
解
釈
が
あ
り
、
か
な
り
支
持
さ
れ
て
い
る
と
申

し
ま
し
た
。「
病
気
」
に
は
限
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
や
は
り
「
災
い
」
を
も

た
ら
す
存
在
＝
「
厄
災
」
と
い
う
抽
象
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
具
現
化
し
た
、
と
い

う
理
解
も
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
節
分
の
時
、
実
際
に
自
分
の
家
に

「
鬼
」
が
来
る
と
思
っ
て
、本
気
で
豆
を
撒
い
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
「
病

気
」
と
か
「
事
故
」
と
か
、
そ
う
い
っ
た
「
災
い
」
が
家
に
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
豆

撒
き
す
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
実
態
の
な
い
「
厄
災
」
と
い
う
の
が
「
物
語
」

に
表
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
「
酒
天
童
子
」
と
「
武
士
」
の
存
在
の
関

係
性
で
す
。
こ
こ
で
は
真
名
本
『
曽
我
物
語
』
に
よ
っ
て
紹
介
し
た
保
昌
を
挙
げ
て

い
ま
す
が
、「
同
根
で
異
な
る
存
在
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
ま
で
が
大
枠
と
し

て
の
「
酒
天
童
子
の
物
語
」
の
理
解
で
、
逸
翁
本
に
必
ず
し
て
も
限
定
し
な
い
お
話

し
で
す
が
、「
酒
天
童
子
」
が
こ
う
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
「
輪
郭
」
は
ご
理
解

い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

ス
ラ
イ
ド

か
ら
は
文
字
ば
か
り
に
な
る
の
で
、
見
え
に
く
い
部
分
が
あ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
逸
翁
本
の
「
酒
天
童
子
の
輪
郭
」
に
つ
い
て
で
す
。
こ
ち
ら
は
詞
書

の
引
用
に
な
り
ま
す
が
見
て
い
た
だ
く
と
、
閑
院
の
右
大
将
実
見
の
卿
が
「
斯
か
る

変へ
ん
げ化
の
者
も
、
王
土
に
跡
を
留
め
な
が
ら
、
争い

か
で
か
天
気
に
従
は
ざ
る
べ
き
。」
と
述

べ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
天
皇
が
統
治
す
る
こ
の
国
土
に
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
天

皇
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
同

じ
こ
と
が
酒
天
童
子
本
人
か
ら
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。「
桓
武
天
皇
、
又
勅
使
を
立

て
宣
旨
を
読
ま
れ
し
か
ば
、
王
土
に
あ
り
な
が
ら
、
勅
命
さ
す
が
に
背
き
難
か
り
し

上
」
と
、
自
分
で
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
天
皇
の
命
令
に
は
逆
ら
え
な

い
の
で
自
分
は
移
動
し
た
、
と
自
ら
の
過
去
を
話
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
話
の
前

提
と
し
て
、既
に
文
学
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、資
料
４
ペ
ー
ジ【
資
料
１
】

に
挙
げ
ま
し
た
『
古
今
和
歌
集
』
古
注
釈
の
説
話
で
す
。「
藤
原
千ち

か
た方
説
話
」
と
い
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わ
れ
る
も
の
で
、
鬼
神
四
人
を
従
え
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
藤
原
千
方
を
退
治
し
に

行
く
と
い
う
話
で
す
。
こ
こ
で
は
「
和
歌
」
の
力
に
よ
っ
て
鬼
神
を
天
皇
側
に
従
え

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
展
開
と
な
っ
て
お
り
、『
太
平
記
』
に
も
載
っ
て
い
ま
す
。　

　
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
』
は
弘
安
年
間
の
末
ま
で
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る

の
で
、
一
二
八
八
年
あ
た
り
に
出
来
た
と
い
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
実
際
、「
酒
天

童
子
の
物
語
」
で
も
「
千
方
説
話
」
が
直
接
利
用
さ
れ
て
い
る
「
慶
応
大
学
本
」
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
資
料
引
用
部
の
下
線
部
、「
武
キ
モ
ノ
ヽ
フ･

鬼
神
ニ
至
ル
マ
デ

モ
哥
ニ
ハ
心
ヲ
和
グ
ル
ニ
依
テ
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
ど
の
よ
う
な
立
場
の
人

か
ら
発
せ
ら
れ
た
か
考
え
ま
す
と
、和
歌
を
嗜
む
人
で
し
ょ
う
か
ら
「
貴
族
」
や
「
学

者
」
な
ど
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
鬼
神
ハ
極
テ
心
直
ナ
ル
者
也
」
と
も
位
置

づ
け
ら
れ
、
こ
こ
で
詠
ま
れ
る
実
際
の
和
歌
で
は
「
土
モ
木
モ
ワ
ガ
大
君
ノ
国
ナ
レ

バ
何
ク
カ
鬼
ノ
宿
ト
定
メ
ン
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
「
天
皇
の
土
地
で
あ
る
か

ら
鬼
の
宿
を
云
々
」
と
い
う
内
容
も
先
ほ
ど
の
、
酒
天
童
子
が
逸
翁
本
で
述
べ
る
論

理
と
同
様
、
天
皇
の
言
う
こ
と
を
聞
か
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
点
で
一
致
し
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、最
も
古
い
「
酒
天
童
子
の
物
語
」
で
あ
る
逸
翁
本
に
、「
千
方
説
話
」

は
相
応
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

続
い
て
ス
ラ
イ
ド

、「
②
異
類
退
治
の
武
士
」
に
つ
い
て
で
す
。
こ
ち
ら
は
資

料
４
ペ
ー
ジ
か
ら
５
ペ
ー
ジ
に
か
け
て
、
私
が
研
究
対
象
と
し
て
い
る
延
慶
本
『
平

家
物
語
』
の
本
文
で
、
い
わ
ゆ
る
「
ヌ
エ
退
治
」。
源
頼
政
に
よ
る
ヌ
エ
退
治
の
お

話
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
ヌ
エ
を
退
治
せ
よ
と
命
令
さ
れ
る
頼

政
と
『
大
江
山
絵
詞
』
の
方
で
頼
光
・
保
昌
が
酒
天
童
子
退
治
の
勅
命
を
下
さ
れ
た
、

双
方
の
反
応
が
似
通
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。『
平
家
物
語
』を
ご
覧
い
た
だ
く
と
、「
頼

政
申
サ
レ
ケ
ル
ハ
「
昔
ヨ
リ
朝
家
ニ
武
士
ヲ
置
ル
ヽ
事
、
逆
叛
ノ
者
ノ
ヲ
退
ケ
、
違

勅
ノ
者
ヲ
亡
サ
ン
ガ
為
也
。『
目
ニ
モ
ミ
エ
ヌ
変
化
ノ
者
仕
レ
』
ト
仰
下
サ
ル
ヽ
事
、

未
ダ
承
リ
及
バ
ズ
」
と
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
「
武
士
」
は
朝
敵
を
滅
ぼ
す
存
在
で
、

怪
物
退
治
す
る
者
で
は
な
い
、
と
い
う
主
張
で
す
。
ス
ラ
イ
ド
の
『
大
江
山
絵
詞
』

詞
書
引
用
で
は
、「
各
申
さ
れ
け
る
は
、「
誠
に
弓
箭
の
道
に
は
、
偏
に
朝
敵
を
平
ら

げ
ん
が
為
也
。
夫
れ
、
仰
せ
を
辞
し
申
す
に
及
ば
ず
。〈
中
略
〉
是
は
姿
を
見
ざ
る

天
魔
、
声
を
聞
か
ざ
る
鬼
神
也
。
合
戦
を
遂
ぐ
る
事
、
人
力
及
び
難
き
」
と
あ
り
ま

す
。
朝
廷
か
ら
怪
物
退
治
を
命
令
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
武
士
た
ち
の
言
葉
が
、
パ

タ
ー
ン
化
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
他
で
も
注
目
さ
れ
る
問
題
と
し
て
、ス
ラ
イ
ド
左
端
に
示
し
て
あ
り
ま
す
が
、

明
治
に
出
版
さ
れ
た
『
考
古
画
譜
』
で
は
「
詞
盛
衰
記　

平
家
物
語
の
口
記
に
て
太

平
記
よ
り
は
ふ
る
し
」
と
評
さ
れ
て
い
ま
す
。『
大
江
山
絵
詞
』
詞
書
の
文
体
が
、

軍
記
物
語
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
は
皆
さ
ん
も
お
気
付
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
少
し
加
え
ま
す
と
、
ヌ
エ
退
治
を
し
た
「
頼
政
」
は
ど
の
よ
う
な
武
士
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
系
譜
は
「
頼
光
」
か
ら
下
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
系

図
を
お
示
し
す
れ
ば
良
か
っ
た
の
で
す
が
、「
頼
光
―
頼
国
―
頼
綱
―
仲
政
―
頼
政
」

と
な
り
、
大
内
裏
を
守
る
源
氏
の
武
士
の
系
譜
の
末
に
あ
る
、
頼
政
が
ヌ
エ
説
話
に

お
い
て
今
指
摘
し
た
勅
命
に
対
す
る
対
応
を
し
て
い
る
と
い
う
問
題
で
す
。

　

ス
ラ
イ
ド

、「
③
物
語
と
〈
仏
法
〉
～
蓑
笠
の
三
人
と
「
籠
」」
に
つ
い
て
で
す
。

こ
こ
か
ら
は
比
叡
山
延
暦
寺
で
の
成
立
問
題
に
関
わ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
い
わ
ば

逸
翁
本
に
お
け
る
「
仏
法
」
の
問
題
で
す
。
こ
れ
に
は
多
く
の
問
題
箇
所
が
あ
る
わ

け
で
す
が
、今
回
私
が
着
目
し
て
い
る
問
題
は
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
け
先
に
申
し
ま
す
と
、

「
隠
れ
蓑
」「
龍
樹
菩
薩
」
の
存
在
、
そ
れ
か
ら
「
銅
の
籠
」「
鉄
石
の
室
」
か
ら
の

解
放
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
様
子
か
ら
見
て
い
き
ま
す
。

　

ス
ラ
イ
ド

の
「
絵
」
で
す
が
、
鬼
た
ち
の
い
る
建
物
は
絵
巻
の
技
法
に
よ
っ
て

透
け
て
描
か
れ
て
い
ま
す
、そ
こ
を
三
人
の
蓑
笠
を
被
っ
た
僧
侶
が
窺
っ
て
い
ま
す
。

手
前
の
僧
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、
身
体
が
透
け
て
「
床
」
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
蓑
笠
の
僧
侶
た
ち
が
透
明
化
し
て
い
る
表
現
で
、
中
の
鬼
た
ち
か
ら
は
彼
ら
が

見
え
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
蓑
笠
が
「
龍
樹
菩
薩
の
隠
れ
蓑
」
と
考
え
ら
れ
る

わ
け
で
す
。

　

続
い
て
ス
ラ
イ
ド

で
す
が
、
三
人
の
僧
が
窺
っ
て
い
る
の
は
都
か
ら
捕
ら
え
ら

れ
た
人
々
で
す
。
詞
書
に
「
銅
の
籠
を
作
て
女
房
四
□
人
こ
め
お
き
た
る
中
に
、
い

と
清
げ
な
る
児
の
、
十
四
五
ば
か
り
な
る
が
」
と
あ
り
、
こ
の
稚
児
＝
慈
恵
大
師
の

弟
子
が
『
法
華
経
』
を
読
誦
し
て
、
絵
に
あ
る
よ
う
に
雲
に
乗
っ
た
諸
天
が
現
れ
て
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い
る
様
子
で
す
。
こ
れ
は
『
法
華
経
』
の
功
徳
を
述
べ
て
い
る
場
面
で
、『
法
華
経
』

の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。閉
じ
込
め
ら
れ
た
空
間
か
ら『
法

華
経
』
の
真
義
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
展
開
に
関
連
し
て
、資
料
５
ペ
ー
ジ
の【
資

料
４
】
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
の
本
は
『
渓

け
い
ら
ん
し
ゅ
う
よ
う
し
ゅ
う

嵐
拾
葉
集
』
と
読
み
ま
す
。
比
叡
山
の

―
宗
派
で
は
な
く
て
―
住
侶
た
ち
の
職
掌
と
し
て
「
顕
・
密
・
戒
・
記
」
と
い
う
四

家
が
あ
り
、
そ
の
中
の
「
記き

け家
」
に
伝
わ
る
秘
伝
を
記
し
た
資
料
と
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
南
イ
ン
ド
が
舞
台
の
「
南
天
鉄
塔
説
話
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
龍
樹
菩
薩
が

そ
の
塔
か
ら
真
言
密
教
の
秘
宝
を
取
り
出
し
た
、
と
い
う
話
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。「
南
天
鉄
塔
説
話
」
は
、
図
に
な
っ
た
資
料
も
あ
り
ま
す
が
、
逸
翁
本
の
絵
と

通
ず
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
、
日
本
人
が
南
イ
ン
ド
の
仏
教
遺
跡
を
発
掘

し
た
ニ
ュ
ー
ス
を
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
マ
ン
セ
ル
遺
跡
」
で
す
が
、
こ
こ

が
南
イ
ン
ド
の
「
南
天
鉄
塔
」
で
は

な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

を
開
く
、と
い
う
記
家
の
伝
承
で
す
。

　

ス
ラ
イ
ド

で
す
が
、
こ
れ
は
鬼

た
ち
が
隣
室
に
い
て
、
天
竺
、
震
旦

の
人
々
が
捕
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
左
側
に
蓑
笠
を
被
っ
た
三
人
が
様

子
を
窺
っ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
ま

す
。
詞
書
に
は
「
我
朝
に
も
か
ぎ
ら

ず
天
竺
震
旦
の
人
ま
で
も
と
り
お
き

た
る
」と
あ
り
ま
す
。
我
朝
＝
本
朝
、

天
竺
＝
イ
ン
ド
、
震
旦
＝
中
国
と
挙

が
れ
ば
、
仏
法
が
渡
っ
て
き
た
道
を

表
し
ま
す
の
で
、
こ
う
し
た
人
々
が

閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
状
況
を
ど
う

読
み
解
く
か
と
い
え
ば
、
天
竺
・
震

旦
・
本
朝
の
「
仏
法
」
が
想
起
さ
れ

る
わ
け
で
す
。

　

平
安
後
期
の
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
説
話
と
分
か
れ
、

仏
教
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
こ
の
様
子
は
「
仏
法
」
が
閉
塞
し
た

状
況
を
解
放
す
る
、
と
い
う
状
況
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ス
ラ
イ
ド

に
移
り
ま
す
。
初
め
に
紹
介
し
た
絵
本
の
と
こ
ろ
で
、逸
翁
本
で「
酒

天
童
子
の
寝
所
が
非
常
に
堅
牢
で
あ
っ
た
と
申
し
ま
し
た
。
詞
書
で
は
「
童
子
、
鐵

石
の
室
を
強
く
構
へ
て
、
そ
の
中
に
ぞ
臥
し
た
り
け
る
」
と
あ
り
、
童
子
が
非
常
に

堅
固
な
所
に
い
る
の
で
中
に
入
れ
な
い
、
と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
室
」
を
開
け

る
の
は
誰
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、「
何い

か

に
し
て
も
此
の
戸
を
開
く
べ
き

様
な
か
り
け
る
に
、
老
ひ
た
る
、
少
き
二
人
の
僧
、「
年
来
の
行
功
只
今
な
り
。
本

尊
界
会
、
穴あ

な
か
し
こ賢
、
本
誓
誤
り
給
ふ
な
」
と
て
袈
裟
の
下
に
印
契
結
び
て
、
暫
く
祈
念

し
給
へ
ば
、
固
く
閉
ぢ
た
り
つ
る
鐵
石
、
朝
の
露
と
消
え
、
由
々
し
く
見
え
つ
る
寝

所
は
一
時
に
破
れ
に
け
り
」
と
続
け
て
い
ま
す
。「
老
ひ
た
る
、
少
き
二
人
の
僧
」

の
祈
禱
と
い
う
か
修
法
に
よ
っ
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
破
れ
た
と
い
う
内
容
で
す
。

つ
ま
り
「
仏
力
」
あ
る
い
は
「
神
通
力
」
と
い
う
よ
う
な
、
宗
教
的
な
力
に
よ
っ
て

解
放
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
人
々
を
閉
じ
込
め
て
い
た
「
籠
」
や
酒

天
童
子
の
「
室
」
な
ど
を
解
放
す
る
力
は
、「
武
力
」
で
は
な
く
「
仏
法
」
で
あ
っ

た
と
読
み
取
れ
ま
す
の
で
、
イ
ン
ド
の
「
南
天
鉄
塔
」
を
龍
樹
菩
薩
が
開
い
た
話
が

下
敷
き
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

ス
ラ
イ
ド

に
移
り
ま
す
。「
隠
れ
蓑
」
を
使
う
こ
と
も
、
こ
の
考
え
の
補
強
材

料
と
な
り
ま
す
。
龍
樹
菩
薩
が
身
を
隠
す
＝
透
明
化
す
る
、
と
い
う
「
隠
身
」
の
話

は
、『
今
昔
物
語
集
』『
打
聞
集
』『
古
本
説
話
集
』『
宝
物
集
』
な
ど
の
説
話
集
に
登

場
し
ま
す
。
ま
た
逸
翁
本
の
「
別
巻
詞
書
」
で
は
、
安
倍
清
明
が
「
秘
密
真
言
の
棟

梁
、
竜
樹
菩
薩
の
変
化
也
」
と
書
か
れ
て
お
り
、「
龍
樹
菩
薩
」
に
対
す
る
こ
の
作

品
の
意
識
を
考
え
さ
せ
る
記
述
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
資
料
５
ペ
ー
ジ
【
資
料

３
】の『
梁
塵
秘
抄
』を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。
後
白
河
院
の
当
時
に
流
行
し
た「
今
様
」

に
南
天
鉄
塔
が
歌
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
存
在
自
体
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
ま
す
。
そ
の
上
で
資
料
５
ペ
ー
ジ
の【
資
料
４
】
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
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比
叡
山
延
暦
寺
の
「
記
家
」
に
よ
る
南
天
鉄
塔
秘
伝
が
逸
翁
本
制
作
の
背
景
に
あ
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
お
聞
き
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
難
し
く
、
一
度
お

聞
き
に
な
っ
て
も
久
保
先
生
の
思
い
付
き
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
紹
介
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
既
に
研
究
史
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
比
叡

山
延
暦
寺
の
他
の
資
料
と
の
関
係
を
併
せ
れ
ば
、「
南
天
鉄
塔
説
話
」
が
逸
翁
本
に

関
係
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
内
容
を
学
会
発
表
し
た
わ

け
で
す
が
、
今
日
は
や
や
く
だ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
。

　

あ
と
残
り
５
分
程
度
で
す
が
、
ス
ラ
イ
ド

に
移
り
、「
千
葉
氏
と
の
関
連
」
に

つ
い
て
、
保
昌
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
に
引
用
し
た
陽
明
文

庫
本
は
、
詞
書
の
み
が
残
る
も
の
で
逸
翁
本
に
先
立
っ
て
成
立
し
た
と
捉
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
保
昌
は
「
白
き
ひ
る
ま
き
の
太
刀
に
虎
皮
の
し
ん
ざ
や
入
て
は
き
」
と
書

か
れ
て
お
り
、
逸
翁
本
の
絵
で
は
右
側
の
人
物
の
刀
の
鞘
に
獣
の
皮
の
カ
バ
ー
（
サ

ッ
ク
）
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
尻
鞘
」
を
初
め
て
聞
い
た
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ

れ
に
は
熊
の
皮
、
豹
皮
や
虎
皮
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
、
貴
族
た
ち
が
儀

式
の
折
に
太
刀
を
佩
く
時
、
刀
の
装
飾
と
し
て
「
豹
」
や
「
虎
」
と
い
っ
た
輸
入
の

毛
皮
を
付
け
た
尻
鞘
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
ス
ラ
イ
ド

に
【
参
考
】
と
し
て
挙

げ
て
お
り
ま
す『
餝

か
ざ
り
し
ょ
う
抄
』で
は
、記
主
の
父
親
で
あ
る
中
院
通
親
の
日
記
を
引
用
し
て
、

官
位
が
五
位
の
者
は
虎
皮
を
、
四
位
の
者
は
豹
皮
を
付
け
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。『
餝
抄
』
は
装
束
に
関
す
る
記
録
を
集
め
た
書
で
、
こ
う
し
た
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
資
料
６
ペ
ー
ジ
【
資
料
９
】【
資
料

】
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
ま
ず
【
資
料
９
】
の
『
檜

ひ
が
き
の
お
う
な
し
ゅ
う

垣
嫗
集
』
で
す
が
、
解
説
も
何
も
記
し
て
い
な

い
の
で
、
補
足
い
た
し
ま
す
と
こ
の
歌
集
は
西
丸
妙
子
氏
の
研
究
（『
私
家
集
全
釈

叢
書
９ 

檜
垣
嫗
集
全
釈
』
風
間
書
房
、一
九
九
〇
）
に
よ
れ
ば
永
祚
二
年
（
九
九
〇
）

か
ら
あ
ま
り
隔
た
ら
な
い
時
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
虎
の
皮
の
尻
鞘

を
題
に
て
肥
後
の
守
の
詠
ま
せ
し
に
」
と
あ
り
、肥
後
守
と
い
う
立
場
の
国
司
が
「
虎

皮
」
で
詠
ん
で
い
る
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。【
資
料

】
の
『
夫ふ

ぼ
く木
和
歌
抄
』
で
す
が
、

成
立
が
お
よ
そ
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
と
さ
れ
る
歌
集
で
、
こ
の
中
で
権
僧
正
公

朝
と
い
う
人
―
中
川
博
夫
氏
の
研
究
（「
僧
正
公
朝
に
つ
い
て
―
そ
の
伝
と
歌
壇
的

位
置
―
」『
國
語
と
國
文
學
』
一
九
八
三
・
九
）
に
よ
れ
ば
園
城
寺
（
三
井
寺
）
の
寺

門
派
の
僧
で
鎌
倉
で
主
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
―
が
、「
も
の
ゝ
ふ
の
さ
げ
は
く
太

刀
の
し
り
さ
や
の　

虎
の
お
ふ
み
て
お
そ
ろ
し
の
よ
や
」
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
虎
皮

の
尻
鞘
を
付
け
た
存
在
＝
武
士
が
恐
ろ
し
い
こ
と
を
、
危
険
に
身
を
さ
ら
す
意
味
の

「
虎
の
尾
を
踏
む
」
を
か
け
て
、武
士
が
台
頭
す
る
世
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。「
虎
皮
」

の
表
現
に
つ
い
て
は
、
以
前
論
じ
て
後
か
ら
調
べ
が
進
ん
で
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら

の
状
況
か
ら
も
保
昌
が
「
虎
皮
の
尻
鞘
」
を
付
け
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
良
い
か

と
考
え
ま
す
。
後
の
時
代
の
「
酒
天
童
子
の
物
語
」
で
あ
る
『
前
太
平
記
』
で
は
、

頼
光
の
方
が
「
虎
皮
の
尻
鞘
」
を
付
け
て
い
ま
す
。
頼
光
の
方
が
武
力
に
優
っ
た
強

い
メ
イ
ン
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
す
の
で
、
先
の
資
料
で
見
た
恐
ろ
し
さ
と
い
う
点
で
当

然
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
逸
翁
本
で
保
昌
が
「
虎
皮
の
尻
鞘
」
を
付

け
て
い
る
の
は
、
何
か
特
別
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
わ
け

で
す
。【
資
料

】
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、
建
武
年
間
―
建
武
の
新
政
―
に
い
わ
ゆ

る
「
婆
娑
羅
」
＝
派
手
な
武
士
の
装
束
が
禁
止
さ
れ
た
条
項
に
「
唐
皮
尻
鞘
」（
唐

皮
は
虎
皮
と
解
さ
れ
ま
す
）
が
出
て
く
る
こ
と
で
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
時
代
毎

に
「
虎
皮
」
を
め
ぐ
る
認
識
の
変
遷
が
存
在
す
る
わ
け
で
、
研
究
史
上
で
は
保
立
道

久
氏
が
「
虎
の
皮
」
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
（『
物
語
の
中
世
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
八
）。
大
陸
か
ら
渡
っ
て
き
た
モ
ノ
が
「
権
威
」
や
そ
の
象
徴
に
な
る
と
い

う
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
を
入
手
可
能
な
財
力
な
ど
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
す
。「
虎

皮
尻
鞘
」が
何
か
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
問
題
は
注
目
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
ス
ラ
イ
ド

の
「
千
葉
氏
と
の
関
連
」
に
お
け
る
具
体
的
な
問
題
で
す
が
、
こ
れ

は
資
料
５
ペ
ー
ジ
か
ら
６
ペ
ー
ジ
に
か
け
て
の
【
資
料
５
】『
千
学
集
抜
粋
』
と
な

り
ま
す
。
こ
ち
ら
に
千
葉
氏
の
宝
と
し
て
藤
原
保
昌
の
刀
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
話

が
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
後
、「
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
」
で
も
話
題
に
な
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
こ
の
「
宝
生
」
＝
保
昌
の
刀
が
千
葉
氏
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
記
事
を
ど

う
考
え
れ
ば
良
い
か
と
い
う
問
題
で
す
。
ま
ず
【
資
料
６
】【
資
料
７
】
で
挙
げ
ま

し
た
よ
う
に
、
大
江
山
系
の
後
の
時
代
の
本
に
は
保
昌
の
「
懐
剣
」
に
つ
い
て
記
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載
が
あ
り
ま
す
。【
資
料
６
】
の
慶
応
義
塾
大
学
蔵
本
で
は
、
備
前
国
の
「
す
け
ひ

ら
」
と
い
う
鍛
冶
が
三
年
間
精
進
潔
斎
し
て
鍛
え
た
刀
だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
か
ら
【
資
料
７
】
麻
生
太
賀
吉
氏
蔵
本
で
は
、「
懐
剱
と
い
ふ
、
重
代
の
長
刀
を

太
刀
に
こ
し
ら
へ
、
長
つ
か
に
し
、
馬
の
尾
を
も
つ
て
、
ね
た
ま
き
に
ま
ひ
た
る
太

刀
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
何
れ
に
し
て
も
、
保
昌
の
太
刀
の
話
が
逸
翁
本
よ
り
後
の

「
酒
天
童
子
の
物
語
」（
大
江
山
系
）
に
は
描
か
れ
て
お
り
、
千
葉
氏
が
こ
の
よ
う
な

「
酒
天
童
子
の
物
語
」
か
ら
宝
物
と
し
て
の
保
昌
の
刀
の
情
報
を
取
り
込
ん
だ
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
の
刀
剣
伝
書
―

刀
に
関
す
る
伝
承
を
集
め
た
書
物
で
す
が
―
『
鍛
冶
名
字
考
』
の
中
に
、
備
前
の
鍛

冶
・
助
平
に
つ
い
て
「
一
条
院
御
宇
永
延
年
中
ノ
作
者
也　

保
昌
フ
ト
コ
ロ
太
刀
此

作
也
」と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
刀
剣
伝
承
も
あ
り
ま
す
の
で
、

千
葉
氏
が
宝
物
と
し
て
伝
え
る
保
昌

の
刀
の
情
報
を
ど
の
よ
う
に
取
り
込

ん
だ
の
か
そ
の
実
際
は
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
逸
翁
本
の
保
昌
の
描
か
れ
方

＝
「
虎
皮
の
尻
鞘
」
を
帯
す
る
姿
と

千
葉
氏
と
の
関
連
は
考
え
る
べ
き
問

題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
ス
ラ
イ
ド

で
「
ま
と
め
」

と
い
た
し
ま
す
。
本
日
の
前
半
部
分

で
は
「
酒
天
童
子
の
物
語
」
が
長
い

時
間
を
か
け
て
、
広
く
多
く
の
人
々

に
受
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
見
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
現
存
す
る
最

古
の
「
酒
天
童
子
の
物
語
」
が
成
立

し
た
当
初
の
状
況
を
考
え
る
上
で
確

認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
だ
と
考
え
ま

す
。
※
印
で
ス
ラ
イ
ド
に
記
載
し
ま

し
た
が
、
こ
の
問
題
は
「
絵
巻
の
制
作
意
図
」
と
「
受
容
」
が
必
ず
し
も
一
致
し
な

い
と
い
う
問
題
に
関
わ
り
ま
す
。
一
例
を
挙
げ
る
と
『
後
三
年
合
戦
絵
巻
』
と
い
う

作
品
が
あ
り
ま
す
。
源
義
家
が
「
後
三
年
合
戦
」
に
勝
利
し
て
都
に
戻
る
、
と
い
う

話
で
す
が
、
き
ち
ん
と
見
て
い
き
ま
す
と
、
朝
廷
か
ら
は
私
戦
に
介
入
し
た
と
判
断

さ
れ
、
恩
賞
も
な
く
手
ぶ
ら
で
都
に
帰
る
と
い
う
結
末
で
、
取
っ
て
き
た
「
首
」
は

全
部
水
た
ま
り
に
捨
て
る
姿
が
最
後
の
絵
で
描
か
れ
ま
す
。
義
家
は
公
的
に
認
め
ら

れ
な
い
戦
い
に
介
入
し
た
わ
け
で
、
そ
の
描
か
れ
方
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
「
閻
魔
大
王
」
の
よ
う
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
た
り
、
合
戦
後
に
千
任
を
拷
問
す

る
場
面
は
残
忍
な
存
在
と
し
か
映
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
描
か
れ
方
か
ら
見
る
と
、

源
義
家
の
活
躍
を
讃
え
る
絵
巻
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
後
の
時
代
で

は
や
は
り
源
氏
の
英
雄
＝
八
幡
太
郎
の
活
躍
の
絵
巻
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
こ
の
よ
う
に
絵
巻
に
描
こ
う
と
し
た
制
作
者
側
の
当
初
の
意
図
が
、後
の
「
受

容
」
と
一
致
し
な
い
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
逸
翁
本
自
体
、
先
ほ
ど
説
明
し
ま

し
た
よ
う
に
比
叡
山
の
仏
教
に
関
わ
る
深
遠
な
秘
伝
が
込
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
読
む
側
が
受
け
と
め
て
き
た
か
、
と
い
う
と
大
多
数
に

お
い
て
は
無
理
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
制
作
の
意
図
と
受
容
の
ズ
レ
は
多
分
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
ず
い
ぶ
ん
散
ら
か
っ
た
話
と
な
り
ま
し
た
が
、
以
上
で
私

の
話
を
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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鈴
木
哲
雄
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
都
留
文
科
大
学
に
勤

め
て
お
り
ま
す
が
、
住
ま
い
は
習
志
野
で
し
て
、
も
と
も
と
千
葉
県
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
今
日
は
、
外
山
先
生
か
ら
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
の
伝
来
と
千
葉
氏
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
考
え
を
話
す
よ
う
に
と
の
機
会
を
頂
き
ま
し
た
の
で
、
お
話
し
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。

　

早
速
で
す
が
、
私
の
配
布
資
料
は
裏
表
６
頁
で
す
。
１
か
ら
５
頁
ま
で
は
、
こ
れ

か
ら
ス
ラ
イ
ド
で
お
見
せ
す
る
記
載
事
項
と
同
じ
も
の
で
す
の
で
、
ス
ラ
イ
ド
の
文

字
が
見
づ
ら
か
っ
た
ら
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ス
ラ
イ
ド
に
し
ま
し
た
絵
巻
物
の

一
部
の
出
典
は
、
こ
の
ス
ラ
イ
ド
に
示
し
ま
し
た
。
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
な
お
、
配

布
資
料
の
最
後
の
６
頁
目
に
系
図
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
系
図
は
ス
ラ
イ
ド
に
し
て

い
な
い
の
で
、
途
中
で
見
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
あ
と
『
大
江
山
絵
詞
』

を
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
し
て
絵
巻
物
の
形
に
複
製
し
た
も
の
を
話
の
途
中
で
お
見
せ
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
お
話
し
に
入
り
ま
す
。
ま
ず
、
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
皆

さ
ん
は
、
朝
ド
ラ
の
『
舞
い
あ
が
れ
！
』
を
ご
覧
に
な
っ
て
お
い
で
で
す
か
？
ド
ラ

マ
の
中
で
、
主
人
公
の
舞
ち
ゃ
ん
の
部
屋
な
ど
に
飾
っ
て
あ
る
の
が
た
ま
に
見
え
ま

す
ね
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
の
凧
も
、
五
島
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
舞
ち
ゃ
ん
に
く
れ
た
凧

と
同
じ
、
バ
ラ
モ
ン
凧
で
す
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
の
バ
ラ
モ
ン
凧
は
、
以
前
に
知
り
合

い
の
方
か
ら
頂
い
た
本
物
の
五
島
列
島
の
バ
ラ
モ
ン
凧
で
す
。
写
真
を
撮
り
ス
ラ
イ

ド
に
し
て
み
ま
し
た
。
主
題
の
酒
天
童
子
の
話
と
ど
う
関
係
す
る
か
。
先
ほ
ど
の
久

保
先
生
の
お
話
の
中
で
、
酒
天
童
子
の
首
が
頼
光
の
兜
に
食
ら
い
つ
く
場
面
が
あ
り

【
講
演
２
】

　
　
　

逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
の
伝
来
と
千
葉
氏

鈴
木　

哲
雄
（
都
留
文
科
大
学
教
養
学
部 

特
任
教
授
） 

講
師
紹
介

　

鈴
木　

哲
雄 

（
都
留
文
科
大
学
教
養
学
部 

特
任
教
授
）

　

鈴
木
先
生
は
千
葉
県
匝
瑳
市
の
ご
出
身
で
す
。
東
京
学
芸
大
学
大
学
院
修
士

課
程
を
修
了
さ
れ
、
埼
玉
県
の
春
日
部
共
栄
高
校
、
習
志
野
市
立
習
志
野
高
校
、

千
葉
県
立
千
葉
高
校
な
ど
で
教
諭
と
し
て
ご
勤
務
さ
れ
、
中
央
大
学
に
て
博
士

（
史
学
）
の
学
位
を
取
得
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
北
海
道
教
育
大
学
札
幌
校

助
教
授
、
教
授
を
経
て
、
都
留
文
科
大
学
教
養
学
部
教
授
と
な
ら
れ
、
現
在
は

都
留
文
科
大
学
の
特
任
教
授
と
し
て
お
勤
め
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

ご
専
門
は
日
本
中
世
史
お
よ
び
社
会
科
教
育
で
す
。
著
書
と
し
ま
し
て
は
『
中

世
関
東
の
内
海
世
界
』
『
香
取
文
書
と
中
世
の
東
国
』
『
動
乱
の
東
国
史
１
平

将
門
と
東
国
武
士
団
』
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
本
日
の
ご
講
演
に
直
接
か
か
わ
る

も
の
と
し
ま
し
て
は
、
先
ほ
ど
久
保
先
生
の
ご
講
演
の
中
で
も
ご
紹
介
が
あ
り

ま
し
た
、
岩
波
書
店
か
ら
二
〇
一
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
酒
天
童
子
絵
巻
の
謎 

―
「
大
江
山
絵
詞
」
と
坂
東
武
士
―
』
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
日
は
「
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
の
伝
来
と
千
葉
氏
」
と
い
う
論
題
に
て

ご
講
演
を
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
で
は
鈴
木
先
生
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
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ま
し
た
が
、
こ
の
場
面
が
バ
ラ
モ
ン
凧
の
モ
チ
ー
フ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
ん
な
こ

と
を
思
い
つ
き
私
の
話
の
枕
に
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
時
間
が
あ
れ
ば
、
最
後
に
も

う
一
度
、
バ
ラ
モ
ン
凧
に
戻
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
１
）「
大
江
山
絵
詞
」（
酒
天
童
子
絵
巻
）
と
は

　

本
題
に
入
り
ま
す
。『
大
江
山
絵
詞
』
は
『
酒
天
童
子
絵
巻
』
と
も
い
い
ま
す
が
、

そ
の
内
容
は
久
保
先
生
の
お
話
し
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
源
頼
光
と
そ
の
四
天
王

に
よ
る
大
江
山
の
鬼
退
治
に
つ
い
て
の
も
の
で
す
。
絵
巻
物
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る

も
の
に
は
、
大
阪
の
逸
翁
美
術
館
が
所
蔵
す
る
逸
翁
本
（
香
取
本
と
も
）
と
サ
ン
ト

リ
ー
美
術
館
が
所
蔵
す
る
サ
ン
ト
リ
ー
本
（
後
北
条
氏
本
と
も
）
が
あ
り
ま
す
。
逸

翁
本
は
、
も
と
は
香
取
神
宮
の
大
宮
司
家
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
し
た
。
一
方
、

サ
ン
ト
リ
ー
本
は
、
戦
国
時
代
に
小

田
原
北
条
氏
が
作
ら
せ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
久
保

先
生
の
お
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
室

町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
流
布
し
た

頼
光
た
ち
の
鬼
退
治
の
話
は
、
後
北

条
氏
本
の
系
統
の
も
の
で
す
。他
方
、

逸
翁
本
は
明
治
二
〇
年
に
香
取
神
宮

の
旧
大
宮
司
家
が
、
当
時
の
伯
爵
の

松
浦
家
に
売
却
し
て
か
ら
初
め
て
公

に
な
っ
た
も
の
で
、
室
町
時
代
か
ら

戦
国
時
代
、
江
戸
時
代
と
ほ
と
ん
ど

そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
が
昭
和
一
三
年
に
小
林

一い
ち
ぞ
う三
が
購
入
し
ま
す
。
小
林
一
三

（
一
八
七
三
～
一
九
五
七
）
は
ご
承

知
の
よ
う
に
阪
急
や
東
宝
グ
ル
ー
プ

の
創
始
者
で
、
宝
塚
歌
劇
団
を
創
設
し
た
こ
と
も
有
名
で
す
ね
。
実
は
小
林
一
三
は

宝
塚
の
少
女
歌
劇
団
を
つ
く
る
と
早
い
時
期
に
、
大
江
山
の
鬼
退
治
の
劇
を
少
女
歌

劇
団
の
演
目
に
し
て
い
ま
す
。
自
ら
脚
本
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
経
緯
も
あ

っ
て
、
小
林
一
三
は
松
浦
家
が
売
り
に
出
し
た
『
大
江
山
絵
詞
』
を
購
入
し
た
よ
う

で
す
。
蛇
足
で
す
が
、
一
三
の
雅
号
は
「
逸
翁
」
で
、
彼
が
収
集
し
た
美
術
工
芸
品

な
ど
を
収
蔵
・
展
示
す
る
施
設
が
逸
翁
美
術
館
で
す
。
逸
翁
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
『
大
江
山
絵
詞
』
は
、
国
の
重
要
文
化
財
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

（
２
）
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
を
読
む

　

で
は
、
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
の
内
容
（
あ
ら
す
じ
）
を
か
い
つ
ま
ん
で
見
て

い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
絵
巻
物
と
し
て
は
上
下
２
巻
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
現
状
の

も
の
は
錯
簡
が
多
い
た
め
、
も
と
の
絵
巻
物
へ
の
復
元
案
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
復

元
案
に
従
っ
て
絵
巻
物
を
見
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
ず
上
巻
の
ほ
う
か
ら
。

《
上
巻
１・
２
段
》

　

さ
て
、
こ
と
の
始
ま
り
は
平
安
時
代
の
中
頃
、
一
条
天
皇
の
時
代
の
こ
と
。
正
暦

年
中
に
都
の
貴
族
か
ら
人
民
に
至
る
ま
で
多
く
の
老
若
男
女
が
失
踪
す
る
事
件
が
起

き
ま
す
。
都
の
内
外
の
町
や
村
は
悲
し
み
泣
く
声
に
包
ま
れ
ま
す
。
朝
廷
は
あ
の
有

名
な
陰
陽
師
の
安
倍
晴
明
に
占
い
を
さ
せ
る
わ
け
で
す
ね
。そ
の
占
い
に
基
づ
い
て
、

朝
廷
は
帝
都
、
都
の
西
北
の
大
江
山
の
鬼
王
の
仕
業
だ
と
知
り
、
源
頼
光
と
藤
原
保

昌
に
追
討
を
命
ず
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
時
は
、
藤
原
道
長
の
全
盛
時
代
で
し
た
。　
　

命
令
を
承
っ
た
源
頼
光
と
藤
原
保
昌
は
、
自
ら
の
氏
寺
と
氏
神
に
必
勝
の
祈
祷
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
源
頼
光
は
「
八
幡
三
所
」（
京
都
山
崎
の
石
清
水
八
幡
宮
寺
）

と
、
酒
天
童
子
物
語
の
元
話
が
で
き
る
比
叡
山
の
日
吉
大
社
に
参
詣
し
ま
す
。
そ
れ

か
ら
藤
原
保
昌
は
「
熊
野
三
所
」（
和
歌
山
県
の
熊
野
三
山
＝
熊
野
権
現
）
と
大
坂

の
住
吉
明
神
（
住
吉
大
社
）
で
必
勝
祈
願
を
し
ま
す
。
朝
廷
は
援
軍
と
し
て
近
国
の

武
士
数
万
騎
を
遣
わ
そ
う
と
し
ま
す
が
、
源
頼
光
は
正
体
不
明
の
鬼
退
治
に
は
、「
死

も
生
も
一
所
に
と
契
り
を
深
く
す
る
郎
等
」
の
み
で
行
く
と
し
て
、
数
万
の
騎
馬
を

辞
退
し
ま
す
。
結
局
、
源
頼
光
は
そ
の
四
天
王
の
渡
辺
綱
、
坂
田
金
時
、
平
貞
通
、
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平
季
武
の
五
騎
、
藤
原
保
昌
は
従
者
一
人
を
従
え
、
合
わ
せ
て
七
騎
で
出
立
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、頼
光
四
天
王
の
う
ち
、「
平
貞
通
」
は
逸
翁
本
で
は
「
平

忠
道
」
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
逸
翁
本
に
「
平
忠
道
」
と
あ
る
こ
と
が
今
日

の
お
話
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

　

ス
ラ
イ
ド
①
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
朝
廷
の
内
裏
の
紫
宸
殿
の
階
下
に
控
え
た
頼
光

と
保
昌
。
紫
宸
殿
の
緑
の
簾
の
奥
に
一
条
天
皇
が
お
い
で
に
な
り
、紫
宸
殿
の
廊（
軒

廊
＝
こ
ん
ろ
う
）
に
公
卿
が
並
ん
で
い
ま
す
。
鬼
王
追
討
の
宣
旨
を
受
け
る
場
面
で

す
。
ス
ラ
イ
ド
を
拡
大
し
ま
す
（
ス
ラ
イ
ド
②
）。
向
か
っ
て
右
側
が
源
頼
光
で
、

左
が
藤
原
保
昌
。
頼
光
は
金
作
（
こ
が
ね
づ
く
り
）
の
太
刀
を
は
き
、
従
者
が
龍
頭

の
兜
を
持
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
藤
原
保
昌
は
、
先
ほ
ど
久
保
先
生
の
お

話
に
あ
っ
た
「
虎
皮
の
尻
鞘
（
し
り
さ
や
）」
の
太
刀
を
は
き
、
従
者
が
鍬
形
の
兜

を
持
っ
て
い
ま
す
。
逸
翁
本
で
は
、
両
将
が
丁
寧
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

《
上
巻
第
３
段
》

　

長
徳
元
年
（
九
九
五
）
十
一
月
一
日
、
帝
都
を
出
立
し
た
源
頼
光
と
藤
原
保
昌
の

一
行
七
騎
は
大
江
山
へ
と
向
か
い
ま
す
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
③
は
、内
裏
の
門
を
出
て
、

多
分
朱
雀
大
路
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
朱
雀
大
路
を
行
進
す
る
場
面
で
す
。
先
頭

を
行
く
二
騎
が
、
頼
光
と
保
昌
で
す
が
、
太
刀
や
家
来
の
持
つ
兜
は
描
き
分
け
ら
れ

て
い
ま
す
ね
。
都
か
ら
大
江
山
へ
向
か
う
ル
ー
ト
は
、
次
の
ス
ラ
イ
ド
④
に
図
示
し

た
よ
う
に
、
朱
雀
大
路
を
南
に
下
っ
て
七
条
通
を
西
に
進
ん
で
い
く
道
、
旧
山
陰
道

で
現
在
の
山
陰
道
で
も
あ
り
ま
す
。
今
も
バ
ス
通
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

大
江
山
に
向
か
っ
て
い
く
途
中
、
洞
窟
に
四
人
の
客
人
が
待
っ
て
い
ま
し
た
。
頼

光
一
行
は
怪
し
い
者
か
と
身
構
え
て
太
刀
を
抜
く
姿
勢
を
取
る
の
で
す
が
、
客
人
の

先
頭
の
老
翁
が
、
い
や
待
っ
て
く
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
怪
し
い
者
で
は
な
い
。
あ
な
た

方
を
手
助
け
し
よ
う
と
、
御
馳
走
を
用
意
し
て
待
っ
て
い
た
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
御

馳
走
の
櫃
の
真
ん
中
に
壺
が
見
え
ま
す
ね
（
ス
ラ
イ
ド
⑦
）。
こ
れ
が
山
伏
の
持
つ

「
死
筒
の
酒
」
で
し
た
。
後
北
条
氏
本
な
ど
で
は
「
神
便
鬼
毒
酒
」
と
書
か
れ
て
い

る
酒
で
す
。
本
当
は
洞
窟
の
中
な
の
で
す
が
、
絵
画
表
現
上
、
洞
窟
は
略
さ
れ
て
い

ま
す
。
絵
を
拡
大
す
る
と
（
ス
ラ
イ
ド
⑤
）、
老
翁
は
前
方
に
跪
い
て
手
を
擦
り
合

わ
せ
、
つ
ま
り
服
従
の
礼
を
と
っ
て
い
ま
す
。
老
翁
の
後
ろ
に
は
、
老
僧
と
若
僧
、

そ
し
て
山
伏
が
控
え
て
い
ま
す
（
ス
ラ
イ
ド
⑥
）。

《
上
巻
第
４
段
》

　

老
翁
の
提
案
で
、
頼
光
ら
七
騎
は
騎
馬
武
者
姿
か
ら
山
伏
姿
へ
と
変
身
し
ま
す
。

山
伏
姿
は
老
翁
ら
が
用
意
し
た
も
の
で
し
た
。
七
騎
の
甲
冑
な
ど
は
笈
（
お
い
）
に

入
れ
、
背
負
っ
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
山
伏
姿
の
一
行
は
、
深
山
幽
谷
を
踏
み
分

け
て
い
き
ま
す
。
岩
穴
を
抜
け
る
と
、
川
辺
で
血
の
付
い
た
衣
服
を
洗
う
老
女
に
出

会
い
ま
す
。
老
女
は
二
百
年
ほ
ど
前
に
酒
天
童
子
に
さ
ら
わ
れ
、
洗
濯
女
に
さ
れ
た

と
語
り
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
を
用
意
す
れ
ば
よ
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
割
愛
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
老
女
か
ら
酒
天
童
子
の
城
へ
の
道
や
鬼
城
の
様
子
な
ど
を
聞
き
ま
す
。

老
女
は
、
鬼
城
の
門
に
は
「
酒
天
童
子
」
と
書
か
れ
た
扁
額
が
あ
る
と
教
え
ま
す
。

逸
翁
本
で
は
「
し
ゅ
て
ん
童
子
」
は
、「
酒
天
童
子
」
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
す
。

　

次
の
ス
ラ
イ
ド
⑧
が
、
頼
光
一
行
が
酒
天
童
子
の
城
、
鬼
城
に
着
い
た
場
面
で
す
。

源
頼
光
の
指
示
で
、
山
伏
姿
の
渡
辺
綱
が
城
内
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
綱
は
、
城
内

の
寝
所
の
前
ま
で
行
き
、「
も
の
申
さ
ん
」
と
声
を
掛
け
ま
す
。
す
る
と
簾
を
開
け

て
酒
天
童
子
が
姿
を
見
せ
ま
す
（
ス
ラ
イ
ド
⑨
）。
鬼
で
は
な
く
、
大
き
な
童
子
の

姿
で
し
た
。
酒
天
童
子
は
笛
の
名
手
で
あ
り
、
笛
を
手
に
し
て
い
ま
す
ね
。
顔
つ
き

は
女
性
的
な
丸
い
顔
で
す
ね
。
定
型
化
さ
れ
た
童
子
の
姿
で
は
あ
り
ま
す
が
。
寝
所

の
簾
は
、
緑
色
で
紫
宸
殿
の
も
の
と
同
じ
で
す
。
紫
宸
殿
の
簾
の
奥
に
は
天
皇
が
、

鬼
城
の
寝
所
の
簾
の
奥
に
は
「
酒
天
童
子
」
が
い
た
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
久
保
先
生

が
対
比
的
な
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
て
渡
辺
綱
は
出
て
き
た
酒
天
童
子
に
対
し

て
、
わ
れ
わ
れ
は
山
伏
で
道
に
迷
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
一
晩
泊
め
て
ほ
し
い
と
乞
い

ま
す
。
す
る
と
酒
天
童
子
は
良
い
と
い
い
、
一
行
は
門
の
際
の
廊
に
案
内
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

《
上
巻
第
６
段
》

　

廊
に
案
内
さ
れ
る
と
、
容
顔
美
麗
な
女
房
た
ち
に
銀
の
瓶
子
の
酒
や
金
の
鉢
に
盛

っ
た
肉
な
ど
で
接
待
さ
れ
ま
す
。
そ
の
肉
が
問
題
で
す
け
れ
ど
。
頼
光
ら
の
求
め
で
、

酒
天
童
子
も
酒
宴
の
場
に
現
れ
ま
す
。
酒
天
童
子
は
頼
光
一
行
に
血
の
酒
を
勧
め
、
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頼
光
は
持
参
し
た
山
伏
の
「
死
筒
の
酒
」
を
酒
天
童
子
に
勧
め
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の

ス
ラ
イ
ド
⑩
で
す
。
向
か
っ
て
左
側
に
酒
天
童
子
が
い
ま
し
て
、
右
手
に
頼
光
と
保

昌
、
そ
し
て
一
行
が
お
り
ま
す
。
真
ん
中
の
瓶
子
の
酒
は
赤
く
、
で
す
か
ら
血
の
酒

で
、
酒
天
童
子
の
側
が
用
意
し
た
も
の
。
一
方
、
紹
興
酒
が
入
っ
て
い
る
よ
う
な
大

き
な
甕
が
、
老
翁
ら
が
用
意
し
た
「
死
筒
の
酒
」
で
す
ね
。
こ
れ
を
酒
天
童
子
に
勧

め
る
。
酔
い
に
任
せ
て
酒
天
童
子
は
自
ら
の
生
い
立
ち
を
語
り
ま
す
。
先
ほ
ど
久
保

先
生
が
お
話
し
さ
れ
た
比
叡
山
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
話
で
す
。
こ
の
身
の
上
話

が
と
て
も
面
白
い
の
で
す
が
、
時
間
の
関
係
で
割
愛
し
ま
す
。「
死
筒
の
酒
」
に
酔

っ
た
酒
天
童
子
は
寝
所
へ
と
戻
り
ま
す
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
老
翁
と
源
頼
光
、
藤
原
保
昌
の
三
人
は
、
先
ほ
ど
久
保
先
生
が

隠
れ
蓑
の
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
蓑
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
姿
を
消
し
、
鬼
城
の
城

内
を
探
索
し
て
歩
き
ま
す
（
ス
ラ
イ

ド
⑪
）。
絵
で
は
、
老
翁
と
源
頼
光

と
藤
原
保
昌
の
蓑
帽
子
姿
は
色
が
薄

く
見
え
づ
ら
い
で
す
ね
。
し
か
た
が

あ
り
ま
せ
ん
、
姿
を
消
し
て
い
る
の

で
す
か
ら
。
城
内
の
鬼
た
ち
の
い
る

場
所
を
確
認
し
な
が
ら
進
む
と
、
庭

に
は
人
を
酢
に
仕
込
ん
だ
大
桶
が
二

つ
三
つ
と
あ
り
、
死
骸
が
散
乱
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
酒
天
童
子
の
城
、

鬼
城
の
本
当
の
姿
な
わ
け
で
す
ね
。

庭
を
挟
ん
で
向
か
い
の
建
物
の
と
こ

ろ
に
は
、
久
保
先
生
が
お
話
し
さ
れ

て
い
た
唐
人
（
天
竺
や
震
旦
の
人
々

た
ち
）が
牢
に
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

鬼
城
の
庭
は
、
春
夏
秋
冬
の
四
季
が

見
渡
せ
る
神
仙
境
で
し
た
。
ち
ょ
っ

と
飛
ば
し
て
、
下
巻
の
３
段
で
す
。

《
下
巻
３
段
》

　

頼
光
た
ち
は
家
来
が
待
つ
廊
に
戻
り
、
山
伏
姿
か
ら
鎧
兜
の
武
者
姿
と
な
っ
て
、

鬼
ど
も
を
征
伐
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
次
の
ス
ラ
イ
ド
⑫
で
す
。
先
ほ
ど
の
容
顔

美
麗
な
女
性
た
ち
は
鬼
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

《
下
巻
第
４
段
》

　

こ
こ
に
は
、
寝
所
で
寝
て
い
る
酒
天
童
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
酔
っ
て
寝
る
酒

天
童
子
は
、
真
っ
赤
な
顔
の
鬼
の
姿
で
あ
り
、
都
か
ら
攫
っ
て
き
た
女
房
た
ち
に
体

を
さ
す
ら
せ
て
い
ま
す（
ス
ラ
イ
ド
⑬
）。寝
所
は
鉄
石
で
覆
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

老
僧
と
若
僧
が
祈
念
す
る
と
鉄
石
の
扉
は
打
ち
破
ら
れ
、
寝
所
内
が
あ
ら
わ
に
な
る

と
い
う
場
面
で
す
（
ス
ラ
イ
ド
⑭
）。
源
頼
光
一
行
は
、
鬼
王
を
引
き
ず
り
出
し
殺

そ
う
と
す
る
の
で
す
が
、
老
翁
た
ち
は
我
々
四
人
が
鬼
王
の
手
と
足
を
押
さ
え
る
か

ら
、
鬼
王
の
首
を
切
れ
と
い
い
ま
す
。
実
は
酒
天
童
子
物
語
の
元
話
で
は
、
助
っ
人

は
三
人
（
三
仏
神
）
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
鬼
王
の
手
足
を
押
さ
え
る
話
と
す
る
た

め
に
、
四
人
（
四
仏
神
）
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
客
人
の
老
翁
な

ど
が
手
足
を
押
さ
え
て
い
ま
す（
ス
ラ
イ
ド
⑮
）。鬼
の
手
足
の
色
が
違
い
ま
す
か
ら
、

わ
か
り
ま
す
ね
。
源
頼
光
た
ち
が
鬼
王
の
首
を
落
と
す
と
、
そ
の
首
は
天
高
く
舞
い

上
が
り
ま
す
。
危
険
を
察
知
し
た
頼
光
は
家
来
の
四
天
王
か
ら
兜
を
借
り
、
龍
頭
の

兜
の
上
に
二
重
に
被
り
ま
す
。
で
す
か
ら
三
重
の
兜
と
な
り
ま
す
。

　

す
る
と
案
の
定
、
頼
光
の
頭
に
鬼
王
の
首
が
降
っ
て
き
て
噛
み
つ
き
ま
す
（
ス
ラ

イ
ド
⑯
）。
冒
頭
に
も
触
れ
た
、
頼
光
の
頭
に
噛
み
つ
く
「
酒
天
童
子
の
首
」
の
場

面
で
す
。
鬼
王
の
牙
は
、
頼
光
が
被
っ
た
兜
の
二
重
ね
ま
で
は
通
る
の
で
す
が
、
最

後
の
龍
頭
の
兜
を
嚙
み
切
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
時
を
置
か
ず
、
頼
光
は

四
天
王
に
、
鬼
王
の
首
の
目
を
く
じ
れ
と
命
じ
ま
す
。
目
を
く
じ
ら
れ
た
酒
天
童
子

の
首
は
つ
い
に
死
に
ま
す
。

《
下
巻
第
６
段
》

　

酒
天
童
子
を
征
伐
し
た
源
頼
光
一
行
と
四
人
の
客
人
は
、
大
江
山
の
麓
ま
で
も
ど

り
、
名
残
を
惜
し
み
つ
つ
形
見
の
交
換
を
し
ま
す
。
詞
書
で
は
、
ま
ず
老
翁
と
保
昌
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が
「
白
上
衣
」
と
「
う
は
矢
の
鏑
」
を
交
換
し
、
さ
ら
に
山
伏
と
保
昌
が
形
見
を
交

換
す
る
の
で
す
が
、
絵
で
は
ス
ラ
イ
ド
⑰
の
よ
う
に
、
老
僧
が
前
に
出
て
頼
光
と
の

間
で
「
水
精
の
念
珠
」
と
「
龍
頭
の
兜
」
を
交
換
し
て
い
ま
す
。
絵
で
は
、
四
人
の

客
人
の
筆
頭
者
が
、
老
翁
か
ら
老
僧
に
入
れ
替
わ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
こ
と
は
、
酒

天
童
子
物
語
の
成
立
過
程
と
も
関
わ
り
ま
す
。
老
僧
が
頼
光
に
渡
そ
う
と
す
る
「
水

晶
の
念
珠
」
は
、
透
明
な
の
で
よ
く
見
え
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、
頼
光
は
脱

い
だ
緋
縅
（
ひ
お
ど
し
）
の
「
龍
頭
の
兜
」
を
手
に
し
て
い
ま
す
（
ス
ラ
イ
ド
⑱
）。

さ
ら
に
若
僧
と
頼
光
が
、「
金
の
錫
杖
」
と
「
腰
の
刀
」
を
交
換
し
ま
す
。
形
見
の

交
換
が
終
わ
り
、
頼
光
が
四
人
の
客
人
に
、
御
名
と
所
在
を
問
う
と
、
老
翁
以
下
、

所
在
の
み
を
語
り
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
し
て
酒
天
童
子
の
首
は
都
大
路
に
運
ば
れ
、
晒
し
首
（「
大
路
渡
し
」
と
い
い

い
ま
す
）
さ
れ
て
か
ら
、
酒
天
童
子

の
首
は
宇
治
の
平
等
院
の
宝
蔵
へ
と

納
め
ら
れ
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
⑲
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
大
路
渡
し
の

場
面
で
す
。
都
の
貴
族
た
ち
が
た
く

さ
ん
牛
車
で
来
て
見
て
い
ま
す
ね
。

頼
光
一
行
が
都
を
出
立
す
る
場
面
で

の
貴
族
た
ち
の
描
き
方
も
同
じ
も
の

で
し
た
。
鬼
の
首
は
、
穢
れ
た
も
の

で
す
か
ら
天
皇
と
か
は
見
て
は
い
け

な
い
の
で
す
が
、
逸
翁
本
で
は
、
天

皇
や
上
皇
、
摂
政
、
関
白
も
牛
車
を

飛
ば
し
て
叡
覧
し
た
と
あ
り
ま
す
。

一
条
天
皇
も
藤
原
道
長
も
み
ん
な
見

に
来
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

酒
天
童
子
の
首
が
納
め
ら
れ
た
宇

治
の
平
等
院
の
宝
蔵
は
、
御
経
な
ど

を
納
め
る
経
蔵
と
同
じ
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
年
の
三
月
に
も
行
っ
た
の
で
す

が
、
私
に
は
平
等
院
の
ど
の
辺
り
に
宝
蔵
（
経
蔵
）
が
あ
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
（
ス
ラ
イ
ド
⑳
）。
平
等
院
の
宝
蔵
と
は
何
か
。
ま
さ
に
藤
原
摂
関
家
の
宝

物
を
納
め
た
場
所
で
し
て
、
藤
原
道
長
の
子
の
頼
通
が
龍
と
な
っ
て
宇
治
川
か
ら
こ

こ
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
る
わ
け
で
す
。
も
と
も
と
平
等
院
は
、
宇

治
川
の
中
州
と
い
っ
て
よ
い
場
所
に
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
酒
天
童
子
の
首
は
、
藤

原
氏
の
宝
、
王
権
の
宝
と
な
っ
た
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

《
下
巻
第
８
段
》

　

源
頼
光
と
藤
原
保
昌
は
、
鬼
王
と
の
戦
い
に
勝
利
し
ま
し
た
の
で
、
出
立
前
に
必

勝
の
祈
願
に
い
っ
た
氏
寺
と
氏
神
に
御
礼
参
り
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ス
ラ
イ

ド

は
、
源
頼
光
が
石
清
水
八
幡
宮
寺
に
御
礼
参
り
に
行
っ
た
場
面
で
す
。
拝
殿
に

お
い
て
、
石
清
水
八
幡
宮
寺
の
別
当
と
頼
光
が
対
面
し
て
い
ま
す
。
別
当
が
、
御
宝

殿
の
八
幡
大
菩
薩
の
御
影
（
み
え
）
の
御
前
に
あ
っ
た
緋
縅
の
「
龍
頭
の
兜
」
を
頼

光
に
見
せ
る
と
、
頼
光
は
懐
か
ら
「
水
精
の
念
珠
」
を
取
り
出
し
て
別
当
に
見
せ
ま

す
。
拡
大
す
る
と
こ
う
な
り
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド

で
す
。
こ
こ
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

で
す
ね
。
石
清
水
八
幡
宮
は
、
本
来
は
宮
寺
で
す
か
ら
僧
侶
で
あ
る
別
当
が
代
表
者

で
す
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
の
詞
書
の
一
部
を
、
お
手
元
の
配
布
資
料
に
も
載
せ
て

お
き
ま
し
た
。

《
下
巻
第
８
段
の
詞
書
》

　

読
ま
せ
て
頂
き
ま
す
。「（
別
当
）
御
宝
殿
の
内
を
見
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
龍
頭
の
兜

の
緋
縅
な
る
が
御
影
の
御
前
に
有
る
と
て
取
出
た
り
け
れ
ば
、
頼
光
、
懐
よ
り
水
精

の
念
珠
の
有
る
を
取
出
て
見
せ
ら
れ
け
る
」
と
。
す
る
と
別
当
は
、「
こ
は
い
か
に
」、

一
体
何
事
だ
。
そ
の
念
珠
は
、
八
幡
大
菩
薩
さ
ま
の
御
影
の
持
た
せ
た
ま
え
る
御
念

珠
な
り
。
な
ぜ
頼
光
お
ま
え
が
持
っ
て
い
る
の
か
―
―
。
そ
こ
で
頼
光
は
、「
事
の
由
」

（「
水
精
の
念
珠
」を
入
手
し
た
由
来
）を
語
り
ま
す
。
す
る
と「
参
り
集
り
た
る
人
々
、

随
喜
の
涙
を
ぞ
流
し
け
る
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
頼
光
は
一
連
の
経
過
―
―
酒
天
童

子
退
治
の
話
を
語
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
あ
あ
、そ
う
か
と
皆
が
分
か
っ
た
わ
け
で
す
。

頼
光
に
よ
る
鬼
退
治
を
助
け
た
あ
の
老
僧
が
誰
で
あ
っ
た
の
か
。
な
ぜ
頼
光
を
守
っ
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て
く
れ
た
か
を
。
そ
れ
で
、「
随
喜
の
涙
」
を
流
し
た
わ
け
で
す
。

《
下
巻
９
段
》

　

下
巻
の
９
段
は
、逸
翁
本『
大
江
山
絵
詞
』の
最
後
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
九
州
の「
神

崎
の
津
」
か
ら
筵
帆
（
む
し
ろ
ほ
）
に
屋
形
を
持
つ
船
が
、
解
放
さ
れ
た
唐
人
た
ち

を
乗
せ
て
出
航
す
る
場
面
で
す
。
水
先
案
内
の
小
舟
も
見
え
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド

）

こ
の
「
神
崎
の
津
」
が
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

こ
で
は
や
め
て
お
き
ま
す
。

　

以
上
が
逸
翁
本
の
『
大
江
山
絵
詞
』
の
あ
ら
す
じ
で
し
た
。
逸
翁
本
は
、
絵
画
表

現
と
し
て
も
中
世
の
物
語
と
し
て
も
、
久
保
先
生
の
お
話
の
中
に
あ
り
ま
し
た
が
、

非
常
に
豊
か
な
内
容
を
持
っ
た
も
の
で
す
。
さ
ら
に
お
話
し
す
べ
き
こ
と
が
い
く
つ

も
あ
る
の
で
す
が
、割
愛
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
代
わ
り
に
と
い
う
の
も
変
で
す
が
、

私
が
作
成
し
た
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
の
絵
の
部
分
だ
け
の
絵
巻
物
の
複
製
を
お

見
せ
し
ま
す
。
長
く
な
る
の
で
、
詞
書
は
原
則
省
略
し
て
お
り
ま
す
。
遠
く
の
方
は

見
え
ま
せ
ん
ね
、
ご
め
ん
な
さ
い
。
後
で
、
入
口
の
受
付
の
所
に
展
示
い
た
し
ま
す
。

右
手
の
方
か
ら
見
て
い
き
ま
す
と
、
ま
ず
陰
陽
師
の
安
倍
晴
明
の
占
い
が
内
裏
に
届

き
ま
す
。
内
裏
で
は
、
紫
宸
殿
の
軒
廊
で
公
卿
の
詮
議
が
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

源
頼
光
と
藤
原
保
昌
の
二
人
の
武
士
に
鬼
王
追
討
の
命
令
が
下
り
、
両
将
が
紫
宸
殿

の
階
段
下
に
控
え
た
と
こ
ろ
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
内
裏
を
出
立
す
る
場
面
と
な
り
ま

す
。

　

次
の
絵
巻
物
は
、
鬼
城
の
門
に
源
頼
光
一
行
が
着
い
た
と
こ
で
す
。
城
内
に
渡
辺

綱
が
入
り
、
綱
が
城
内
の
寝
所
の
前
で
「
物
申
さ
ん
」
と
声
を
か
け
て
い
ま
す
。
異

時
同
図
法
に
よ
っ
て
、
酒
天
童
子
が
姿
を
現
わ
し
、
そ
し
て
頼
光
一
行
は
門
の
際
の

廊
に
案
内
さ
れ
、
着
座
し
て
い
ま
す
。
そ
の
次
の
場
面
は
、
あ
ら
す
じ
で
は
省
略
し

ま
し
た
が
、
廊
下
に
控
え
た
頼
光
一
行
の
前
を
田
楽
の
パ
レ
ー
ド
が
通
り
ま
す
。
こ

の
場
面
は
、
中
世
の
田
楽
の
実
相
が
描
か
れ
た
有
名
な
場
面
で
す
。
城
内
の
鬼
た
ち

が
田
楽
を
踊
っ
て
み
せ
る
ん
で
す
ね
。
次
の
場
面
も
省
略
し
ま
し
た
が
、
酒
天
童
子

に
攫
わ
れ
て
い
た
藤
原
道
長
の
子
ど
も
が
、
牢
の
中
で
「
法
華
経
」
を
読
誦
し
て
い

ま
す
。
道
長
の
子
ど
も
は
、「
法
華
経
」
を
守
る
日
吉
大
社
・
比
叡
山
の
仏
神
に
よ

っ
て
保
護
さ
れ
て
お
り
、
酒
天
童
子
も
手
が
出
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

次
が
鬼
退
治
の
場
面
で
す
ね
。
鬼
王
の
首
が
刎
ね
ら
れ
て
、
空
に
飛
び
上
が
っ
て

か
ら
源
頼
光
の
兜
に
噛
み
つ
く
と
こ
ろ
で
す
。
鬼
王
の
首
は
頼
光
四
天
王
ら
の
太
刀

で
目
を
く
じ
ら
れ
、
つ
い
に
死
に
ま
す
。
そ
し
て
、
鬼
王
の
首
は
都
ま
で
運
ば
れ
、

大
路
渡
し
と
な
り
ま
す
。
宇
治
の
平
等
院
の
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
る
場
面
は
あ
り
ま
せ

ん
。

（
３
）
逸
翁
本
「
大
江
山
絵
詞
」
の
成
立
と
伝
来

　

さ
て
、
配
布
資
料
の
３
頁
目
に
入
り
ま
す
。「
大
江
山
絵
詞
」（
酒
天
童
子
絵
巻
）

の
「
物
語
」
そ
の
も
の
は
一
四
世
紀
ご
ろ
、
鎌
倉
時
代
末
か
ら
南
北
朝
時
代
前
半
ぐ

ら
い
ま
で
に
京
都
の
比
叡
山
周
辺
で
成
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
比
叡
山
に
は

優
秀
な
学
僧
た
ち
が
集
ま
っ
て
お
り
、
記
家
（
き
け
。
天
台
記
家
）
と
呼
ば
れ
た
学

僧
た
ち
は
仏
教
に
関
わ
る
様
々
な
伝
承
や
中
国
か
ら
伝
わ
る
多
く
の
物
語
な
ど
を
収

集
・
勉
強
し
て
お
り
ま
し
た
。
国
文
学
の
先
生
方
は
、
酒
天
童
子
物
語
は
天
台
記
家

た
ち
が「
醸
し
出
し
た
」も
の
と
述
べ
て
い
ま
す
。
元
話
の
一
つ
に
、中
国
唐
代
の「
白

猿
伝
」
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
中
国
古
代
の
将
軍
の
美
人
の
奥
さ
ん
を
山
の
神

の
サ
ル
が
盗
む
と
い
う
話
の
よ
う
で
す
。
こ
の
話
は
、
中
国
で
は
明
の
時
代
に
な
る

と
『
孫
悟
空
』
の
話
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
日
本
で
は
、
天
台
記
家
が
比
叡
山
で
酒

天
童
子
退
治
の
話
に
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
国
文
学
の
研
究
成
果
で
す
。

　

②
は
絵
巻
物
と
し
て
の
「
大
江
山
絵
詞
」（
酒
天
童
子
絵
巻
）
の
成
立
で
す
。
①

の
酒
天
童
子
退
治
の
物
語
が
、
絵
巻
物
と
さ
れ
た
も
の
が
「
大
江
山
絵
詞
」（
酒
天

童
子
物
絵
巻
）
と
な
る
わ
け
で
、
絵
巻
物
と
し
て
の
成
立
は
、
少
し
遅
れ
て
一
四
世

紀
後
半
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
後
北
条
氏
本
は
一
五
二
二
年
に
制
作
さ

れ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
分
か
っ
て
ま
す
の
で
、
逸
翁
本
に
な
る
「
大
江
山
絵
詞
」
の

成
立
は
そ
れ
よ
り
い
一
五
〇
年
ぐ
ら
い
古
い
ん
で
す
ね
。
絵
巻
物
の
形
態
と
し
て
、

あ
る
い
は
絵
画
表
現
と
し
て
も
後
北
条
氏
本
よ
り
も
古
態
の
も
の
で
あ
り
、
優
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

③
は
伝
来
に
つ
い
て
の
通
説
で
す
。
こ
れ
ま
で
逸
翁
本
は
、
幕
末
に
現
在
の
香
取
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市
佐
原
の
商
家
に
質
入
れ
さ
れ
て
い
た
も
の
を
香
取
神
宮
の
大
宮
司
家
が
入
手
し
た

も
の
で
、
そ
れ
が
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
大
宮
司
家
か
ら
流
出
し
、
伯
爵
の
松
浦

家
に
買
わ
れ
た
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
逸
翁
本
は
、
京
都
周
辺
で
元
話
も

作
ら
れ
、
詞
書
の
話
も
絵
巻
物
に
も
な
っ
た
の
も
京
都
周
辺
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
幕

末
に
千
葉
の
田
舎
（
私
も
千
葉
県
人
で
す
が
）
の
香
取
の
地
に
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い

と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。　
　

　

④
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
か
ら
二
十
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
の
千
葉
県
史
編
さ
ん
事
業
で

の
香
取
文
書
調
査
（
当
時
、
私
は
県
内
の
高
校
教
員
で
し
た
が
、
編
さ
ん
員
と
し
て

参
加
し
ま
し
た
。
司
会
の
外
山
先
生
と
も
一
緒
の
時
が
あ
り
ま
し
た
）
の
成
果
の
一

部
と
し
て
、逸
翁
本
が
江
戸
時
代
に
は
確
実
に
「
酒
呑
童
子
の
絵
」
な
ど
の
名
称
で
、

香
取
神
宮
の
大
宮
司
家
の
家
宝
と
し
て
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
さ

ら
に
そ
の
他
の
諸
史
料
を
見
て
い
く

と
、
ど
う
も
戦
国
時
代
末
ま
で
は
千

葉
氏
の
一
族
の
大
須
賀
氏
（
成
田
の

大
須
賀
を
名
字
の
地
と
す
る
大
須
賀

氏
で
す
）
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
⑤
で
す
。
大
須
賀
氏
は
、

天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
豊
臣
秀

吉
に
よ
っ
て
後
北
条
氏
、
小
田
原
北

条
氏
が
倒
さ
れ
た
時
、
千
葉
氏
や
そ

の
一
族
の
大
須
賀
氏
は
北
条
方
で
す

か
ら
、
多
く
が
討
ち
死
に
し
ま
す
。

し
か
し
、
大
須
賀
氏
の
系
図
（
配
布

資
料
６
頁
の
系
図
①
）
に
載
る
大
須

賀
政
胤
で
す
が
、
政
胤
は
成
人
し
た

長
男
・
二
男
・
三
男
と
と
も
に
討
ち

死
に
し
ま
す
が
、
四
男
の
朝
胤
と
娘

（「
女
子
」：
残
さ
れ
た
系
図
に
は
な
い
が
、状
況
証
拠
か
ら
鈴
木
が
付
け
加
え
た
）
は
、

政
胤
の
妻
と
と
も
に
大
須
賀
郷
の
大
室
（
成
田
市
大
室
）
に
土
着
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
香
取
大
宮
司
家
の
系
図
な
ど
で
は
、
大
須
賀
氏
の
娘
は
村
の
人
々
に
育
て
ら

れ
、成
人
す
る
と
香
取
神
宮
の
大
宮
司
家
に
嫁
入
り
し
た
と
あ
り
ま
す
。
⑥
で
す
が
、

そ
の
時
の
嫁
入
り
道
具
の
一
つ
に
「
酒
呑
童
子
の
絵
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確

実
で
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』（「
酒
呑
童
子
の
絵
」）
は
、
戦
国
時

代
ま
で
は
千
葉
氏
一
族
の
大
須
賀
氏
が
所
持
し
て
お
り
、
そ
れ
が
戦
国
の
領
主
と
し

て
の
大
須
賀
氏
が
滅
ん
だ
あ
と
、
土
着
し
た
大
須
賀
家
に
伝
来
し
、
成
長
し
た
娘
が

香
取
神
宮
の
大
宮
司
家
に
嫁
入
り
す
る
際
の
嫁
入
り
道
具
の
一
つ
と
し
て
、
大
宮
司

家
に
も
た
ら
さ
れ
、
以
後
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
大
宮
司
家
の
家
宝
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
幕
末
に
一
時
的
に
佐
原
の
商
家
に
質
入
れ
ま
す
が
、そ
の
後
、

大
宮
司
家
に
戻
さ
れ
、
明
治
時
代
に
な
り
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
松
浦
伯
爵
家
に
売
却

さ
れ
た
の
で
し
た
。

　

さ
て
、
逸
翁
本
を
「
な
ぜ
大
須
賀
氏
が
所
持
し
て
い
た
の
か
」。
専
門
の
方
々
は
、

戦
国
の
争
乱
の
中
で
、
た
ま
た
ま
大
須
賀
氏
が
手
に
入
れ
た
ん
だ
ろ
う
と
処
理
す
る

の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
よ
う
な
専
門
知
識
の
な
い
者
は
、
大
須
賀
氏
が
所
持
し

て
い
た
な
ら
、「
大
須
賀
氏
や
（
本
宗
家
の
）
千
葉
氏
が
制
作
さ
せ
た
も
の
で
は
な

い
か
！
」
と
考
え
、
拙
著
『
酒
天
童
子
絵
巻
の
謎
』
と
い
う
本
を
書
か
せ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
以
下
、
こ
の
本
に
書
い
た
こ
と
を
ご
く
簡
単
に
お
話
し
し
ま
す
。

（
４
）
拙
著
『
酒
天
童
子
絵
詞
の
謎
』
に
書
い
た
こ
と

　

ま
ず
は
①
の
頼
光
四
天
王
の
系
譜
に
つ
い
て
で
す
。
四
天
王
（
渡
辺
綱
・
坂
田
金

時
・
平
貞
通
・
平
季
武
）
が
坂
東
（
関
東
）
と
の
関
係
が
深
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い

う
話
で
す
。
四
天
王
の
う
ち
、
渡
辺
綱
以
外
の
三
人
は
平
安
後
期
に
成
立
し
た
『
今

昔
物
語
集
』
に
載
る
話
に
で
て
き
ま
す
。
そ
の
話
に
よ
れ
ば
、
源
頼
光
の
邸
宅
は
大

内
裏
の
北
東
、
一
条
大
路
が
堀
河
を
渡
る
、
一
条
戻
橋
の
南
東
際
に
あ
り
、
一
条
邸

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。「
坂
田
金
時
」（
下
野
毛
公
時
）・
平
貞
通
・
平
季
武
の
三
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人
は
、
都
で
は
源
頼
光
の
家
来
で
あ
り
、
頼
光
の
ボ
デ
ィ
ー
ガ
ー
ド
で
し
た
が
、
他

方
で
、
坂
東
（
関
東
）
に
拠
点
を
持
っ
て
お
り
、
し
ば
し
ば
坂
東
に
も
帰
る
存
在
で

し
た
。
な
か
で
も
平
貞
通
は
、
関
東
の
勇
者
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
平
季

武
は
、
そ
の
実
在
性
が
疑
わ
れ
ま
す
が
、
貞
通
と
ほ
ぼ
同
様
の
存
在
と
し
て
描
か
れ

て
い
ま
す
。

　
「
坂
田
金
時
」
は
、実
在
の
人
物
で
、平
安
後
期
の
人
物
と
し
て
は
「
下
毛
野
公
時
」

と
い
う
氏
名（
う
じ
な
）を
持
つ
存
在
で
し
た
。
彼
は
内
裏
に
仕
え
る
近
衛
舎
人（
こ

の
え
の
と
ね
り
）
で
あ
り
、
相
撲
人
（
す
ま
い
に
ん
）
で
も
あ
り
ま
し
た
。
非
常
に

強
い
相
撲
取
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
東
遊
（
あ
づ
ま
あ
そ
び
）
の
名
手
だ
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。「
駿
河
舞
（
す
る
が
ま
い
）」
な
ど
の
坂
東
の
舞
楽
（
東
遊
）
は
宮

中
の
行
事
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
今
は
雅
楽
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。
こ
う
し
た

坂
東
と
の
関
り
か
ら
、「
坂
田
金
時
」
と
な
り
、
さ
ら
に
久
保
先
生
の
お
話
に
あ
っ

た
「
足
柄
山
の
金
太
郎
」
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

　

四
人
目
の
渡
辺
綱
に
つ
い
て
で
す
。「
渡
辺
」
は
大
阪
の
淀
川
の
河
口
、
大
坂
城

の
西
の
「
渡
辺
津
」
を
名
字
の
地
と
す
る
も
の
で
、
綱
の
本
拠
地
は
渡
辺
津
周
辺
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、こ
れ
も
系
図
上
や
物
語
の
話
で
は
あ
り
ま
す
が
、

渡
辺
綱
は
源
充
の
子
で
、
武
蔵
国
の
箕
田
に
生
ま
れ
た
と
い
う
記
載
が
あ
り
ま
す
。

後
に
源
敦
と
い
う
人
の
養
子
に
な
る
。
源
敦
は
源
氏
の
祖
の
源
満
仲
の
娘
婿
で
す
か

ら
、
綱
は
源
頼
光
の
父
満
仲
の
義
理
の
孫
と
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
物
語
上
の
話

だ
と
い
う
説
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
。
こ
う
し
た
経
緯
を
へ
て
源
綱
は
、
摂
津
国
の
渡

辺
の
地
を
拠
点
と
し
、
そ
の
一
党
が
渡
辺
党
に
展
開
し
て
い
く
と
い
う
わ
け
で
す
。

渡
辺
党
の
本
姓
は
「
遠
藤
」
だ
と
い
う
の
が
有
力
な
よ
う
で
す
が
。

　

そ
こ
で
私
が
注
目
す
る
こ
と
は
、
渡
辺
綱
の
生
ま
れ
が
武
蔵
国
の
箕
田
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。
武
蔵
国
の
箕
田
は
、
埼
玉
県
鴻
巣
市
の
箕
田
（
み
だ
）
と
す
る
説

と
東
京
都
港
区
の
「
三
田
」（
み
た
）
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
前
者
で
す
と
、
近

く
に
「
箕
田
館
」
と
い
う
中
世
武
士
の
大
き
な
館
の
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

後
者
の
場
合
で
は
、
慶
応
大
学
の
敷
地
の
西
側
の
坂
が
「
綱
坂
」
と
い
い
ま
す
ね
。

も
ち
ろ
ん
、
後
に
付
会
さ
れ
た
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
武
蔵
国
（
埼
玉
県

や
東
京
都
）
の
箕
田
（
三
田
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
渡
辺
綱
の
性

格
に
関
わ
る
。
つ
ま
り
、
綱
も
坂
東
（
関
東
）
と
の
結
び
つ
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
問
題
と
な
る
こ
と
が
、
②
の
頼
光
四
天
王
の
一
人
、
平
貞
通
が
、
逸
翁

本
で
は
「
平
忠
道
」
と
あ
る
こ
と
で
す
。
逸
翁
本
の
祖
本
に
あ
た
る
可
能
性
の
高
い
、

陽
明
文
庫
本
「
酒
天
童
子
物
語
絵
詞
」（
詞
書
の
み
）
に
は
、「
平
貞
通
」
と
あ
り
、

後
北
条
氏
本
他
の
諸
本
は
「
平
貞
道
」「
平
定
道
」
な
ど
と
見
え
ま
す
が
、「
忠
道
」

と
あ
る
の
は
逸
翁
本
（
正
確
に
は
「
別
巻
詞
書
」）
の
み
な
の
で
す
。
陽
明
文
庫
本

が
逸
翁
本
の
祖
本
に
あ
た
る
と
す
る
と
、逸
翁
本（
の
詞
書
）は
頼
光
四
天
王
の
一
人
、

「
平
貞
通
」を「
平
忠
道
」に
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
平
貞
通
」
は
、
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
坂
東
の
武
士
で
も
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
の
で
す
が
、
坂
東
平
氏
の
系
図
の
中
で
、
早
く
に
坂
東
平
氏
の
祖
の
一
人
に
「
忠

道
」
を
充
て
る
系
図
は
、
三
浦
氏
と
千
葉
氏
の
系
図
（
配
布
資
料
６
頁
系
図
③
）
に

限
ら
れ
ま
す
。

　

系
図
③
に
み
る
よ
う
に
、
千
葉
氏
と
三
浦
氏
は
一
体
の
系
図
を
持
つ
わ
け
で
、「
忠

道
」
を
一
族
の
祖
と
し
て
系
図
に
書
き
込
む
意
識
と
『
大
江
山
絵
詞
』（
酒
天
童
子

絵
巻
）
の
祖
本
の
「
平
貞
通
」
を
「
平
忠
道
」
と
す
る
思
い
は
、
同
じ
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
意
識
や
思
い
を
持
っ
て
、
逸
翁
本
を
制
作
さ
せ
た
主
体
は
千

葉
氏
と
考
え
る
以
外
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

③
で
す
。
そ
う
だ
と
し
ま
す
と
、
い
っ
た
い
千
葉
氏
の
誰
の
時
代
に
制
作
さ
れ
た

の
か
、
誰
が
制
作
に
関
わ
っ
た
の
か
。
そ
こ
で
私
が
注
目
し
た
の
が
、
南
北
朝
時
代

の
千
葉
氏
胤
（
千
葉
介
＝
一
三
五
一
～
六
五
）
で
す
。
氏
胤
は
京
都
生
ま
れ
で
、
司

会
の
外
山
先
生
の
研
究
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
歌
人
と
し
て
も
著
名
で
勅
撰
歌
集

の
『
新
千
載
和
歌
集
』
に
歌
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
推
定
で
す
が
、
氏

胤
は
京
都
で
逸
翁
本
の
祖
本
に
出
会
い
、
詞
書
の
一
部
、「
平
貞
通
」
を
「
平
忠
道
」

な
ど
と
書
き
改
め
さ
せ
て
、逸
翁
本『
大
江
山
絵
詞
』を
制
作
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
。

　

④
で
す
。
氏
胤
は
、
二
十
九
歳
で
亡
く
な
る
の
で
す
が
、
そ
の
前
後
に
逸
翁
本
は

千
葉
に
も
た
ら
さ
れ
、
千
葉
介
の
滿
胤
・
兼
胤
・
胤
直
・
胤
将
あ
る
い
は
胤
宣
と
相
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伝
さ
れ
た
と
考
え
ま
す
（
系
図
①
）。

　

⑤
で
す
。
系
図
②
に
詳
し
い
よ
う
に
、
下
総
千
葉
氏
の
直
系
の
十
二
代
の
胤
直
と

弟
胤
賢
、
十
三
代
の
胤
将
（
病
死
）
と
弟
の
胤
宣
は
、
享
徳
の
大
乱
の
中
で
上
杉
方

に
付
い
た
た
め
、
享
徳
四
年
（
一
四
五
五
）
に
、
古
河
公
方
の
足
利
成
氏
方
の
千
葉

氏
一
族
の
原
胤
房
や
馬
加
康
胤
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
際
、逸
翁
本
は
、

千
葉
介
を
継
承
す
る
馬
加
千
葉
氏
に
は
渡
さ
れ
ず
、
十
三
代
の
「
胤
将
の
御
守
」
で

あ
っ
た
大
須
賀
直
胤
に
伝
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
大
須
賀
氏
に
相
伝
さ
れ
た

が
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
小
田
原
北
条
氏
の
滅
亡
と
と
も
に
、
大
須
賀
政
胤

か
ら
妻
そ
し
て
幼
い
娘
へ
と
継
承
さ
れ
た
と
推
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
逸
翁
本
の
伝
来
の
み
、
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
が
、
千
葉
氏
か
ら
大
須

賀
氏
へ
、
そ
し
て
香
取
大
宮
司
家
へ
と
伝
来
し
た
も
の
は
、
逸
翁
本
の
み
で
は
な
く
、

他
の
千
葉
氏
の
家
宝
＝
威
信
財
も
一

緒
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

「
八
幡
太
刀
」（
千
葉
介
常
胤
が
夢
想

で
宇
佐
の
八
幡
神
か
ら
賜
っ
た
と
さ

れ
る
も
の
）
と
「
寄
辺
（
よ
る
べ
）

の
水
入
れ
」（
現
在
は
香
取
神
宮
蔵
）・

「
駒
角
」・「
牛
玉
（
ご
お
う
）」
な
ど

で
し
た
。

　
⑥
で
す
。
他
方
、
逸
翁
本
を
含
む

千
葉
氏
の
家
宝
＝
威
信
財
を
継
承
で

き
な
か
っ
た
、
原
胤
房
や
馬
加
康
胤

（
千
葉
介
）
は
、
も
う
一
つ
の
酒
天

童
子
の
物
語
を
つ
く
り
ま
す
。
そ
の

物
語
は
、
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
に

あ
る
「
旧
妙
見
寺
（
千
葉
妙
見
社
）

文
書
」
や
久
保
先
生
が
検
討
さ
れ
た

『
千
学
集
抜
粋
』の
中
に
見
え
る「（
源

頼
光
家
来
の
）
宝
生
（
保
昌
）
の
太
刀
」
に
ま
つ
わ
る
藤
原
保
昌
を
主
人
公
と
す
る

「
酒
呑
童
子
退
治
」
の
物
語
で
す
。
こ
の
話
に
つ
い
て
は
、
外
山
先
生
が
検
討
さ
れ

て
い
ま
す
が
、も
と
も
と
は
「
源
頼
光
家
来
の
宝
生
（
保
昌
）
の
太
刀
」
の
話
で
あ
り
、

保
昌
は
頼
光
の
家
来
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、「
源
頼
光
の
家
来
の
」
部
分
を
略
す

る
こ
と
で
、
藤
原
保
昌
を
主
役
に
組
み
直
し
た
も
の
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
逸
翁

本
の「
酒
天
童
子
退
治
物
語
」か
ら
派
生
し
た
、亜
流
と
い
う
べ
き
も
の
と
思
い
ま
す
。

な
ら
ば
「
酒
天
童
子
退
治
物
語
」
の
平
貞
通
を
平
忠
道
に
書
き
換
え
て
逸
翁
本
を
制

作
し
た
の
は
千
葉
氏
、と
い
っ
て
も
馬
加
康
胤
以
前
の
千
葉
氏
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
千
葉
氏
は
、
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
に
対
し
て
強
い
思
い
入
れ
を
持
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
も
と
も
と
坂
東
武
士
と
し
て
の
千
葉
氏
に
は
「
都
の
武
士
」
へ
の

あ
こ
が
れ
が
あ
っ
た
。
な
か
で
も
京
都
に
生
ま
れ
た
千
葉
氏
胤
は
、
都
の
武
士
と
し

て
の
意
識
を
強
く
持
っ
た
で
あ
ろ
う
。
千
葉
氏
が
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
を
家
宝

の
一
つ
と
し
た
の
は
都
の
武
士
へ
の
憧
憬
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
ふ
う
に

考
え
て
お
り
ま
す
。

（
５
）
拙
著
へ
の
批
判

　

こ
う
し
た
拙
著
の
主
張
に
対
し
て
は
、
厳
し
い
批
判
が
あ
る
の
で
す
が
、
時
間
の

関
係
も
あ
り
、
割
愛
を
致
し
ま
す
。
配
布
資
料
を
お
読
み
に
な
っ
て
下
さ
い
。

　

最
後
に
、
系
図
③
を
も
う
一
度
見
て
お
き
ま
す
。
系
図
③
は
、
山
門
（
や
ま
と
）

家
本
「
桓
武
平
氏
系
図
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
千
葉
氏
の
支
流
を
称
す
る
薩

摩
国
山
門
院
（
鹿
児
島
県
出
水
市
）
の
山
門
氏
に
伝
来
し
た
も
の
で
、
原
型
は
一
三

世
紀
後
半
に
成
立
し
て
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
手
書
き
で
丸
く
囲
っ
た

と
こ
ろ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
そ
こ
に
「
良
文
」
が
い
て
、子
に
「
忠
頼
」
と
「
忠
道
」

が
い
ま
す
。
忠
頼
流
が
上
総
氏
、
千
葉
氏
の
系
譜
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
忠
道
流

が
三
浦
氏
の
系
譜
と
な
り
ま
す
。
三
浦
氏
の
祖
を
「
忠
道
」
と
す
る
系
図
と
し
て
は
、

今
の
と
こ
ろ
一
番
古
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
忠
道
」
の
と
こ
ろ
に
注
記
に
は
、

「
良
文
の
子
、忠
頼
の
弟
な
り
。
頼
光
朝
臣
四
天
王
随
一
な
り
」
と
あ
り
、さ
ら
に
「
の

ち
貞
道
、
又
は
忠
光
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
系
図
は
千
葉
氏
の
支
流
の
家
系
図
で
す
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か
ら
、「
忠
道
」
を
千
葉
氏
の
祖
の
「
忠
頼
」
の
弟
と
す
る
認
識
は
、
三
浦
氏
と
千

葉
氏
に
共
通
の
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

で
す
か
ら
私
は
、
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
の
祖
本
の
詞
書
の
頼
光
四
天
王
の
一

人
で
あ
る
「
平
貞
通
」
を
「
平
忠
道
」
と
書
き
換
え
て
、
逸
翁
本
を
制
作
さ
せ
た
の

は
、「
平
忠
道
」
を
坂
東
平
氏
の
祖
の
一
人
と
す
る
千
葉
氏
の
系
譜
認
識
に
よ
る
も

の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
は
、
戦
国
時
代
に
た
ま
た
ま
大

須
賀
氏
が
入
手
し
た
も
の
な
の
で
は
な
く
、
千
葉
氏
や
大
須
賀
氏
が
何
ら
か
の
主
体

性
を
持
っ
て
制
作
さ
せ
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

拙
著
『
酒
天
童
子
絵
巻
の
謎
』
に
対
し
て
は
、様
々
な
ご
批
判
を
頂
き
ま
し
た
が
、

ご
批
判
へ
の
反
論
も
兼
ね
て
、
こ
れ

ま
で
し
っ
か
り
と
し
た
基
礎
的
テ
キ

ス
ト
が
な
か
っ
た
逸
翁
本
に
関
わ
る

詞
書
釈
文
を
提
示
し
ま
し
た
（『
都

留
文
科
大
学
紀
要
』

号
）。
さ
ら

な
る
検
証
が
必
要
で
は
あ
り
ま
す

が
、
私
の
行
っ
た
詞
書
の
整
理
か
ら

し
て
も
、
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』

は
千
葉
氏
本
、
千
葉
氏
本
『
大
江
山

絵
詞
』と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
、

と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
少
な
く

と
も
「
別
巻
詞
書
」
は
、
千
葉
氏
本

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
が

本
日
の
お
話
の
結
論
で
す
。

　

冒
頭
に
触
れ
た
「
五
島
の
バ
ラ
モ

ン
凧
」
の
図
柄
を
も
う
一
度
ご
覧
く

だ
さ
い
。
バ
ラ
モ
ン
凧
の
「
鬼
が
兜
に
噛
み
つ
く
」
と
い
う
図
柄
の
モ
チ
ー
フ
は
、

逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
の
図
柄
「
酒
天
童
子
の
首
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
バ
ラ
モ
ン
凧
の
写
真
を
撮
る
際
に
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
の
中
か
ら
説
明
書
き
が
で
て
き

ま
し
た
。
そ
こ
に
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
図
柄
に
は
、
鬼
に
立
ち
向
か
う
武
士

の
兜
の
後
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、「
裏
兜
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
」、「
倭
寇
が
も
た

ら
し
た
可
能
性
が
強
く
、
距
離
を
測
っ
た
り
、
風
向
き
を
調
べ
た
り
、
何
か
の
合
図

の
為
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
」
と
あ
り
ま
す
。
久
保
先
生
が
最
初
に
お
話

し
さ
れ
た
よ
う
に
、
鬼
退
治
の
話
は
、
節
分
の
行
事
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
境
界
の

外
に
鬼
を
追
い
出
す
こ
と
と
関
り
ま
す
。
五
島
列
島
は
古
代
以
来
、
日
本
の
西
の
国

境
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
国
境
で
あ
る
五
島
の
バ
ラ
モ
ン
凧
の
図
柄
と
鬼
退
治
を
象

徴
す
る
「
頼
光
の
兜
に
噛
み
つ
く
鬼
の
首
」（
酒
天
童
子
の
首
）
と
は
、
何
ら
か
の

形
で
関
わ
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
い
ま
す
。
以
上
、
ま

と
ま
り
の
な
い
話
で
し
た
が
、
こ
こ
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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2022 年 12 月 10 日　
令和 4 年度 千葉市・千葉大学公開市民講座

於：千葉大学・けやき会館大ホール
【逸翁本『大江山絵詞』の伝来と千葉氏】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都留文科大学教養学部　鈴木哲雄
１）「大江山絵詞」( 酒天童子絵巻 )」とは
　①源頼光とその四天王による大江山の鬼退治物語
　②伝来する二つの絵巻物
　　Ａ : 逸翁本「大江山絵詞」（二巻と「別巻詞書」）、大阪・逸翁美術館所蔵
　　Ｂ : 後北条氏本「酒伝童子絵」（三巻）、東京・サントリー美術館所蔵
　③室町時代から江戸時代に流布した大江山の鬼退治物語は、B：後北条氏本の系統
　④Ａ : 逸翁本が広く知られるようになったのは、明治 20 年（1887）に、香取神宮の旧大宮司
　　家が伯爵の松浦家に売却して以降。
　　昭和 13 年（1938）に小林一三（逸翁）が購入→重要文化財
２）逸翁本『大江山絵詞』を読む
《上巻１・２段》　スライド①②
　・さて、ことのはじまりは、平安時代中頃の一条天皇（在位 986 ～ 1011 年）の時代のこと。　
　　正暦年中（990 ～ 995 年）に都の貴族から人民にいたるまで、多くの老若男女が失踪する事
　　件がおき、都の内外の町や村は悲しみ泣く声につまれた。
　・朝廷は安部清明の占いにもとづいて、帝都の西北大江山の鬼王の仕業だと知り、源頼光と藤　
　　原保昌に追討を命じる。（藤原道長の時代）
　・命令を承った源頼光と藤原保昌は氏寺氏神に必勝の祈祷をする。
　　　源頼光→八幡三所（石清水八幡宮寺）、日吉山王（比叡山・日吉大社）
　　　藤原保昌→熊野三所（熊野権現）、住吉明神（住吉大社）
　・七人の兵（七騎）による追討
　　　五騎：源頼光と四天王：渡辺綱・坂田公時・平貞通（忠道）・平季武
　　　二騎：藤原保昌と従者
《上巻３段》　スライド③～⑦
　・長徳元年（995）11 月 1 日。帝都を出立した頼光・保昌の一行七騎は、大江山へと向かう。
　・途中の洞窟に四人の客人が待つ。頼光一行は、あやしい者かと身構える。老翁たちはご馳走　
　　を用意しており、真ん中の壺（「死筒の酒」）は持って行くことにする。
《上巻４段》　スライド⑧⑨
　・老翁の提案で山伏姿となり、深山幽谷を踏み分けていく。岩穴をぬけると、川辺で血のつい
　　た衣服を洗う老女に出会う。老女は、200 年ほど前に酒天童子にさらわれ、洗濯女にされた
　　と語る。
　・老女から酒天童子の城について聞く。鬼城の門には「酒天童子」という扁額があるという。
　・源頼光の指示で渡辺綱が城内入り、寝所の前で「物申さん」と声をかける。すると簾をあけ
　　て酒天童子が姿を見せる。

レジュメ
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《上巻６段》　スライド⑩⑪
　・城内の廊に案内され、容顔美麗な女房達に銀の瓶子（へいし）の酒や金の鉢（はち）に盛っ　
　　た肉などで接待される。頼光らの求めで、酒天童子も現れる。
　・酒天童子は頼光一行に「血酒」をすすめ、頼光は山伏の「死筒の酒」 （神便鬼毒酒）を酒天
　　童子にすすめる。
　・「死筒の酒」に酔った酒天童子は寝所へ戻る。他方、源頼光らは蓑帽子をかぶり、姿を消し
　　て鬼城を探索する。
《下巻３段》　スライド⑫
　・頼光たちは家来のもとにもどり、鎧兜を着けて鬼どもを征伐する。
《下巻 4段》　スライド⑬～⑯
　・寝所では、鬼姿の酒天童子が女房たちに体をさすらせて寝ている。二人の僧の祈りで、寝所　
　　の鉄石の扉が打ちやぶられる。
　・四人の翁や僧たちが酒天童子の手足を押さえ、頼光・保昌の主従が酒天童子の首をはねる。
　・切られた鬼王の首が宙を舞う。危険を察知した頼光は、四天王から兜を借り、三重に兜をか
　　ぶる。その頼光の兜に鬼王の首がかみつく。
《下巻６段》　スライド⑰～⑳
　・酒天童子を征伐した頼光らと四人の翁や僧たちは別れに形見の交換をする。老僧は「水精の
　　念珠」を頼光に、頼光は「龍頭の兜」を老僧に渡した。
　・酒天童子の首は、都大路を運ばれ（大路渡し）、酒天童子の首は、宇治の平等院の宝蔵へお
　　さめられた。
《下巻８段》　スライド
　・源頼光と藤原保昌は氏寺と仏神に御礼参りに行く。石清水八幡宮寺の拝殿では、別当が御影
　　の前にあった「龍頭の兜」を頼光に見せ、頼光は「水精の念珠」を見せる。
《下巻８段の詞書》
　（別当、）御宝殿の内を見せられけれは（ば）、龍頭のかふと（兜）の、火おとし（緋縅）なる　
　か（が）、御影の御前に有（る）とて取出たりけれは（ば）、頼光、懐より水精の念珠の有（る）
　を取出て見せられける。別当、こ（此）はいか（如何）に、御影のも（持）たせ給へる御念珠
　なりと疑（い）申けれは（ば）、事の由を語（り）給（う）に、参（り）集たる人々、随喜の
　涙をそなか（流）しける。
≪下巻９段≫　スライド
　・九州の神崎の津から筵帆（むしろほ）に屋形をもつ船が、解放された唐人をのせて中国に出　
　　航するところ。水先案内の小舟も見える。

　以上が、逸翁本（香取本）『大江山絵詞』のあらすじでした。
＊逸翁本は、絵画表現としても、中世の物語としても、もっと内容豊かなものなのですが、本日
　は割愛せざるをえません。
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３）逸翁本「大江山絵詞」の成立と伝来
　①酒天童子退治物語は 14 世紀ごろ（鎌倉時代末から南北朝時代）までに、京都・比叡山周辺　
　　で成立した。比叡山の学僧（記家）たちによって醸し出されたもの。
　　　＊中国唐代の「白猿伝」
　②酒天童子退治物語を絵巻物としたもの＝「大江山絵詞」は、14 世紀後期に制作か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　＊後北条氏本の制作は 1522 年。
　③伝来の通説：幕末に佐原の商家に質入れされていたものを香取神宮の大宮司家が入手し、そ　
　　れが明治時代に流出したもの。
　→だから、都＝京都周辺で制作されたものが、たまたま香取の地にあったに過ぎない。
　④その後の千葉県史の編纂事業に関わる調査・研究の中で、江戸時代には、確実に「酒呑童子
　　の絵」という呼称で、「大江山絵詞」が香取神宮の大宮司家の家宝であったことが明らかと
　　なり、さらに戦国時代末までは、千葉氏一族の大須賀氏が所持していたことがわかってきた。
　⑤天正１８年（１５９０）豊臣秀吉によって小田原北条氏が倒され、千葉氏や大須賀氏の多く
　　の武士が討ち死にしたが、残された大須賀政胤の妻と子供らは大須賀郷の大室に土着するこ
　　とになる。
　⑥その後、その娘が香取神宮の大宮司家に嫁入りするが、その嫁入り道具の一つに「酒呑童子
　　の絵」があった。　〈系図①〉参照

　　　＊なぜ大須賀氏が所持していたのか。
　　　→たまたま大須賀氏が手に入れた？
　　　→大須賀氏や千葉氏が制作させたものではないか！

４）拙著『酒天童子絵巻の謎』に書いたこと
　　（『酒天童子絵巻の謎―「大江山絵詞」と坂東武士』岩波書店、2019 年）
　①頼光四天王の系譜：坂東との関係
　　・平貞通（忠道）（『今昔物語集』：頼光の一条邸の侍であり坂東の勇士でも）
　　・平季武（同上）
　　・坂田公時（1000-1017、同上、近衛舎人）「駿河舞」等の東遊の名手
　　　　→「足柄山の金太郎」
　　・渡辺綱（？ 953-1025）源充の子で武蔵国美田生まれ。源敦の養子。源満仲（頼光の父）の
　　　義理の孫となり、摂津国渡辺津を拠点とする。
　　　　＊美田：埼玉県鴻巣市箕田（ﾐﾀﾞ）や港区三田
②平貞通と平忠道
　　・陽明文庫本「酒天童子物語絵詞」での頼光四天王
　　　（渡辺綱・坂田公時・平貞通・平季武）
　　・逸翁本（「別巻詞書」）での頼光四天王
　　　（渡辺綱・坂田公時・平忠道・平季武）
　　→逸翁本は『今昔物語集』などにみえる祖本の「平貞通」を千葉氏の系図に載る「平忠道」　
　　　に書き換えている。それは「千葉氏」によるもの＝逸翁本の制作主体は千葉氏なのではな
　　　いか！
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　③千葉氏による逸翁本の制作年代を京都生まれの「氏胤の時代」（千葉介＝1351～1365）と推定。
　　京都で、逸翁本の元本か酒天童子物語の祖本に接した氏胤が、　「平貞通」を「平忠道」など　
　　と書き換えさせ、逸翁本を制作させた。
　④その後、逸翁本は氏胤から満胤―兼胤―胤直―胤将・胤宣へと相伝された。
　　→系図①参照
　⑤しかし、享徳 4 年（1455 年）に千葉介胤直・胤宣父子が原胤房や馬加康胤（のち千葉介）　
　　に攻められた際に、逸翁本などの千葉氏の家宝が千葉介に近侍した　大須賀氏に渡ったもの
　　と考えた。その際に、千葉氏から大須賀氏に渡ったものには、逸翁本を含む千葉氏の家宝＝
　　威信財としての
　　・「八幡太刀」（千葉介常胤が夢想で宇佐の八幡神から賜ったもの）
　　・「寄辺の水入れ」／・駒角／・牛玉
　　などがあった。　→系図②①参照
　⑥他方、原胤房や馬加康胤以降の馬加千葉氏側には、旧妙見寺（千葉妙見社）文書や「千学集　
　　抜粋」に見える「源頼光家来の宝生（保昌）の太刀」にまつわる、もう「一つの酒天童子物語」
　　がつくられた。〈系図②〉参照
　　「もう一つの酒天童子物語」は、明らかに逸翁本から派生した、亜流と見るべきである。な
　　らば、酒天童子物語の「平貞通」を「平忠道」に書き換え、逸翁本を制作したのは千葉氏と
　　考えられる。そして千葉氏は、逸翁本「大江山絵詞」に対して強い思い入れをもった。それ
　　は「都の武士への憧憬」であった。
５）拙著への批判（高橋昌明「書評　鈴木哲雄著『酒天童子絵巻の謎―「大江山絵詞」と坂東武士』」
　　　　　　　　（『日本史研究』687 号、2019 年）
　①頼光四天王の系譜：坂東との関係
　　・逸翁本が坂東武士の物語でもあるとするのは、説話成立時点を 300 年以上遡れば、系譜上
　　　坂東の世界にいきつくという程度の話。
　②平貞通の平忠道への書き換え
　　・『今昔物語集』（鈴鹿本）は、1130 年代に成立してから約 300 年誰にも知られず眠っていた。
　　　だから、逸翁本成立時に作者が『今昔物語集』を参照することは不可能。
　　・系図上の「平忠道」は三浦氏の祖であり、千葉氏の祖ではない。
　〈鈴木の考え〉
　　・鈴鹿本『今昔物語集』は鎌倉時代中期の書写本とされており、鈴鹿本がなくとも、「平貞通」
　　　に関する類似の話はあったろう。
　　・千葉氏と三浦氏とで、共有された系図（良文流平氏として共有の認識）なのではないか。
　　・「忠道」の載る最古の系図は、千葉氏の支流を称する薩摩国の山門氏の「桓武平氏系図」で、
　　　鎌倉時代後期までに成立。　〈系図③〉参照
　③制作年代を「氏胤の時代」（千葉介＝ 1351 ～ 1365）とすること。
　　・根拠が薄弱。幅をもたせるのが常道。←岡本麻美氏の南北朝前期説
　　　（「逸翁美術館所蔵『大江山絵詞』考」『美術史』165 号、2008 年）
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　≪高橋氏の主張≫
　　・逸翁本の作成の動機は、末尾にある唐人などの送還にあるとして、応安 7 年（1374）4 月に、　　
　　　足利義満が遣明使とともに「中国・朝鮮人被虜送還前後のいきさつを踏まえて創作された
　　　ことは確実である」とする。だから、1374 年以降の制作。←これも一つの仮説
　　・逸翁本は、足利義満への献上品（室町殿絵巻コレクション）であった可能性もあり、大須
　　　賀氏が所持したのは足利義政時代の財政難から分散流出した結果かもしれない。
　≪鈴木の反論≫
　　・足利義政の時代に流失したものとすると、だれが「平貞通」を「平忠道」に書き換えたのか？
　　・また、相澤正彦氏による逸翁本＝鎌倉地方絵巻説も存在し、鎌倉地方＝坂東で成立した可
　　　能性もある。（「逸翁美術館本『大江山絵詞』の画風をめぐって」『MUSEUM』477 号、1990 年）
　④の「もう一つの酒天童子物語」への批判
　　（岡野浩二「千葉氏妙見信仰の政治史的考察」『古代文化』73-2、2021）
　　・逸翁本と「千学集抜粋」などの「宝生太刀」の説話を関連づけて、逸翁本が馬加千葉氏以　
　　　前の千葉氏本宗家の時代に遡るとはいえない。
　〈鈴木の考え〉
　　・「妙見納物」に、「火取・水取・玉・牛王、一条院の薄墨の御証文」、「宝生懐太刀、即珠天
　　　童子を打し刀」などとある話が、「平忠常→一条朝→酒吞童子」という連想によって生じ
　　　た説話、とは考えにくのではないか。
まとめにかえて
　　・逸翁本は、たまたま大須賀氏が入手したものにすぎないのか。
　　・あるいは、逸翁本の制作や入手の過程に千葉氏や大須賀氏の主体性はないのか。・議論の
　　　前提とすべき、逸翁本の詞書については、
　　　　鈴木哲雄「「大江山絵詞（酒天童子絵巻）」の詞書釈文―逸翁美術館本と陽明文庫本との　　　
　　　　比較を兼ねて」（『都留文科大学研究紀要』91 号、2020 年）
　　　で整理しました。
　　・さらに検証が必要ではあるが、私の詞書の整理からも、逸翁本は、“ 千葉氏本「大江山絵詞」”
　　　だったといえるのではないか、と改めて考えている。少なくとも、「別巻詞書」は千葉氏
　　　本であると。

　《主な参考文献》
　小松和彦『酒吞童子の首』せりか書房、1997 年
　佐竹昭広『酒吞童子異聞』岩波書店、1992 年（初出 1977 年）
　鈴木哲雄『酒天童子絵巻の謎』岩波書店、2019 年
　高橋昌明『定本　酒吞童子の誕生』岩波書店、2020 年（初出 1992 年）
　外山信司「藤原保昌伝承と千葉氏」（佐藤博信編『中世東国の社会と文化』岩田書院、2016 年）
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▼スライド①
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▼スライド③ スライド②▲
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▼スライド⑤ スライド④▲
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▼スライド⑦ スライド⑥▲
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▼スライド⑨ スライド⑧▲
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▼スライド⑪ スライド⑩▲
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▼スライド⑬ スライド⑫▲
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▼スライド⑮ スライド⑭▲
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▼スライド⑰ スライド⑯▲
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▼スライド⑲ スライド⑱▲
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▼スライド スライド⑳▲
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【クロストーク】

　

芦
田
　
伸
一
（
以
下
、
芦
田
）　
　
皆
さ
ま
、
お
戻
り
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。

こ
こ
か
ら
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
に
入
り
ま
す
が
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
外
山
研
究

員
が
入
る
関
係
で
、
こ
こ
か
ら
司
会
を
交
代
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
、
郷
土
博

物
館
の
芦
田
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
早
速
ク
ロ

ス
ト
ー
ク
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

外
山
研
究
員
、
進
行
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

外
山
　
信
司
（
以
下
、
外
山
）　
　
そ
れ
で
は
引
き
続
き
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
長
時
間
に
わ
た
っ
て
ご
講
演
を
二
本
聞
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
大

変
興
味
深
い
お
話
が
続
き
ま
し
て
、
皆
さ
ん
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
逸

翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
を
千
葉
氏
、

広
く
い
え
ば
千
葉
一
族
で
す
ね
、「
千

葉
六
党
」
の
一
つ
、
常
胤
の
四
男
胤

信
に
始
ま
る
大
須
賀
氏
が
持
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
伺
っ
て
、
大
変
驚

か
れ
て
い
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
前
置
き
に
し
ま

し
て
、
ま
ず
鈴
木
先
生
か
ら
久
保
先
生

へ
の
質
問
と
か
コ
メ
ン
ト
、
何
か
お
聞

き
に
な
り
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

鈴
木
　
哲
雄
（
以
下
、
鈴
木
）　

　

あ
ま
り
よ
く
考
え
て
い
な
か
っ
た

の
で
す
け
れ
ど
、
久
保
先
生
の
お
話

し
に
あ
っ
た
藤
原
保
昌
に
よ
る
鬼
退
治
の
話
の
枠
組
は
、
い
つ
頃
に
生
ま
れ
た
も
の

と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
外
　
山
　
　
そ
れ
で
は
、
久
保
先
生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
久
保
　
勇
（
以
下
、
久
保
）　　

少
し
誤
解
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
訂
正
し
た
い
の

で
す
が
、
私
が
紹
介
し
た
の
は
保
昌
の
太
刀
を
め
ぐ
る
伝
承
で
す
。
刀
剣
伝
承
―
刀

を
め
ぐ
る
伝
承
―
と
し
て
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
保
昌
が
鬼
退
治
を
す
る
話
が
伝

承
し
た
時
期
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
備
前
の
刀
工
＝「
三
平
」と
称
さ
れ
る「
包

平
」「
高
平
」「
助
平
」
の
う
ち
、
保
昌
の
太
刀
を
「
助
平
」
が
作
っ
た
と
い
う
伝
承

が
一
五
世
紀
の
前
半
ぐ
ら
い
に
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
状
況
を
考
え
る
と
、
そ
れ
を

前
提
と
し
た
理
解
に
な
っ
て
き
ま
す
。
千
葉
氏
に
保
昌
の
刀
が
伝
わ
っ
た
と
い
う
時

期
と
、
刀
剣
伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
る
時
期
が
一
致
し
な
い
と
、
刀
の
価
値
が
認
識
さ

れ
な
い
と
思
い
ま
す
。「
酒
天
童
子
の
物
語
」
に
お
け
る
保
昌
の
活
躍
と
い
う
知
識

に
加
え
、
そ
の
名
刀
を
千
葉
氏
が
保
有
し
た
伝
承
が
『
千
学
集
抜
粋
』
に
あ
る
わ
け

で
す
か
ら
、
鈴
木
彰
さ
ん
の
説
を
参
照
し
た
よ
う
に
一
五
世
紀
の
初
め
く
ら
い
、
と

お
答
え
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
外
　
山
　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
反
対
に
、
久
保
先
生
か
ら

鈴
木
先
生
へ
の
コ
メ
ン
ト
や
、
お
聞
き
に
な
り
た
い
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
お

願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
久
　
保
　
　
根
本
的
な
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
鈴
木
先
生
の
基
本
的

な
ス
タ
ン
ス
と
し
て
、
逸
翁
本
成
立
時
点
か
ら
千
葉
氏
が
ず
っ
と
持
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
、
も
っ
と
言
え
ば
、
千
葉
氏
が
そ
も
そ
も
逸
翁
本
を
作
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
発
想
に
つ
い
て
、
共
有
さ
れ
る
部
分
と
さ
れ
な
い
部
分
と
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
千
葉
氏
に
つ
い
て
は
、
今
日
資
料
と
し
て
お
配
り
す
る
だ
け
で
紹
介
し
な
か
っ

た
『
源げ

ん
ぺ
い
と
う
じ
ょ
う
ろ
く

平
闘
諍
録
』
の
「
妙
見
説
話
」
の
終
わ
り
の
部
分
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
こ

【
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
】
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で
は
、
千
葉
氏
に
と
っ
て
妙
見
さ
ん
と
い
う
の
は
、
他
の
氏
族
に
は
絶
対
祀
ら
せ
な

い
。
源
頼
朝
で
さ
え
、
妙
見
さ
ん
を
祀
る
こ
と
を
常
胤
は
許
さ
ず
、
常
胤
が
頼
朝
に

仕
え
て
い
る
こ
と
を
以
て
頼
朝
殿
に
妙
見
さ
ん
の
加
護
が
あ
る
と
思
っ
て
も
ら
い
た

い
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
家
」
の
意
識
、
嫡
流
に
限
定
さ
れ
た
妙
見
さ
ん
の
位

置
付
け
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
一
族
間
で
ず
っ
と
伝
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
千
葉
氏
の
中
に
、
氏
族
と
し
て
の
内
部
的
な
発
想
と
し

て
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
現
存
逸
翁
本
も
（
妙
見
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
）
で
き
た
当
初

か
ら
千
葉
氏
に
代
々
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
良
い
の
か
、
と
い

う
疑
問
が
あ
り
ま
す
。私
が
話
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
補
足
し
な
が
ら
の
質
問
で
す
が
、

こ
の
辺
り
の
問
題
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

鈴
　
木
　
　
非
常
に
難
し
い
の
で
す
が
、
拙
著
の
中
で
は
、『
源
平
闘
諍
録
』
に

載
る
千
葉
妙
見
説
話
は
坂
東
武
士
と
し
て
の
千
葉
氏
の
物
語
で
あ
り
、
栄
福
寺
所
蔵

の
『
千
葉
妙
見
大
縁
起
絵
巻
』
の
詞
書
の
内
容
は
、
若
年
の
千
葉
介
頼
胤
の
も
と
に

千
葉
氏
一
族
を
結
集
さ
せ
よ
う
と
し
た
後
見
人
の
千
田
泰
胤
の
思
惑
が
反
映
し
た
も

の
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、南
北
朝
時
代
の
氏
胤
の
時
代
に
、逸
翁
本『
大
江
山
絵
詞
』

（
千
葉
氏
の
祖
に
は
、平
安
後
期
の
頼
光
四
天
王
の「
平
忠
道
」（
平
貞
通
）が
い
た
！
）

と
い
う
都
の
武
士
の
物
語
を
、
坂
東
武
士
た
る
千
葉
氏
の
物
語
に
加
え
た
（
取
り
込

ん
だ
）
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
千
葉
氏
の
直
系
に
代
わ
っ
て
馬
加
千
葉
氏
が

千
葉
介
を
簒
奪
す
る
と
、
馬
加
千
葉
氏
を
後
見
し
た
原
氏
な
ど
が
、
藤
原
保
昌
を
主

人
公
と
す
る
「
も
う
一
つ
の
酒
呑
童
子
物
語
」
を
創
作
し
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
お

答
え
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
わ
か
り
ま
せ
ん
が
。

　
久
　
保
　
　
要
す
る
に
氏
胤
が
都
で
生
ま
れ
た
こ
と
、
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
現
存
逸

翁
本
の
祖
本
を
参
照
し
得
る
、
複
製
本
―
少
し
語
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
―

を
生
み
出
す
環
境
の
問
題
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
祖
本
に
基
づ
い
て
千
葉
氏
な
り
の
改

変
を
加
え
た
形
で
逸
翁
本
を
制
作
し
得
る
「
場
」
と
い
う
の
は
、
氏
胤
が
生
ま
れ
た

京
都
、
と
い
う
理
解
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

　
外
　
山
　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
や
は
り
今
ま
で
は
、
京
都
と
「
草
深

い
坂
東
」
と
さ
れ
て
き
た
千
葉
、
都
と
地
方
と
が
対
立
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ

て
き
ま
し
た
が
、
今
日
の
お
二
人
の
先
生
の
お
話
を
伺
っ
て
、
そ
れ
が
対
立
す
る
も

の
で
は
な
く
て
、
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
交
流
で
す
ね
、
結
び
付
い
て
い
る
存
在
で

あ
り
、
都
と
地
方
を
対
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
い
と
い
う
見
方
が
提

示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
参
加
の
皆
さ
ま
方
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
質
問
、
も
ち
ろ
ん
た
く
さ
ん

い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
お
時
間
の
関
係
で
少
し
し
か
ご
紹
介
で
き
ま

せ
ん
が
、
二
人
の
先
生
方
に
お
伺
い
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
は
久
保
先
生
に
で
す
が
、「
物
語
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
、

酒
天
童
子
の
物
語
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
は
物
語
制
作
当

時
の
政
治
状
況
な
ど
も
反
映
さ
れ
て
い
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
酒
天
童

子
の
首
で
す
ね
。
参
考
文
献
に
も
あ
っ
た
大
路
渡
し
は
何
を
モ
デ
ル
に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。」
と
い
う
ご
質
問
で
す
。

　
久
　
保
　
　
も
ち
ろ
ん
文
学
研
究
の
一
つ
の
発
想
と
し
て
、
作
品
が
で
き
た
当
時

の
政
治
状
況
と
か
社
会
的
な
背
景
と
い
う
の
が
作
品
（
本
文
）
に
何
ら
か
の
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
常
に
考
え
て
い
ま
す
。「
大
路
渡
し
」
の
問
題
と

し
て
は
、
合
戦
絵
巻
の
『
平
治
物
語
絵
巻
』
が
ご
ざ
い
ま
す
。『
平
治
物
語
絵
巻
』

の
中
に
藤
原
信
西
の
首
が
都
に
も
た
ら
さ
れ
、大
路
を
渡
さ
れ
る
場
面
が
あ
り
ま
す
。

京
都
の
人
々
が
牛
車
を
止
め
、
そ
の
首
の
行
列
を
見
物
す
る
と
い
う
状
況
は
―
政
治

状
況
と
は
別
で
す
が
―
、
前
提
と
な
る
世
相
と
し
て
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

む
し
ろ
『
平
治
物
語
絵
巻
』
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
首
」
を
渡
し
て
い
る
検
非

違
使
た
ち
の
存
在
で
す
。
検
非
違
使
と
い
う
の
は
「
都
の
警
察
」
と
し
て
、
中
・
高

校
の
社
会
科
で
教
わ
る
と
思
い
ま
す
が
、
消
防
の
役
割
も
果
た
し
ま
す
し
、
こ
う
い

っ
た
「
災
い
」
と
か
「
犯
罪
」
に
関
わ
る
も
の
は
「
穢
れ
」
に
関
わ
る
者
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
死
し
た
犯
罪
者
の
首
を
護
送
す
る
と
い
う
役
割
を
担
い
ま
す
。
そ
う
し

た
人
た
ち
が
行
列
を
成
し
、「
首
」
を
捧
げ
、
都
の
人
々
が
そ
れ
を
見
物
を
し
て
い
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る
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
鈴
木
先
生
か
ら
「
こ
の
大
路
渡
し
を
見
て
は
い
け
な
い
」
と

あ
り
ま
し
た
。「
見
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
歴
史
史
料
で
幾
つ

も
記
載
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
後
白
河
院
と
い
う
人
は
、
見
て
は
い
け
な
い
の
に

あ
あ
い
っ
た
も
の
を
見
る
の
が
大
好
き
で
見
に
行
く
。『
平
家
物
語
』
の
中
で
も
平

家
の
「
首
」
が
大
路
渡
し
さ
れ
る
の
を
見
物
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ

る
程
度
日
常
化
し
た
、
や
は
り
「
源
平
合
戦
」
と
か
南
北
朝
期
を
経
て
、『
大
江
山

絵
詞
』
の
「
大
路
渡
し
」
の
場
面
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

　
外
　
山
　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
も
う
一
つ
、
久
保
先
生
に

ご
質
問
で
す
。「
源
頼
光
は
武
士
と
し
て
の
面
で
は
実
際
に
は
あ
ま
り
見
る
べ
き
も

の
が
な
い
と
い
う
よ
う
に
資
料
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
後
世
の
鬼
退
治
物
語
に
お
い

て
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
絵
詞
の
作
成
さ
れ

た
当
時
の
理
想
の
武
士
像
に
合
致
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い

は
作
者
の
そ
れ
以
上
の
何
ら
か
の
意

図
や
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
と
考
え
る

の
が
自
然
で
し
ょ
う
か
。」
と
い
う

こ
と
で
、「
実
際
と
は
か
け
離
れ
て

物
語
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
な
っ
て
い
く
頼

光
、
そ
の
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
」

と
、
こ
う
い
う
ご
質
問
で
す
。

　
久
　
保
　
　
源
頼
光
に
つ
い
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
方
は
歴
史
研
究
の
方

で
も
文
学
研
究
の
方
で
も
多
い
で

す
。
あ
と
、
小
松
和
彦
氏
の
よ
う
に

日
本
文
化
全
般
を
考
え
る
方
も
。
た

と
え
ば
、
頼
光
＝
ラ
イ
コ
ウ
は
や
は

り
そ
の
名
か
ら
「
雷
光
」
と
音
が
通

じ
る
の
で
、
名
前
か
ら
来
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
こ
う
し
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
は
今
日
『
平
家
物
語
』
の

頼
政
ヌ
エ
退
治
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
こ
の
話
は
や
は
り
虚
構
で
、
基
本
的
に
大
内

裏
＝
天
皇
を
守
る
武
士
た
ち
が
そ
の
現
場
で
活
躍
す
る
話
は
歓
迎
さ
れ
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
職
に
あ
る
武
士
の
強
さ
を
示
す
話
は
必
要
で
す
。
頼
光
は

頼
政
に
遡
る
源
氏
の
系
譜
で
同
じ
職
掌
に
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
む
し
ろ
「
外
」
に

出
て
い
っ
て
天
皇
を
脅
か
す
存
在
退
治
す
る
と
い
う
話
が
相
応
し
か
っ
た
と
考
え
て

い
ま
す
。
天
皇
を
守
る
「
兵
」（
つ
は
も
の
）
と
し
て
、
頼
光
に
は
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
現
在
の
私
の
見
方
と
し
て
は
、
や
は
り
頼
政
の
よ

う
な
「
後
の
時
代
」
か
ら
遡
っ
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
源
氏
の
系
譜

を
さ
か
の
ぼ
っ
て
氏
族
の
物
語
を
創
り
出
し
て
い
く
よ
う
な
発
想
は
、
軍
記
物
語
の

世
界
と
重
な
り
ま
す
。
軍
記
の
登
場
人
物
は
ご
先
祖
語
り
（
戦
場
で
の
名
乗
り
）
か

ら
自
分
を
語
り
出
し
ま
す
の
で
、
同
じ
発
想
で
一
族
を
遡
及
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
頼

光
が
物
語
の
世
界
で
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
抽
象
的
な
こ
と
は
お

答
え
で
き
る
の
で
す
が
、
こ
の
程
度
で
ご
勘
弁
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
外
　
山
　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
続
き
ま
し
て
鈴
木
哲
雄
先
生
へ

の
ご
質
問
で
す
。「『
酒
呑
童
子
絵
詞
』
が
千
葉
氏
の
作
だ
と
す
る
と
、
第
９
段
で
す

ね
、
唐
人
の
話
は
な
ぜ
組
み
込
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。」
と
い
う
ご
質
問
で
す
が
。

　
鈴
　
木
　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
話
し
方
や
拙
著
で
の
記
述
が
き
っ

と
悪
い
の
で
す
が
、
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
と
い
う
絵
巻
物
を
千
葉
氏
が
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
も
の
と
し
て
創
作
さ
せ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
久
保
先
生
が
お
話
し
さ

れ
た
よ
う
に
、
逸
翁
本
に
は
祖
本
（
元
本
）
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一
部
変
え
て
作
り

直
し
た
も
の
が
逸
翁
本
で
あ
り
、
そ
れ
が
伝
来
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
の
で
、

逸
翁
本
の
制
作
過
程
で
、
唐
人
の
話
を
千
葉
氏
が
入
れ
さ
せ
た
と
は
考
え
て
い
ま
せ

ん
。
ま
た
、
唐
人
が
中
国
に
送
ら
れ
る
と
い
う
場
面
が
一
応
、
最
後
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
ほ
ん
と
う
に
最
後
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
部
分
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か
ら
先
の
絵
巻
物
が
欠
落
し
て
い
ま
す
の
で
。
仮
に
一
番
最
後
だ
と
し
て
も
、
そ
の

こ
と
が
直
接
、
千
葉
氏
と
関
わ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
千
葉
氏
も
含
め

て
坂
東
武
士
の
多
く
が
、
九
州
に
も
所
領
を
も
ち
、
三
浦
氏
が
典
型
で
す
が
、
中
国

や
朝
鮮
と
の
、
つ
ま
り
唐
人
と
の
交
流
に
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
す
。

　
外
　
山
　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
鈴
木
先
生
に
も
う
一
つ
で

す
。
頼
光
（
ラ
イ
コ
ウ
）
は
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
四
天
王
も

や
は
り
独
自
に
ヒ
ー
ロ
ー
化
し
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
を
受
け
て
だ
と
思
い
ま

す
。「
渡
辺
綱
が
鬼
の
片
腕
を
切
り
落
と
し
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。」
と
い
う
御
質
問
が
来
て
い
ま
す
。

　
鈴
　
木
　
　
渡
辺
綱
の
鬼
に
関
わ
る
伝
説
で
す
ね
。
綱
が
鬼
の
腕
を
切
り
落
と
す

と
、
あ
と
で
取
り
返
し
に
来
た
と
い
っ
た
話
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
鬼
と
は
何
か
、

全
体
的
な
問
題
と
し
て
議
論
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
逸
翁
本
の
物
語
そ
の
も

の
に
は
、
綱
に
よ
る
鬼
の
腕
切
り
の
話
は
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　
外
　
山
　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
く
ま
で
も
今
日
の『
大
江
山
絵
詞
』

の
話
の
枠
組
み
の
中
で
の
綱
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
た
お
話
と
い
う
こ
と

で
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
今
日
の
講
座

の
い
わ
ば
中
心
に
な
る
べ
き
質
問
で
す
。
こ
れ
も
お
二
方
に
対
し
て
、
そ
の
も
の
ず

ば
り
「『
大
江
山
絵
詞
』
は
千
葉
氏
が
作
成
し
所
有
し
て
い
た
理
由
は
な
ん
で
し
ょ

う
か
。」
と
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
日
の
ま
と
め
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
が
、
お
二
人
の
先
生
方
か
ら
お
話
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「『
大

江
山
絵
詞
』
を
千
葉
氏
が
作
り
、
所
有
し
て
い
た
そ
の
必
要
性
、
理
由
は
な
ん
で
し

ょ
う
か
。」
と
い
う
、
今
日
の
ま
と
め
に
ふ
さ
わ
し
い
ご
質
問
か
と
思
い
ま
す
。

　
鈴
　
木
　
一
応
、
私
が
拙
著
に
書
い
た
こ
と
は
、
大
須
賀
氏
が
た
ま
た
ま
持
っ
て

い
た
の
で
は
な
く
、
千
葉
氏
の
本
宗
家
か
ら
預
か
っ
た
も
の
で
、
南
北
朝
時
代
の
千

葉
介
氏
胤
が
、
詞
書
の
一
部
な
ど
を
改
変
さ
せ
て
、
制
作
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
室
町
幕
府
の
足
利
将
軍
は
、
三
代
義
満
の
時
代
に
な
る
と
、
た
く

さ
ん
の
絵
画
な
ど
美
術
工
芸
品
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
よ
う
で
す
ね
。
そ
の
リ
ス
ト

の
中
に
、『
大
江
山
絵
詞
（
酒
天
童
子
絵
巻
）』
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
が
、
今

の
と
こ
ろ
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
京
都
生
ま
れ
の
氏
胤
は
、
将
軍
の
足
利
尊
氏

や
義
詮
、
他
の
都
人
か
ら
逸
翁
本
の
祖
本
に
あ
た
る
も
の
を
見
せ
て
も
ら
え
る
機
会

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
酒
天
童
子
物
語
の

祖
本
を
読
む
機
会
が
あ
り
、
頼
光
四
天
王
の
中
の
「
平
貞
通
」
は
、
坂
東
平
氏
の
祖

の
一
人
で
あ
る
「
平
忠
道
」
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
思
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
ん
な
こ
と
を
想
像
し
て
い
ま
す
。

　
外
　
山
　
　
久
保
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

　
久
　
保
　
　
今
わ
れ
わ
れ
が
見
て
い
る
逸
翁
本
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
時
代
の
絵
巻

物
は
非
常
に
価
値
あ
る
も
の
で
す
。
千
葉
氏
が
逸
翁
本
の
祖
本
を
、
複
製
化
あ
る
い

は
複
製
さ
れ
た
も
の
を
入
手
し
た
と
い
う
前
提
で
お
話
を
す
る
と
―
こ
れ
は
全
く
根

拠
が
な
い
の
で
す
が
―
、
こ
の
巻
子
本
の
形
態
―
要
す
る
に
巻
物
で
す
―
と
い
う
の

は
、
相
当
熟
覧
し
な
い
限
り
内
容
が
理
解
で
き
な
い
。
巻
い
て
あ
る
長
さ
（
分
量
）

に
も
よ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
冊
子
体
の
絵
巻
の
複
製
を
パ
ラ
パ

ラ
見
れ
ば
、
一
目
瞭
然
で
話
の
流
れ
は
わ
か
り
ま
す
が
、
巻
か
れ
て
い
る
も
の
を
開

い
て
そ
の
内
容
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
入
手
す
る
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え

に
く
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
絵
巻
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
程
度
の

理
解
。
つ
ま
り
頼
光
ら
武
士
た
ち
の
活
躍
、
酒
天
童
子
を
倒
す
物
語
だ
、
と
い
う
概

略
程
度
の
理
解
で
千
葉
氏
が
入
手
し
た
。
手
元
に
入
っ
て
か
ら
、
先
ほ
ど
か
ら
鈴
木

先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
た
、「
ち
ょ
っ
と
こ
れ
は
」
と
い
う
部
分
が
出
て
き
て
、

詞
書
が
別
に
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
は
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
千
葉
氏
が
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入
手
し
た
き
っ
か
け
自
体
は
、
大
し
て
中
身
を
把
握
せ
ず
、
絵
巻
物
は
そ
れ
だ
け
で

高
価
な
も
の
、
価
値
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
入
手
し
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
後
、
自
ら
の
一
族
が
伝
え
得
る
も
の
と
し
て
改
変
を
加
え
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
鈴
木
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
千
葉
氏
が
か
な
り
さ
か
の
ぼ

っ
た
段
階
か
ら
持
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
と
い
う
か

発
想
で
考
え
て
い
ま
す
。
巻
子
本
の
理
解
し
に
く
さ
と
い
う
の
を
前
提
に
考
え
、
自

分
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。

　
外
　
山
　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
鈴
木
先
生
の
お
話
の
中
で
、香
取
本
、

つ
ま
り
逸
翁
本
が
大
須
賀
氏
の
女
性
か
ら
香
取
家
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
お
話
が
あ
り

ま
し
た
。
も
う
一
つ
、
先
ほ
ど
か
ら
よ
く
出
て
お
り
ま
す
、
今
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館

が
所
蔵
し
て
い
る
サ
ン
ト
リ
ー
本
も
小
田
原
北
条
氏
が
作
ら
せ
て
、
や
は
り
落
城
の

際
に
督
姫
と
い
う
女
性
に
伝
わ
っ
て
、
最
終
的
に
池
田
家
に
行
く
と
い
う
、
女
性
に

伝
わ
っ
て
伝
来
し
て
い
く
の
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
私
か
ら
の
漠
然
と

し
た
質
問
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す

が
、こ
う
い
っ
た
絵
巻
物
、特
に
『
大

江
山
絵
詞
』
の
よ
う
な
絵
巻
物
が
女

性
に
伝
わ
っ
て
い
く
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
ろ

し
い
で
し
ょ
う
か
。

　
久
　
保
　
　
現
存
す
る
奈
良
絵
本

の
揃
い
と
か
、
徳
川
家
康
が
姪
の
満ま

天て

姫ひ
め

に
持
た
せ
た
『
関
ヶ
原
合
戦
図

屏
風
』
が
有
名
で
す
。
他
家
に
嫁
入

り
す
る
娘
に
武
勇
を
描
く
物
語
を
持

た
せ
た
「
嫁
入
り
本
」
に
当
た
る
わ

け
で
す
が
、
こ
れ
は
や
は
り
強
い
武

士
の
子
を
産
ん
で
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
発
想
で
、「
武
士
の
物
語
」
が
娘
た
ち
に

渡
さ
れ
、
他
家
に
嫁
い
だ
慣
習
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
嫁
入
り
本
」
の

問
題
で
す
の
で
、
酒
天
童
子
に
限
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
鈴
　
木
　
　
中
世
の
古
文
書
な
ど
は
、
結
構
、
女
性
、
娘
に
預
け
る
と
い
う
こ
と

が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
大
須
賀
氏
の
場
合
、
大
須
賀
氏
の
娘
が
な
ぜ
嫁
入
り
道

具
と
し
て
、
逸
翁
本
を
含
め
て
千
葉
氏
の
家
宝
類
＝
威
信
財
を
香
取
大
宮
司
家
に
持

参
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
余
り
い
い
考
え
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
千
葉
氏
や
大
須
賀
氏
が
滅
亡
す
る
中
で
、
妻
と
幼
少
の
子
ど
も
が
土
着
す
る
。

そ
し
て
娘
が
成
長
し
、
嫁
入
り
先
と
し
て
下
総
国
一
宮
で
あ
っ
た
香
取
神
宮
の
大
宮

司
家
が
選
ば
れ
、千
葉
氏
の
家
宝
類
が
嫁
入
り
道
具
と
さ
れ
た
。
戦
国
時
代
ま
で
に
、

千
葉
氏
一
族
の
大
須
賀
氏
と
香
取
神
宮
の
中
心
的
神
官
家
の
大
宮
司
家
や
大
禰
宜
家

と
の
姻
族
的
な
関
係
が
す
で
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
鎌
倉
時
代
以
来
、
千

葉
氏
一
族
の
国
分
氏
は
「
香
取
社
地
頭
」
で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
。
も
ち
ろ
ん
、
広

く
女
性
が
持
つ
財
産
権
や
家
財
に
対
す
る
強
固
な
占
有
権
な
ど
に
つ
い
て
も
考
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
点
は
ま
た
別
に
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
外
　
山
　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
お
時
間
の
関
係
で
、
残

念
な
が
ら
最
後
の
ご
質
問
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
逸
翁
本
、
つ
ま
り
香
取
本
に

し
て
も
、
あ
る
い
は
千
葉
神
社
に
伝
わ
っ
た
『
千
学
集
抜
粋
』
に
あ
る
藤
原
保
昌
を

主
人
公
と
し
た
酒
天
童
子
説
話
に
し
て
も
、
千
葉
氏
が
酒
天
童
子
説
話
を
受
け
入
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
今
日
分
か
っ
た
と
思

う
の
で
す
が
、「
千
葉
氏
が
酒
天
童
子
説
話
を
受
け
入
れ
た
理
由
」
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
い
か
が
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

　
久
　
保
　
　
受
け
入
れ
た
理
由
で
す
か
。

　
外
　
山
　
　
受
け
入
れ
て
、
伝
え
て
い
っ
た
。
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久
　
保
　
　
私
の
【
資
料

】『
源
平
闘
諍
録
』
で
も
挙
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
皆
さ

ん
が
よ
く
ご
存
じ
の
常
胤
の
時
代
か
ら
は
、
源
氏
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
一
族
で
、
千
葉

氏
自
体
は
ト
ッ
プ
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
常
に
何
ら
か
の
強
い
勢
力
の
側
に
付

い
て
い
く
わ
け
で
す
け
ど
、
逸
翁
本
の
保
昌
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
重
要
な
サ
ポ
ー

ト
役
で
あ
っ
て
、
個
人
的
に
は
常
胤
に
重
な
っ
て
見
え
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
源
氏

の
活
躍
す
る
物
語
と
い
う
点
で
は
、『
源
平
闘
諍
録
』
も
逸
翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
も

同
じ
で
す
か
ら
。
た
だ
、
活
躍
す
る
頼
光
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
保
昌
に
惹
か
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
頼
光
が
活
躍
す
る
物
語
と
し
て
ざ
っ
く
り
と

受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
ま
り
深
い
考
え
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
。

　
外
　
山
　
　
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　
鈴
　
木
　
　
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と
以
上
の
こ
と
は
答
え
ら
れ

ま
せ
ん
の
で
、
別
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
北
条
氏
綱
が
、
一
五
五
二
年
に
後
北
条
氏

本
「
酒
伝
童
子
絵
」
を
制
作
さ
せ
る
わ

け
で
す
け
ど
、
狩
野
派
の
絵
師
に
。
そ

の
際
、
氏
綱
は
家
臣
の
大
須
賀
氏
が
逸

翁
本
『
大
江
山
絵
詞
』
を
所
持
し
て
い

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

知
っ
て
い
れ
ば
、
奪
い
取
る
こ
と
が
で

き
た
の
か
？
な
ど
と
考
え
て
い
ま
す
。

氏
綱
は
結
局
、
逸
翁
本
と
は
別
系
列
の

後
北
条
氏
本
「
酒
伝
童
子
絵
」
を
制
作

さ
せ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
際
の
氏
綱

の
意
識
に
は
、
坂
東
武
士
の
統
率
者
的

な
も
の
が
あ
り
、そ
れ
に
関
わ
っ
て
「
酒

天
童
子
退
治
物
語
」
へ
の
思
い
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　
外
　
山
　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
、
後
北
条
氏
本
、
つ
ま
り
サ
ン
ト
リ
ー
本
の

話
が
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
作
ら
れ
る

契
機
の
一
つ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
小
田
原
北
条
氏
を
「
北
条
」
と
い

っ
て
い
ま
す
が
、
氏
綱
の
時
ま
で
は
「
伊
勢
」

と
称
し
て
い
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
関
東
支
配

の
正
当
性
を
示
す
た
め
に
「
一
三
人
の
御
家
人
」

に
出
て
く
る
鎌
倉
の
北
条
氏
に
あ
や
か
っ
て
、

「
北
条
」
と
名
乗
る
わ
け
で
す
。
こ
の
北
条
へ
の
改
姓
と
サ
ン
ト
リ
ー
本
の
絵
巻
を

作
る
の
が
ほ
ぼ
同
時
期
、
そ
れ
が
リ
ン
ク
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。
私
も
そ
う
な
の
か
と
思
っ
て
納
得
し
ま
し
た
。

　

そ
う
い
っ
た
こ
と
で
、
今
日
の
講
座
を
通
し
て
皆
さ
ま
方
に
、
も
ち
ろ
ん
武
士
っ

て
い
う
の
は
武
力
が
力
の
源
で
は
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
む
き
だ
し
の
武
力
だ
け

で
は
な
く
て
、
こ
う
い
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
力
、
あ
る
い
は
美
術
の
力
、
こ
う
い
う

文
化
の
力
を
も
っ
て
千
葉
氏
の
権
力
と
か
、
権
力
の
正
当
性
、
正
し
さ
と
か
、
そ
う

い
っ
た
も
の
を
示
す
役
割
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
認
識
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。
武
士
と
い
う
と
、
合
戦
と
か
権
力
の
興
亡
ば
か
り
に
な
り
が
ち
で
す
け
れ

ど
も
、
千
葉
氏
の
持
つ
文
化
の
力
と
い
う
と
こ
ろ
に
目
を
向
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

　

司
会
不
手
際
で
時
間
を
超
過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
て
閉
じ
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
お
二
人
の
先
生
方
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
一
度
、
先
生

方
に
拍
手
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
芦
　
田
　
　
先
生
方
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
最
後
に
本
日
共

同
開
催
と
な
っ
て
お
り
ま
す
千
葉
市
か
ら
、
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
、
天
野
良
介
館

長
よ
り
ご
あ
い
さ
つ
申
し
上
げ
ま
す
。



　

閉
会
挨
拶

天
野　

良
介
（
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
館
長
）

　

千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
の
天
野
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
の
お
二
方
の
ご
講
演
、
及

び
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。

　

千
葉
大
学
と
千
葉
市
と
の
共
催
に
て
開
催
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
本
公

開
市
民
講
座
も
本
年
度
で
６
回
目
と
な
り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
第
８

波
も
取
り
沙
汰
さ
れ
る
な
か
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
素
晴
ら

し
い
「
け
や
き
会
館
」
を
会
場
に
対
面
で
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
千
葉
大
学
様

の
御
理
解
と
ご
配
慮
の
賜
物
と
、
心

よ
り
の
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
貴
重
な
る
ご
講
演
を

賜
り
ま
し
た
、
千
葉
大
学
大
学
院
人

文
科
学
研
究
院
・
准
教
授 
久
保 

勇 

先
生
、
都
留
文
科
大
学
教
養
学
部
・

特
任
教
授 

鈴
木 

哲
雄 

先
生
、
開
催

に
い
た
る
ま
で
の
御
準
備
を
お
進
め

く
だ
さ
っ
た
、
大
学
事
務
局
を
始
め

と
い
た
し
ま
す
関
係
各
位
に
、
千
葉

市
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、
改
め
て

衷
心
よ
り
の
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次

第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
本
館
の 

外
山
信
司 

総
括
主
任
研
究
員
が
意

義
深
い
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
を
進
行
し
て
く
れ
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

本
年
度
は
、
都
に
災
厄
を
も
た
ら
す
鬼
を
退
治
す
る
中
世
説
話
と
し
て
の
「
酒
呑

童
子
」
の
物
語
を
採
り
上
げ
、
現
存
す
る
最
古
の
作
品
で
あ
る
『
大
江
山
絵
詞
』
に

何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
本
作
品
が
長
く
下
総
国
一
宮
で
あ
る
香
取
神
宮

の
大
宮
司
家
に
伝
来
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
制
作
と
伝
来
の
過
程
に
つ
い
て

の
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
京
の
都
と
そ
の
周
辺

を
舞
台
と
す
る
絵
巻
が
、
下
総
の
地
に
伝
来
し
た
の
は
何
故
か
。
そ
こ
に
は
、
東
国

武
士
、
取
り
分
け
千
葉
一
族
が
そ
の
制
作
過
程
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
ご
指
摘
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
東
国
武
士
を
単
な
る
地
方
勢

力
と
し
て
で
は
な
く
、
中
央
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
の
重
要
性
に
改
め

て
目
を
向
け
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
貴
重
な
機
会
と
な
っ
た
も
の
と
存
じ
上
げ
ま
す
。

本
講
座
を
通
じ
て
、
千
葉
氏
と
房
総
の
中
世
を
新
た
な
視
野
の
下
で
御
理
解
い
た
だ

け
ま
し
た
ら
、
開
催
の
意
義
は
達
成
さ
れ
た
も
の
と
存
じ
上
げ
ま
す
。

　

千
葉
市
は
、
本
年
度
を
「
政
令
市
移
行
三
〇
周
年
」
を
記
念
す
る
年
度
と
位
置
付

け
、
本
館
で
も
そ
れ
を
冠
と
す
る
展
示
会
を
開
催
し
て
参
り
ま
し
た
。
会
期
は
明
日

で
終
了
と
な
り
ま
す
が
、
特
別
展
『
我
、
将
軍
と
な
ら
ん
―
小
弓
公
方
足
利
義
明
と

戦
国
期
に
千
葉
氏
―
』
を
開
催
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
四
年
後
の
令
和
八
年

（
二
〇
一
六
）
度
に
は
、
千
葉
常
胤
の
父
常
重
が
千
葉
市
中
心
地
に
進
出
し
て
街
の

礎
を
築
い
て
か
ら
九
〇
〇
年
を
迎
え
る
「
千
葉
開
府
九
〇
〇
年
」
と
位
置
づ
け
、
当

該
年
度
に
向
け
て
本
館
で
も
関
連
す
る
展
示
会
、
お
よ
び
諸
事
業
の
展
開
を
進
め
て

参
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
館
の
活
動
に
、
今
後
と
も
ご
注
目
を
い
た
だ
け
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

結
び
に
、
地
域
史
研
究
の
今
後
の
益
々
の
発
展
、
ご
出
席
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
様

の
ご
健
勝
、
そ
し
て
、
何
よ
り
も
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
一
刻
も
早
い
終
息
を

祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
言
葉
整
い
ま
せ
ん
が
結
び
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
本
日
は
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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