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絵
巻
の
文
法
序
説

─
─
『
後
三
年
合
戦
絵
詞
』
を
手
掛
か
り
に
─
─

楊　
　

暁　

捷

　
　
　

一
、
媒
体
―
―
巻
物
と
い
う
形
態

　
　
　

二
、
構
文
―
―
絵
画
表
現
の
基
礎

　
　
　
　

１
、
絵
画
の
叙
述
（
絵
画
の
人
称
／
行
動
と
そ
の
結
末
）

　
　
　
　

２
、
時
間
の
構
成
（
動
き
の
一
瞬
／
異
時
同
図
／
複
眼
の
視
点
）

　
　
　
　

３
、
空
間
の
様
相
（
饒
舌
な
空
間
／
空
白
の
空
間
）

　
　
　
　

４
、
絵
画
時
空
の
完
成
（
同
図
多
義
／
異
次
元
の
時
空
）

　
　
　

三
、
語
彙
―
―
繰
り
返
し
応
用
さ
れ
る
構
成
要
素

　
　
　
　

１
、
雲
や
木
の
役
割　

２
、
服
装
と
仕
種　

３
、
画
中
の
視
線

　
　
　
　

４
、
指
差
し
の
ポ
ー
ズ　

５
、
声
高
の
会
話

　
　
　

四
、
文
型
―
―
物
語
を
演
出
す
る
モ
チ
ー
フ

　
　
　
　

１
、
饗
宴　

２
、
対
面　

３
、
処
刑

　
　
　

五
、
反
則
―
―
規
則
が
あ
れ
ば
変
化
が
起
こ
る

　
　
　

六
、
越
境
―
―
絵
と
文
字
と
声
の
往
還

　

絵
巻
は
絵
と
文
章
（
詞
書
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
物
語
を
伝
え（

1
）る。

絵
巻

の
絵
に
は
、
絵
な
ら
で
は
の
規
則
が
あ
り
、
作
者
の
意
図
を
汲
み
取
る
読
み
方

が
あ
る
。
そ
の
規
則
と
読
み
方
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う

に
析
出
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
絵
巻
の
解
読
に
か
か
わ
る
基
礎
課
題
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
絵
巻
の
表
現
を
規
定
す
る
も
の
を
仮
に
「
絵
巻
の
文
法
」
と
呼

（
2
）ぶ。

す
な
わ
ち
言
語
の
あ
り
方
を
捉
え
る
文
法
の
概
念
を
援
用
し
つ
つ
、
絵
巻

の
絵
と
詞
書
が
ど
の
よ
う
に
物
語
を
伝
え
る
の
か
、
そ
の
基
本
を
見
出
そ
う
と

す
る
。

　

絵
画
表
現
を
具
体
的
に
説
明
す
る
た
め
に
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
『
後
三

年
合
戦
絵
詞
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
以
下
「
後
三
年
」
と
記
す
）
を
用
い
る
。

こ
の
絵
巻
は
、
成
立
の
時
期
（
一
三
四
七
年
）、
制
作
の
場
（
比
叡
山
）、
作
者

（
詞
は
玄
慧
、
絵
は
飛
騨
守
惟
久
）、
伝
来
と
享（

3
）受が
分
か
る
も
の
と
し
て
、
中
世

絵
巻
の
基
準
作
と
見
な
さ
れ
る
。
全
三
巻
、
十
五
段
の
詞
書
と
絵
は
、
豊
富
な
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実
例
を
提
供
し
、
し
か
も
電
子
ア
ク
セ
ス
を
含
む
出
版
、
公
開
の
環
境
は
画
像

の
詳
し
い
検
証
を
可
能
に
し
て
い（

4
）る。

　

こ
の
論
考
は
、
絵
巻
の
表
現
原
則
を
説
き
明
か
す
こ
と
を
通
じ
て
、
絵
巻
の

文
法
の
枠
組
み
を
提
示
し
、
さ
ら
な
る
論
究
の
た
め
の
出
発
点
を
描
く
こ
と
を

目
標
と
す
る
。

一
、
媒
体
―
―
巻
物
と
い
う
形
態

　

本
論
に
入
る
前
に
、
ま
ず
絵
巻
が
依
り
立
つ
巻
物
と
い
う
媒
体
の
形
態
を
確

か
め
て
お
き
た
い
。

　

言
語
に
と
っ
て
の
媒
体
は
、
さ
し
ず
め
文
字
と
音
声
、
こ
の
二
つ
に
尽
き

る
。
記
録
手
段
の
制
限
に
よ
り
、
近
代
以
前
の
言
語
に
は
、
い
ま
は
文
字
で
し

か
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

こ
れ
に
倣
っ
て
絵
巻
を
観
察
す
れ
ば
、
そ
れ
が
依
り
立
つ
媒
体
は
、
巻
き
上

げ
ら
れ
、
鑑
賞
の
た
め
に
左
へ
と
披
か
れ
て
ゆ
く
巻
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
紙

あ
る
い
は
絹
を
用
い
て
、
一
紙
ず
つ
貼
り
繋
い
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
操
作
や
保

存
の
物
理
的
な
制
限
を
巻
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
れ
ば
、
絵
巻
は

お
よ
そ
無
限
の
広
が
り
を
持
つ
。
一
巻
の
絵
巻
に
は
、
文
字
と
絵
が
共
存
す

る
。
両
者
は
一
般
的
に
詞
書
、
同
じ
内
容
を
持
つ
絵
、
さ
ら
に
新
し
い
内
容
の

詞
書
、
そ
れ
に
対
応
す
る
絵
と
い
う
順
番
に
展
開
す
る
。
詞
書
に
用
い
ら
れ
る

文
字
は
仮
名
が
主
体
で
、
高
度
な
漢
文
知
識
な
ど
を
持
た
な
く
て
も
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
応
用
し
な
く
て
も
容
易
く
読
め
る
。

　

絵
巻
の
典
型
的
な
構
成
を
「
後
三
年
」
に
よ
っ
て
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

こ
の
絵
巻
は
、
三
巻
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
五
段
の
詞
書
と
絵
を
持
つ
。
絵
巻

の
サ
イ
ズ
は
、
縦
約
四
十
六
セ
ン
チ
、
料
紙
一
紙
の
横
約
七
十
二
セ
ン
チ
で
、

一
紙
の
横
縦
比
率
は
約
一
・
五
倍
強
で
あ
る
。
三
巻
の
詞
書
と
絵
は
あ
わ
せ
て

七
十
七
紙
、
う
ち
詞
書
は
二
十
九
紙
、
絵
は
四
十
八
紙
、
こ
こ
も
絵
と
詞
書
と

の
比
率
は
ち
ょ
う
ど
一
・
五
倍
強
で
あ
る
。
た
だ
全
十
五
段
に
お
い
て
す
べ
て

詞
書
の
部
が
絵
よ
り
短
い
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
が
ほ
ぼ
同
じ
、
あ
る
い
は
絵

よ
り
詞
書
の
ほ
う
が
長
い
段
（
中
巻
第
四
段
）
も
あ
る
。
な
お
、
詞
書
は
、
三

巻
合
わ
せ
て
三
百
九
十
三
行
を
数
え
る
。

　
「
後
三
年
」
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
絵
巻
に
お
い
て
詞
書
と
絵
と
は
平
等

な
関
係
に
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
絵
巻
に
描
か
れ
た
物
語
は
、
新
出
の
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
在
来
の
、
熟
知
さ
れ
、
あ
る
い
は
著
者
に

よ
っ
て
収
集
さ
れ
、
編
集
さ
れ
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め
る
。
そ
の
た

め
、
読
者
は
簡
単
明
瞭
な
詞
書
を
読
ん
で
、
既
知
の
物
語
を
思
い
出
し
、
そ
の

上
で
巻
物
を
披
い
て
そ
こ
に
描
か
れ
た
絵
を
熟
視
し
、
視
覚
の
、
時
に
は
衝
撃

的
な
新
情
報
に
接
す
る
の
で
あ
る
。

二
、
構
文
―
―
絵
画
表
現
の
基
礎

　

こ
の
章
で
は
、
絵
巻
の
絵
画
表
現
を
構
成
す
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
内
容
を

述
べ
る
。
そ
れ
は
、
表
現
の
対
象
、
絵
に
お
け
る
時
間
と
空
間
、
そ
し
て
操
作

さ
れ
、
期
待
さ
れ
る
読
者
の
視
線
で
あ
る
。
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１
、
絵
画
の
叙
述

絵
画
の
人
称

　

言
葉
を
構
成
す
る
中
心
的
な
内
容
は
、
主
語
で
あ
る
。
人
間
の
行
動
を
叙
述

す
る
に
は
、「
だ
れ
」
が
そ
の
行
動
を
取
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
必

須
内
容
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
明
白
な
た
め
字
面
に
お
い
て
省
略
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
が
、
そ
れ
を
含
め
て
主
語
は
叙
述
成
立
の
前
提
で
あ
る
。

　

絵
巻
に
お
け
る
「
主
語
」
と
は
、
物
語
の
中
心
人
物
で
あ
る
。
物
語
の
展
開

に
し
た
が
っ
て
主
人
公
は
繰
り
返
し
登
場
し
、
数
々
の
局
面
に
お
い
て
主
導
権

を
握
り
、
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
。

　
「
後
三
年
」
の
主
人
公
は
、
将
軍
源
義
家
で
あ
る
。
詞
書
は
、
こ
の
主
人
公

の
こ
と
を
「
義
家
」
と
呼
び
、
あ
る
い
は
た
だ
「
将
軍
」
と
呼
ぶ
。
全
十
五
段

の
う
ち
、
主
人
公
義
家
が
詞
書
と
絵
の
両
方
に
登
場
す
る
の
は
九
段
十
一
回
、

詞
書
に
は
記
さ
れ
な
い
で
絵
に
登
場
す
る
の
は
二
回
（
中
巻
第
二
、
五
段
）、
あ

わ
せ
て
十
一
段
に
十
三
回
そ
の
姿
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お

い
て
も
、
彼
の
立
ち
居
振
る
舞
い
、
服
装
、
周
り
に
い
る
人
間
と
の
位
置
関
係

な
ど
か
ら
、
そ
れ
が
義
家
だ
と
簡
単
に
判
断
が
つ
く
。

　

言
語
の
文
法
に
倣
っ
て
言
え
ば
、
義
家
に
つ
い
て
の
描
き
方
は
、
さ
し
ず
め

「
第
三
人
称
」
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
絵
巻
に
お
い
て
は
、
こ
の
第

三
人
称
と
い
う
描
き
方
が
一
番
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
同
じ
く
絵

巻
の
代
表
作
で
あ
る
『
蒙
古
襲
来
絵
詞
』
は
、
き
わ
め
て
私
的
な
視
点
を
前
面

に
押
し
出
し
て
お
り
、
第
一
人
称
の
作
品
と
言
え
よ
う
。
繰
り
返
し
登
場
す
る

物
語
の
主
人
公
の
存
在
を
絵
巻
の
「
主
語
」
と
す
れ
ば
、
一
方
で
は
、
そ
の
よ

う
な
主
語
の
不
在
、
あ
る
い
は
人
称
不
明
の
作
品
も
指
摘
で
き
る
。
代
表
的
な

の
は
、
社
寺
縁
起
の
作
品
群
だ
ろ
う
。
並
行
す
る
複
数
の
霊
験
談
に
よ
っ
て
神

仏
の
利
益
を
語
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
共
通
す
る
構
造
で
あ
る
。
言
語

の
文
法
に
倣
え
ば
、
省
略
さ
れ
た
主
語
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
姿

を
見
せ
な
く
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
神
、
仏
こ
そ
超
然
的
な
視

点
に
あ
る
叙
述
の
主
語
な
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
「
後
三
年
」
の
序
文
で
は
、
こ
の
絵
巻
の
制
作
理
由
に
つ
い
て
、

「
源
氏
の
威
光
、
山
王
の
擁
護
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
、
比
叡
信
仰
を
物
語
る
も

の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
数
々
の
社
寺
縁
起
を
テ
ー
マ
と
す
る
絵
巻
と

較
べ
れ
ば
、「
後
三
年
」
を
め
ぐ
る
こ
の
創
作
の
意
図
は
機
能
し
な
か
っ
た
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

行
動
と
そ
の
結
末

　

言
語
に
お
い
て
、
主
語
に
対
す
る
の
は
述
語
で
あ
る
。
主
語
が
人
間
で
あ
れ

ば
、
述
語
は
そ
の
人
間
の
取
る
行
動
を
記
述
し
、
あ
る
い
は
そ
の
人
の
様
子
を

描
写
す
る
。

　

絵
巻
に
お
け
る
主
人
公
は
、
そ
の
登
場
に
お
い
て
、
つ
ね
に
行
動
を
伴
う
。

そ
れ
は
主
人
公
そ
の
人
ひ
と
り
の
動
き
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
人
が
関
わ
っ

た
事
件
、
そ
の
人
の
目
に
止
ま
っ
た
出
来
事
、
は
た
ま
た
周
り
の
人
々
を
巻
き
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込
ん
だ
展
開
で
あ
る
。

　
「
後
三
年
」
に
登
場
す
る
義
家
の
姿
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
地
方
豪

族
の
清
原
家
衡
、
武
衡
と
の
間
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
一
連
の
合
戦
の
中
で
、
義

家
は
つ
ね
に
彼
自
身
の
存
在
を
鮮
明
に
訴
え
て
い
る
。
絵
巻
を
披
い
て
ゆ
く
に

従
い
、
義
家
は
陣
中
に
や
っ
て
き
た
弟
義
光
と
対
面
し
、
家
族
や
年
老
い
た
家

来
と
別
れ
て
出
陣
し
、
奇
襲
へ
の
対
応
を
指
揮
し
、
武
士
の
死
闘
を
眺
望
し
、

身
を
庇
う
仮
屋
を
焼
き
払
っ
て
捨
て
身
の
城
攻
め
を
命
令
し
、
宿
敵
を
尋
問

し
、
殊
勲
を
立
て
た
無
名
の
武
士
を
賞
揚
す
る
。
彼
は
、
あ
る
時
は
行
動
の
渦

中
に
身
を
置
き
、
あ
る
時
は
遠
く
か
ら
物
事
の
展
開
を
見
守
り
、
情
勢
に
変
化

を
与
え
、
物
語
全
体
の
流
れ
を
推
し
進
め
る
。
た
と
え
場
面
に
そ
の
姿
が
登
場

し
な
く
て
も
、
そ
こ
に
義
家
は
し
っ
か
り
と
影
を
落
と
し
て
い
る
。

　

言
葉
の
叙
述
は
、
単
純
な
行
動
に
止
ま
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
絵
巻
の

画
面
か
ら
は
、
豊
富
な
「
修
飾
語
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
一

つ
の
行
動
に
か
か
わ
る
時
と
場
と
人
間
で
あ
り
、
あ
る
い
は
人
間
と
人
間
、
事

件
と
事
件
と
の
相
互
関
係
で
あ
る
。
主
述
の
関
係
は
明
快
だ
っ
た
り
、
入
り
組

ん
で
い
た
り
し
て
、
一
つ
の
行
動
を
取
り
巻
く
要
素
は
、
限
り
な
く
広
が
っ
て

い
る
。

２
、
時
間
の
構
成

　

絵
巻
に
お
け
る
絵
画
表
現
の
精
髄
は
、
そ
の
時
間
表
現
に
あ
る
。
一
つ
の
表

現
媒
体
と
し
て
の
最
大
の
特
徴
、
絵
巻
が
絵
巻
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
す
べ
て
そ

れ
が
如
何
に
し
て
時
間
を
表
す
か
に
集
約
さ
れ
る
。
時
が
流
れ
る
物
語
を
伝
え

る
こ
と
は
絵
巻
の
原
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
絵
巻
の
絵
は
、
あ
く
ま
で
も

限
ら
れ
た
空
間
に
描
か
れ
た
静
止
の
画
像
で
あ
る
。
動
的
な
時
間
と
静
的
な
画

面
と
の
両
者
は
根
本
的
な
矛
盾
を
孕
ん
で
お
り
、
そ
の
超
越
こ
そ
が
、
絵
巻
の

表
現
と
し
て
の
指
標
な
の
だ
。

動
き
の
一
瞬

　

絵
が
静
止
す
る
媒
体
で
あ
る
以
上
、
絵
に
描
か
れ
た
人
間
の
行
動
は
、
つ
ね

に
あ
る
一
瞬
の
動
き
で
し
か
な
い
。
行
動
の
内
容
に
よ
り
、
そ
れ
は
緩
い
動

作
、
ひ
い
て
は
静
止
し
た
ポ
ー
ズ
の
中
の
一
瞬
で
あ
り
、
あ
る
い
は
激
し
く
動

き
ま
わ
り
、
瞬
時
に
変
化
す
る
行
動
の
中
の
一
瞬
で
あ
る
。

　
「
後
三
年
」
に
お
い
て
、
前
者
の
、
静
止
の
中
の
一
瞬
を
描
く
実
例
は
見
つ

け
出
す
こ
と
が
難
し
い
く
ら
い
少
な
い
。
敢
え
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
戦
場
へ

赴
く
義
家
を
見
送
る
家
族
（
上
巻
第
三
段
）、
激
闘
の
前
に
睨
み
合
う
武
士
（
中

巻
第
一
段
）、
戦
場
か
ら
送
り
返
す
品
物
を
見
つ
め
続
け
る
武
士
（
中
巻
第
五

段
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
一
方
で
は
、
後
者
の
、
激
し
い
動
き
の
中
の
一

瞬
と
い
う
構
図
は
は
る
か
に
多
い
。
人
が
走
っ
た
り
、
飛
び
跳
ね
た
り
、
馬
を

馳
せ
た
り
す
る
よ
う
な
行
動
を
は
じ
め
、
太
刀
が
振
り
落
と
さ
れ
て
血
が
噴
き

出
し
、
矢
に
当
た
り
馬
か
ら
落
ち
か
か
る
と
い
っ
た
よ
う
な
場
面
は
枚
挙
に
遑

が
な
い
。
そ
の
ど
れ
も
が
そ
れ
以
上
続
く
は
ず
は
な
く
、
一
目
で
そ
れ
が
激
し

い
動
き
の
中
の
一
瞬
だ
と
分
か
る
よ
う
な
、
き
わ
め
て
強
調
さ
れ
た
構
図
で
描



絵巻の文法序説

17

か
れ
、
注
意
深
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

絵
画
に
お
い
て
、
連
続
す
る
動
作
の
中
か
ら
特
定
の
一
瞬
を
切
り
取
り
、
行

動
す
る
人
間
の
力
や
思
い
を
凝
縮
し
た
形
で
描
き
出
す
。
そ
れ
は
見
る
人
の
感

性
に
訴
え
、
表
現
と
し
て
力
強
く
印
象
深
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
瞬

を
切
り
取
っ
た
構
図
は
、
物
語
の
時
間
を
表
現
す
る
う
え
で
一
番
有
効
で
あ
る
。

　

末
割
惟
弘
の
死
の
場
面
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
よ
う
（
図
１
）。
惟
弘
の
体

は
い
つ
の
間
に
か
仰
向
け
に
ひ
っ
く
り
返
っ
て
後
ろ
に
向
き
、
頭
が
馬
の
そ
れ

と
並
行
し
、
左
足
が
天
へ
と
差
し
伸
べ
ら
れ
て
す
で
に
鞍
を
越
え
よ
う
と
し
て

い
る
。
こ
の
姿
勢
は
つ
ぎ
の

瞬
間
ま
で
続
く
は
ず
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
読
者
は
こ

の
瞬
間
を
起
点
と
し
て
、
そ

の
前
後
の
様
子
を
想
像
で
補

う
。
後
ろ
向
き
の
体
は
、
す

で
に
鞍
の
上
で
半
転
し
た
こ

と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
力
を

失
っ
た
左
足
は
、
す
で
に
一

度
鞍
の
上
を
越
え
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ぎ
の
瞬

間
に
は
、
体
全
体
が
馬
か
ら

離
れ
、
地
面
に
叩
き
つ
け
ら

れ
、
馬
は
前
方
へ
走
り
さ
る
。
す
な
わ
ち
瞬
間
の
描
写
は
読
者
の
想
像
を
刺
激

し
、
そ
れ
が
強
烈
な
ほ
ど
、
そ
の
前
後
の
時
間
の
経
過
が
読
者
の
意
識
の
中
で

想
像
さ
れ
る
。
静
止
の
画
面
を
用
い
て
時
間
の
展
開
を
表
現
す
る
と
い
う
絵
巻

の
根
本
的
な
命
題
に
、
こ
の
構
図
は
一
つ
の
答
え
を
出
し
て
い
る
。
瞬
間
を
切

り
取
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
最
少
の
絵
画
の
空
間
に
お
い
て
、
最
長
の
時
間
の
経

過
を
読
者
に
植
え
付
け
る
方
法
な
の
で
あ
る
。

異
時
同
図

　

絵
巻
に
は
も
う
一
つ
、
上
記
の
瞬
間
表
現
の
原
理
に
立
脚
し
つ
つ
、
効
果
的

な
時
間
表
現
を
す
る
特
殊
な
構
図
法
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
異
時
同
図
」
と
呼

ぶ
。
そ
れ
は
一
つ
の
背
景
に
お
い
て
、
同
じ
人
間
の
動
き
を
数
回
に
分
け
て
描

き
こ
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
姿
は
、
一
連
の
行
動
に
お
け
る
特

定
の
時
間
に
対
応
し
、
固
定
し
た
背
景
に
対
す
る
異
な
る
姿
は
、
そ
の
ま
ま
時

間
の
展
開
を
具
体
的
に
伝
え
る
。
一
つ
の
背
景
に
同
じ
人
間
の
姿
が
繰
り
返
し

静
止
し
た
形
で
存
在
す
る
こ
と
は
、
現
実
の
世
界
で
は
あ
り
え
ず
、
こ
の
構
図

は
あ
く
ま
で
も
ユ
ニ
ー
ク
で
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
表
現
の
原
理
を
知
れ

ば
、
物
語
時
間
の
追
体
験
は
可
能
で
、
分
か
り
や
す
い
。

　
「
後
三
年
」
に
お
い
て
、
異
時
同
図
の
構
図
は
四
例
ほ
ど
確
認
で
き
る
。
そ

の
一
番
目
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
中
巻
第
二
段
に
描
か
れ
た
、
亀
次

と
鬼
武
が
演
じ
た
死
闘
の
結
末
の
場
面
で
あ
る
。
事
の
経
緯
は
、
そ
の
前
の
段

の
詞
書
に
お
い
て
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
亀
次
が
投
刀

図 1　『後三年合戦絵詞』中巻第二段より
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の
さ
き
、
し
き
り
に
あ
が
る
や
う

に
見
ゆ
る
ほ
ど
に
、
亀
次
が
頭
、

冑
き
な
が
ら
、
鬼
武
が
な
ぎ
な
た

の
さ
き
に
か
ゝ
り
て
お
ち
ぬ
」

と
、
亀
次
の
死
に
よ
っ
て
勝
負
が

つ
い
た
。
絵
を
見
る
と
、
人
物
の

服
装
な
ど
か
ら
鬼
武
の
姿
は
簡
単

に
確
か
め
ら
れ
、
そ
れ
が
二
度
現

れ
て
い
る
（
図
２
）。
兜
が
無
造

作
に
捨
て
ら
れ
て
、
首
の
な
い
亀

次
の
死
体
か
ら
す
こ
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
両
手
で
討
ち
取
っ
た
首
を
抱
え
、

嬉
々
と
し
た
顔
つ
き
で
走
り
去
る
鬼
武
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
は
き
っ
と

兜
ご
と
切
り
取
っ
た
亀
次
の
首
を
手
早
く
取
り
上
げ
、
兜
を
解
い
て
地
面
に
捨

て
た
に
違
い
な
い
。
鬼
武
が
走
り
去
る
先
に
、
す
で
に
馬
に
乗
っ
た
鬼
武
の
姿

が
あ
り
、
鷹
揚
と
し
た
姿
勢
で
掲
げ
た
長
刀
に
は
、
討
ち
取
っ
た
首
が
し
っ
か

り
と
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
繰
り
返
し
登
場
す
る
鬼
武
の
様
子
は
、
彼
の
一
連
の

行
動
を
鮮
や
か
に
活
写
し
て
い
る
。

　

こ
の
画
面
の
他
に
、
武
衡
の
陣
中
で
は
、
降
伏
を
断
る
季
方
の
姿
を
退
出
と

対
面
と
の
二
つ
の
状
況
に
分
け
て
並
べ
（
中
巻
第
四
段
）、
武
衡
の
最
期
の
場
面

で
は
、
尋
問
と
連
れ
出
し
と
斬
首
の
三
つ
の
動
き
に
分
け
て
配
置
し
、
千
任
折

檻
の
場
面
で
は
、
舌
を
切
る
と
こ
ろ
と
、
木
の
枝
に
吊
る
す
と
こ
ろ
を
連
続
し

て
描
い
て
い
る
（
と
も
に
下
巻
第
三
段
）
な
ど
、
い
ず
れ
も
典
型
的
な
異
時
同

図
の
構
図
を
用
い
て
い
る
。

　
「
異
時
同
図
」
は
、
絵
巻
表
現
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
論
考
の
中
で
も
っ
と

も
多
く
考
察
さ
れ
て
き
た
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
構
図
に
つ
い
て
の
考
察

は
、
お
よ
そ
絵
巻
が
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
当
初
か
ら
行
わ（

5
）れ、

さ
ら
に
そ
の

論
点
を
よ
り
深
め
て
、
背
景
と
複
数
に
描
き
分
け
ら
れ
た
人
物
（
前
者
を

「
景
」、
後
者
を
「
場
面
」
と
呼
ぶ
）
を
分
離
し
て
、
構
成
要
素
と
両
者
の
相
互
関

係
を
よ
り
詳
し
く
捉
え
る
試
み
も
行
わ
れ（

6
）た。

し
か
も
そ
れ
が
絵
巻
の
特
徴
的

な
表
現
で
あ
る
と
し
て
、
中
国
の
絵
巻
を
考
察
す
る
時
に
お
い
て
さ
え
、
一
つ

の
物
差
し
と
し
て
応
用
さ
れ（

7
）た。

　

構
図
法
と
し
て
の
「
異
時
同
図
」
は
、
絵
画
の
瞬
間
表
現
を
極
端
な
ま
で
に

応
用
し
た
手
法
と
言
え
よ
う
。
物
語
を
伝
え
る
た
め
に
、
こ
の
構
図
法
は
効
果

的
で
、
読
者
に
伝
わ
り
や
す
い
。
た
だ
し
、「
異
時
同
図
」
は
あ
く
ま
で
も
絵

画
表
現
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
特
徴
的
で
は
あ
っ
て
も
、
実
際
の
使
用
例
は

む
し
ろ
数
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

複
眼
の
視
点

　
「
異
時
同
図
」
が
絵
巻
の
瞬
間
描
写
を
め
ぐ
る
極
端
な
応
用
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
同
じ
く
限
ら
れ
た
空
間
に
お
け
る
時
間
表
現
を
目
標
と
し
て
、
瞬
間
描
写

へ
の
反
省
、
ひ
い
て
は
反
動
に
由
来
す
る
複
眼
視
点
の
構
図
が
あ
る
。
そ
の
構

成
の
原
理
は
、「
単
一
固
定
視
点
」
の
不
在
、
あ
る
い
は
意
図
的
な
排
除
で
あ

図 2　『後三年合戦絵詞』中巻第二段より
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り
、
絵
巻
構
図
の
一
つ
の
基
本
的
な
特
徴
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
（
8
）る。

す
な
わ

ち
、
一
つ
の
画
面
を
構
成
す
る
人
物
な
ど
は
具
体
的
な
行
動
の
瞬
間
に
い
る

が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
瞬
間
の
集
積
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
画
面
全
体
は
一

つ
の
特
定
の
瞬
間
に
対
応
し
な
い
。
複
数
の
時
間
が
集
め
ら
れ
、
慎
重
に
組
み

合
わ
せ
ら
れ
る
中
で
、
絵
は
物
語
時
間
の
展
開
を
表
現
す
る
。
言
う
ま
で
も
な

く
「
異
時
同
図
」
の
構
図
は
、
一
般
論
と
し
て
す
べ
て
違
う
瞬
間
を
よ
せ
集
め

た
も
の
で
、
複
数
の
視
点
を
鑑
賞
の
前
提
と
す
る
。
だ
が
、
同
じ
人
間
の
反
復

出
現
で
は
な
く
、
複
数
人
物
に
よ
る
違
う
行
動
の
複
合
と
な
れ
ば
、
構
図
に
は

お
の
ず
か
ら
違
う
意
味
合
い
が
生
ま
れ
て
く
る
。

　

一
つ
の
具
体
例
を
武
衡
落
城
前
夜
の
画
面
か
ら
見
て
み
よ
う
（
下
巻
第
一

段
）。
城
を
囲
む
兵
士
た
ち
の
力
が
尽
き
よ
う
と
し
た
夜
、
義
家
は
寒
さ
を
凌

ぐ
仮
屋
を
焼
き
払
う
命
令
を
出
し
た
。
詞
書
は
そ
の
様
子
を
「
人
あ
や
し
く
お

も
へ
ど
も
、
将
軍
の
を
き
て
の
ま
ゝ
に
、
か
り
や
ど
も
に
火
を
つ
け
て
、
お
の

〳
〵
手
を
あ
ぶ
る
（
略
）」
と
記
す
。
こ
れ
を
伝
え
て
、
絵
は
三
つ
の
行
動
を

一
つ
の
画
面
に
描
き
こ
ん
で
い
る
。
指
差
し
の
身
振
り
で
義
家
の
指
示
を
伝
え

る
人
、
力
ず
く
で
仮
屋
を
壊
す
人
、
そ
し
て
火
を
囲
ん
で
暖
を
取
る
大
勢
の

人
々
で
あ
る
。
三
つ
の
行
動
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
内
容
と
時
間
の
流
れ
を
持
ち
、

明
ら
か
に
同
じ
瞬
間
に
同
時
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
特
定
の
時

間
を
表
現
す
る
も
の
で
な
い
こ
の
画
面
は
、
そ
の
全
体
を
も
っ
て
激
戦
前
夜
と

い
う
、
緊
張
の
中
で
ひ
た
ひ
た
と
流
れ
る
時
間
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

単
一
固
定
視
点
を
志
向
せ
ず
、
複
眼
の
視
点
を
求
め
よ
う
と
す
る
絵
巻
の
こ

の
構
図
は
、
影
を
描
か
な
い
こ
と
を
特
徴
と
す
る
東
洋
の
絵
画
と
根
底
に
お
い

て
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
、
超
越
し
た
鑑
賞
の
視
線
を
見

る
人
が
会
得
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
複
眼

の
視
点
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
西
洋
の
絵
画
や
写
真
な
ど
に
な
れ
親
し
ん
だ
現

代
の
鑑
賞
者
の
た
め
に
必
要
な
解
説
で
あ
る
と
付
け
加
え
た
い
。

３
、
空
間
の
様
相

　

叙
事
す
る
絵
は
、
空
間
描
写
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
事
や
事

件
を
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
周
り
の
描
写
は
ま
ず
避
け
ら
れ
な
い
。
言

葉
で
記
さ
れ
た
も
の
に
較
べ
て
、
描
か
れ
た
空
間
は
は
る
か
に
即
物
的
で
、
言

葉
で
は
及
ば
な
い
、
あ
る
い
は
文
章
で
は
一
々
書
き
込
む
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
を
含
み
、
情
報
量
が
多
い
。
そ
の
見
地
か
ら
、
絵
巻
に
お
け
る
空
間
描
写
は

お
よ
そ
二
つ
の
極
端
な
様
相
を
呈
す
る
。

饒
舌
な
空
間

　

一
枚
の
絵
に
描
か
れ
た
物
理
的
な
空
間
は
、
多
く
の
場
合
、
言
葉
で
は
十
分

に
伝
え
き
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
言
葉
と
画
像
と
い
う
記
録
媒
体
は
、
互

い
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
要
素
を
本
質
的
に
持
つ
。
こ
れ
に
加
え
て
、
絵
巻
に

描
か
れ
た
空
間
は
時
に
物
語
か
ら
溢
れ
、
詞
書
が
伝
え
る
も
の
以
上
に
、
饒
舌

な
ほ
ど
に
物
語
の
世
界
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
。

　
「
後
三
年
」
に
み
る
そ
の
一
番
明
ら
か
な
例
は
、
上
巻
第
三
段
だ
ろ
う
。
こ
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の
段
は
義
家
の
武
衡
征
討
へ
の
出
陣
を
描
く
。
詞
書
は
事
の
経
緯
を
述
べ
て
、

と
り
わ
け
義
家
と
年
老
い
た
光
任
と
の
別
れ
を
伝
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

段
の
絵
は
、
右
か
ら
ほ
ぼ
半
分
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
、
詞
書
が
一
言
も
触
れ

て
い
な
い
国
府
に
あ
る
義
家
の
棲
家
の
様
子
を
描
く
。
棲
家
の
描
写
の
半
分
は

広
大
な
庭
で
あ
る
。
滝
水
が
広
々
と
し
た
池
に
注
ぎ
、
水
辺
に
は
青
々
と
し
た

葦
が
生
え
、
岸
に
は
雉
や
鴛
鴦
が
長
閑
に
休
息
し
、
岸
辺
に
は
無
人
の
小
舟
ま

で
停
泊
し
て
い
る
。
優
雅
な
回
廊
は
さ
ら
に
贅
を
尽
く
し
た
建
物
の
中
へ
と
続

く
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
空
間
は
物
語
の
展
開
と
関
係
な
く
、
そ
の
内
容
に

も
叙
述
的
な
必
然
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
描
写
は
き
わ
め

て
具
体
的
で
、
空
間
は
異
様
な
ぐ
ら
い
充
満
し
、
強
く
存
在
を
主
張
し
て
い

る
。

　

文
字
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
物
語
か
ら
溢
れ
出
た
空
間
が
、
絵
巻
の
表
現
を
よ

り
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
る
。

　

空
白
の
空
間

　

右
記
と
は
逆
に
、
空
間
の
物
理
的
な
要
素
を
い
っ
さ
い
描
か
な
い
構
図
も
あ

る
。
い
わ
ば
空
間
描
写
の
放
棄
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
空
間
の
不
在
、
あ
る
い

は
抽
象
化
さ
れ
、
人
意
的
に
作
り
出
さ
れ
た
空
っ
ぽ
の
空
間
は
、
も
う
一
つ
の

極
端
な
表
現
の
様
相
を
見
せ
る
。

　
「
後
三
年
」
で
の
そ
の
画
像
例
は
、
先
に
触
れ
た
下
巻
第
三
段
、
武
衡
の
処

刑
の
場
面
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
落
城
の
後
、
武
衡
は
生
け
捕
ら
れ

て
、
義
家
の
前
に
引
き
連
れ
出
さ

れ
る
。
詞
書
は
義
家
の
尋
問
、
武

衡
の
求
命
、
そ
れ
に
同
情
す
る
義

光
へ
の
義
家
の
説
教
、
そ
し
て
武

衡
の
処
刑
を
記
す
。
以
上
の
展
開

に
対
し
て
、
絵
は
跪
く
武
衡
、

引
っ
張
ら
れ
る
武
衡
、
そ
し
て
正

座
し
て
首
を
斬
ら
れ
る
武
衡
を
、

「
異
時
同
図
」
で
描
く
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
こ
に
は
常
識
的
に
期

待
さ
れ
る
よ
う
な
背
景
は
何
も
描

か
れ
て
い
な
い
（
図
３
）。
樹
木

も
山
道
も
な
け
れ
ば
、
壊
さ
れ
た

城
も
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ
義
家

を
中
心
と
す
る
颯
爽
と
し
た
一
群

の
武
士
だ
け
で
あ
る
。
彼
ら
は
馬

に
乗
っ
た
ま
ま
精
神
を
高
揚
さ

せ
、
巧
み
に
描
き
分
け
ら
れ
た
そ

れ
ぞ
れ
の
視
線
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
姿
勢
の
武
衡
に
注
が
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
武
士
の
群
像
が
り
っ
ぱ
な
風
景
と
な
り
、
こ
の
場
の
空
間
を
形
成
し
て
い

る
。

図 3　『後三年合戦絵詞』下巻第三段より
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こ
こ
ま
で
演
出
さ
れ
た
景
観
空
間
の
空
白
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
絵
画
表
現

に
お
け
る
意
図
的
な
演
出
で
あ
る
。
あ
る
べ
き
も
の
を
ほ
ぼ
ゼ
ロ
ま
で
削
っ
た

結
果
、
そ
れ
が
逆
に
言
葉
に
よ
る
説
明
を
誘
う
。
試
し
に
言
葉
を
も
っ
て
こ
の

空
間
を
埋
め
て
い
け
ば
、
い
く
ら
で
も
説
明
が
可
能
で
あ
る
。
饒
舌
と
空
白

は
、
絵
巻
の
空
間
に
お
い
て
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
。

４
、
絵
画
時
空
の
完
成

　

絵
巻
の
絵
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
一

番
大
事
な
の
は
、
読
者
と
の
交
流
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
絵
を
観
る
者
の
視

線
の
誘
導
で
あ
る
。
巧
み
に
操
ら
れ
た
観
者
の
参
加
に
よ
り
、
絵
画
の
時
空
が

統
一
さ
れ
、
表
現
が
完
成
さ
れ
る
。

同
図
多
義

　

絵
巻
に
描
か
れ
た
行
動
は
、
必
ず
し
も
一
つ
の
特
定
の
時
間
に
対
応
し
な

い
。
そ
の
場
合
、
絵
師
は
そ
の
姿
が
特
定
の
、
排
他
的
な
時
間
に
対
応
し
な
い

よ
う
に
注
意
深
く
仕
掛
け
を
仕
込
む
。
こ
れ
を
絵
巻
の
表
現
原
理
の
一
つ
と
し

て
、
仮
に
「
同
図
多
義
」
と
呼
ぶ
。
観
者
は
仕
掛
け
ら
れ
た
視
線
の
軌
道
に

沿
っ
て
一
つ
の
内
容
を
眺
め
て
次
へ
と
視
線
を
移
動
さ
せ
、
再
び
前
の
内
容
に

戻
っ
て
く
る
。
そ
の
度
ご
と
に
、
同
じ
絵
が
違
う
意
味
合
い
を
見
せ
る
の
で
あ

る
。

　
「
後
三
年
」
下
巻
第
四
段
を
例
に
具
体
的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。
次
任
と
い

う
下
級
武
士
が
落
城
か
ら
逃
げ
出
し
た
家
衡
を
射
殺
し
、
そ
の
首
を
刎
ね
た
。

こ
の
段
の
詞
書
は
以
上
の
経
緯
を
簡
潔
に
記
し
た
う
え
、
家
衡
の
首
を
献
上
し

た
次
任
と
義
家
の
会
話
を
テ
ン
ポ
良
い
文
章
で
活
写
し
て
い
る
。
声
高
な
名
告

り
、
義
家
の
質
問
、
次
任
の
家
人
の
応
酬
、
そ
し
て
家
人
が
用
い
る
方
言
の
解

釈
な
ど
、
豊
か
な
声
が
飛
び
交
い
、
こ
だ
ま
す
る
空
間
は
、
そ
の
ま
ま
舞
台
劇

の
一
コ
マ
で
あ
る
。
こ
の
段
の
絵
は
家
衡
の
首
を
掲
げ
た
家
人
、
次
任
、
義
家

を
右
か
ら
左
へ
横
一
列
に
描
く
（
図
４
）。
観
者
は
詞
書
に
記
さ
れ
た
会
話
の

掛
け
合
い
を
想
起
し
な
が
ら
、
そ
の
発
話
者
の
姿
を
眺
め
て
い
く
。
ど
の
人
物

に
つ
い
て
も
観
者
の
視
線
の
移
動
は
一

度
で
は
済
ま
な
い
。
一
番
左
に
い
る
義

家
を
見
れ
ば
、
彼
の
姿
勢
や
表
情
に
導

か
れ
て
、
自
然
に
視
線
を
右
に
戻
し
、

次
任
と
家
人
を
見
比
べ
る
。
そ
し
て
会

話
を
反
芻
し
な
が
ら
視
線
を
運
ぶ
都

度
、
人
物
は
ま
る
で
違
う
表
情
を
見
せ

る
。
義
家
は
、
詞
書
に
書
か
れ
て
い
る

よ
う
に
、
耳
を
疑
う
ほ
ど
に
驚
き
、
武

士
の
名
前
を
繰
り
返
し
訊
ね
る
ほ
ど
に

喜
び
、
最
上
の
褒
賞
を
与
え
て
満
悦
を

表
現
し
、
敵
の
首
を
見
つ
め
て
勝
利
を

実
感
す
る
。
対
し
て
次
任
は
、
畏
敬
と

図 4　『後三年合戦絵詞』下巻第四段より
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誇
り
と
自
負
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
全
身
に
滲
ま
せ
る
。

　

次
任
褒
賞
の
段
に
お
い
て
絵
師
が
と
り
わ
け
注
意
深
く
描
い
た
の
は
、
三
人

の
主
人
公
そ
れ
ぞ
れ
の
豊
か
で
多
重
に
読
み
取
れ
る
顔
の
表
情
で
あ
る
。
こ
の

他
に
、「
同
図
多
義
」
の
構
図
で
は
誤
解
を
恐
れ
な
い
曖
昧
な
ア
イ
テ
ム
、
矛

盾
し
た
状
況
設
定
な
ど
も
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
計
算
し
尽
く
さ

れ
た
構
図
は
読
者
の
視
線
を
操
作
し
、
物
語
を
体
験
さ
せ
る
。「
同
図
多
義
」

の
構
図
は
、
一
つ
の
画
像
を
特
定
の
排
他
的
な
時
間
で
は
な
く
、
む
し
ろ
複
数

の
時
間
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
絵
画
表
現
を
実
現
さ
せ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

異
次
元
の
時
空

　

絵
巻
の
絵
は
、
ま
ず
は
も
ち
ろ
ん
物
語
を
伝
え
る
た
め
に
構
想
さ
れ
る
。
た

だ
、
一
部
の
絵
は
、
現
在
進
行
の
物
語
を
表
す
と
同
時
に
、
物
語
の
内
容
と
は

関
係
の
な
い
別
個
の
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

そ
の
具
体
例
を
、「
後
三
年
」
中
巻
第
五
段
に
見
て
み
よ
う
。
終
わ
り
の
見

え
な
い
城
攻
め
は
、
義
家
の
軍
勢
に
と
っ
て
も
苦
し
い
試
練
だ
っ
た
。
冬
の
到

来
を
目
前
に
し
て
、
戦
場
の
武
士
た
ち
は
国
府
に
残
し
た
家
族
の
こ
と
を
心
配

し
、
手
紙
を
送
る
。
こ
の
段
の
絵
は
ゆ
っ
た
り
し
た
ス
ペ
ー
ス
に
、
武
士
た
ち

が
手
紙
を
書
き
、
そ
れ
を
差
し
出
す
様
子
を
描
い
て
い
る
（
図
５
）。
正
面
を

向
い
た
武
士
は
、
目
の
前
に
紙
と
封
と
硯
と
墨
を
整
然
と
揃
え
て
、
左
手
で
紙

を
持
ち
上
げ
、
右
手
で
勢
い
よ
く
筆
を
走
ら
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
の
向
か

い
に
座
る
別
の
一
群
の
武
士
た
ち
は
、

そ
れ
ぞ
れ
す
こ
し
ず
つ
異
な
る
行
動
を

取
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
封
を
付
け
、

あ
る
い
は
文
を
書
き
、
あ
る
い
は
手
紙

を
差
し
出
し
て
い
る
。
配
達
を
受
け
持

つ
男
は
乗
り
馬
を
す
ぐ
そ
ば
に
立
た
せ

て
い
る
。
一
人
ひ
と
り
の
武
士
た
ち
は

あ
く
ま
で
も
手
紙
を
書
く
と
い
う
同
じ

行
為
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

一
方
で
は
、
丁
寧
に
こ
の
絵
を
読
め
ば
、
物
語
の
内
容
で
あ
る
「
武
士
が
家

族
に
手
紙
を
出
す
」
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
手
紙
を
書
く
と
い
う
行
動
を
め
ぐ

る
集
合
的
な
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
す
な
わ
ち
中
世
の

「
書
札
礼
」
で
あ
る
。
手
紙
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
そ
れ
は

ど
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
形
に
纏
め
ら
れ
、
だ
れ
に
託
さ
れ
る
の

か
と
い
う
、
手
紙
に
関
わ
る
社
会
生
活
の
具
体
像
が
こ
こ
で
は
丁
寧
に
絵
画
化

さ
れ
て
い
る
の
で
あ（

9
）る。

　

お
な
じ
よ
う
な
構
図
の
原
理
で
説
明
で
き
る
も
の
に
、
上
巻
第
二
段
の
「
料

理
の
作
り
方
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
刺
身
料
理
を
出
す
ま
で
の
過
程
、
魚
や
雉

を
下
ろ
し
、
盛
り
付
け
を
し
、
座
敷
に
出
す
と
い
う
一
連
の
行
為
が
順
番
に
描

き
出
さ
れ
て
い
る
。

図 5　『後三年合戦絵詞』中巻第五段より
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物
語
の
進
行
と
並
行
し
て
、
別
の
隠
さ
れ
た
テ
ー
マ
を
持
ち
込
み
、
あ
る
特

定
の
行
動
の
プ
ロ
セ
ス
を
一
続
き
に
絵
画
化
し
て
描
く
。
こ
こ
に
物
語
の
展
開

と
は
関
係
し
な
い
も
う
一
つ
の
時
間
軸
が
敷
か
れ
、
ま
さ
に
異
次
元
の
空
間
が

展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
語
彙
―
―
繰
り
返
し
応
用
さ
れ
る
構
成
要
素

　

言
語
の
文
法
が
取
り
扱
う
最
少
の
単
位
は
単
語
語
彙
で
あ
る
。
そ
れ
に
倣
っ

て
、
こ
こ
で
は
絵
巻
に
お
け
る
「
語
彙
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
絵
巻
に
お
け
る

語
彙
は
、
繰
り
返
し
応
用
さ
れ
る
構
成
要
素
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
は
物

語
の
内
容
に
限
定
さ
れ
た
関
係
を
も
つ
だ
け
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
選
ば

れ
、
表
現
の
原
理
に
沿
っ
て
応
用
さ
れ
、
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
物
語
伝
達
に
寄

与
す（

10
）る。

　

絵
巻
の
語
彙
を
集
め
れ
ば
膨
大
な
リ
ス
ト
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
わ
ず
か
数

例
の
代
表
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
る
に
止
ま
る
。

１
、
雲
や
木
の
役
割

　

物
語
に
は
、
雲
や
樹
木
や
山
が
存
在
す
る
。
だ
が
絵
巻
に
お
け
る
そ
れ
ら

は
、
具
体
的
な
物
語
を
表
す
と
同
時
に
、
画
面
を
分
割
し
た
り
画
像
配
置
の
ス

ペ
ー
ス
を
調
整
し
た
り
す
る
絵
画
的
な
役
割
を
持
つ
。

　
「
後
三
年
」
全
十
五
段
の
絵
は
、
単
独
の
場
面
の
み
を
描
い
た
も
の
は
な

く
、
す
べ
て
複
数
の
場
面
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
複
数
場
面
が
連
続
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
中
に
は
、
た
と
え
ば
下
巻
第
四

段
で
は
、
家
衡
射
殺
と
家
衡
の
首
献
上
の
場
面
の
間
に
、
次
任
主
従
が
道
中
を

急
ぐ
場
面
を
織
り
交
ぜ
て
、
場
面
を
巧
み
に
転
換
す
る
工
夫
も
見
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
雲
や
樹
木
を
画
面
分
割
に
用
い
た
例
も
あ
る
。
た
だ
そ
の

よ
う
な
用
例
は
限
ら
れ
て
い
て
、
い
っ
そ
う
意
図
的
な
創
作
に
見
え
る
。
上
巻

第
二
段
で
は
、
激
戦
の
地
を
挟
ん
で
義
家
と
武
衡
の
そ
れ
ぞ
れ
の
陣
中
が
描
か

れ
て
い
る
が
、
三
つ
の
場
面
を
分
け
る
た
め
に
、
前
者
に
は
山
、
後
者
に
は
雲

を
用
い
て
い
る
。
同
じ
く
下
巻
第
五
段
に
見
る
室
内
と
野
外
と
い
う
二
つ
の
場

面
は
、
雲
と
山
に
よ
っ
て
繋
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

巻
物
と
い
う
物
理
的
な
制
限
も
関
係
す
る
だ
ろ
う
が
、
絵
巻
の
場
面
分
割
は

左
右
の
展
開
に
止
ま
る
。
神
仏
の
来
迎
（「
後
三
年
」
に
は
な
い
）
を
場
面
上
部

の
祥
雲
の
中
に
描
く
よ
う
な
特
別
な
構
図
を
除
い
て
、
画
面
を
小
さ
く
複
数
に

分
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

２
、
服
装
と
仕
種

　

絵
巻
に
描
か
れ
た
人
物
が
身
に
纏
う
服
装
と
そ
の
仕
種
は
、
そ
の
人
物
を
特

定
す
る
の
に
大
事
な
要
素
で
あ
り
、
他
の
人
物
と
区
別
す
る
た
め
に
、
ま
ず
頼

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
作
品
に
お
い
て
、
特
定
の
人
物
に
つ
ね
に
同
じ

服
装
を
身
に
着
け
さ
せ
て
描
く
と
い
う
よ
く
見
ら
れ
る
手
法
も
、
同
じ
理
由
に

よ
る
。

　
「
後
三
年
」
に
お
い
て
、
服
装
の
描
写
で
ひ
と
際
異
彩
を
放
っ
て
い
る
の
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は
、
義
家
の
出
陣
を
見
送
る
貴
女
の
姿
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
鎧
兜
で
身
を
固
め
た
男

た
ち
の
姿
や
血
が
飛
び
散
る
戦
場
の
場
面

が
圧
倒
的
に
多
い
こ
の
絵
巻
の
中
で
、
と

り
わ
け
目
立
つ
。
室
内
に
止
ま
り
咽
び
入

る
声
を
袖
で
押
さ
え
る
女
性
は
、
贅
を
尽

く
し
た
十
二
単
の
晴
れ
衣
裳
を
身
に
纏
っ

て
い
る
。
地
方
の
将
軍
の
妻
と
し
て
の
身

分
、
あ
る
い
は
夫
の
出
陣
を
送
別
す
る
と

い
う
設
定
に
果
た
し
て
相
応
し
い
か
ど
う

か
は
、
さ
ほ
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
構
図

で
あ
る
（
図
６
）。

　

絵
巻
に
描
か
れ
る
人
物
の
身
な
り
は
、
そ
の
人
の
社
会
的
地
位
や
身
分
を
表

す
こ
と
を
優
先
し
、
簡
単
に
識
別
で
き
る
こ
と
を
最
大
の
目
標
と
す
る
。
そ
の

た
め
、
服
装
は
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
の
平
均
化
さ
れ
た
も
の
に
な
る
傾
向
が

避
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
時
に
は
極
端
で
、
た
と
え
物
語
の
状
況
に
そ
ぐ
わ
な

い
と
し
て
も
構
わ
な
い
。
観
る
人
に
、
登
場
人
物
に
関
す
る
情
報
を
分
か
り
や

す
く
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

３
、
画
中
の
視
線

　

物
語
の
中
心
を
占
め
る
人
物
た
ち
は
、
互
い
に
や
り
と
り
を
し
、
目
を
合
わ

せ
る
。
ま
た
そ
の
周
辺
に
お
い
て
も
、
登
場
人
物
は
視
線
を
交
差
さ
せ
た
り
、

遠
く
へ
目
を
向
け
た
り
す
る
。
と
り
わ
け
場
面
転
換
に
お
い
て
、
人
物
の
視
線

は
次
な
る
展
開
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
登
場
人
物
の
視
線
は
、
物
語
を
構
成
し

な
が
ら
、
観
る
人
の
鑑
賞
を
次
へ
連
れ
て
行
っ
た
り
、
も
と
へ
引
き
戻
し
た
り

し
て
巧
み
に
操
る
。

　
「
後
三
年
」
の
中
で
、
そ
の
よ
う
に
慎
重
に
描
か
れ
た
視
線
は
数
え
き
れ
な

い
。
亀
次
と
鬼
武
の
死
闘
の
場
で
は
、
武
衡
軍
勢
の
中
の
最
後
の
一
人
は
、
大

き
く
目
を
見
開
い
て
反
対
側
に
位
置
す
る
武
士
を
睨
ん
で
い
る
（
中
巻
第
一

段
）。
手
紙
を
書
く
場
面
で
は
、
左
端
に
座
る
武
士
だ
け
が
そ
の
場
の
共
通
し

た
行
動
に
参
加
し
な
い
で
目
を
遠
く
へ
投
げ
か
け
て
お
り
、
そ
の
視
線
の
先
に

は
、
武
士
が
逃
げ
出
す
女
性
や
子
供
を
惨
殺
す
る
場
面
が
広
が
っ
て
い
る
（
中

巻
第
五
段
）。
そ
し
て
絵
巻
全
巻
の
最
後
に
あ
た
る
場
面
の
群
集
の
中
で
は
、

一
人
だ
け
が
身
を
捻
っ
て
視
線
を
反
対
側
に
送
り
、
観
る
人
を
再
び
画
面
の
中

へ
と
連
れ
戻
し
て
い
る
（
下
巻
第
五
段
）。

　

絵
巻
の
中
で
交
差
す
る
視
線
は
、
つ
ね
に
明
瞭
な
意
図
を
含
ん
で
い
る
。
し

た
が
っ
て
画
中
の
視
線
は
、
絵
師
の
構
想
を
探
る
た
め
の
明
白
な
手
が
か
り
と

な
る
。

４
、
指
差
し
の
ポ
ー
ズ

　

人
物
の
視
線
よ
り
さ
ら
に
力
強
い
表
現
は
、
指
差
し
の
ポ
ー
ズ
で
あ
る
。
絵

の
中
の
人
物
は
、
物
語
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
体
全
体
で
指
示
し
、
観
る
人
の
視
線

図 6　『後三年合戦絵詞』上巻第三段より
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を
引
導
す（

11
）る。

　
「
後
三
年
」
に
み
る
指
差
し
の
ポ
ー
ズ
で
は
、
次
の
三
例
が
特
筆
す
べ
き
で

あ
る
。
食
事
も
そ
こ
そ
こ
に
走
り
出
し
、
そ
の
ま
ま
戦
場
に
斃
れ
た
惟
弘
を
馬

上
か
ら
惜
し
む
義
家
（
中
巻
第
二
段
、
図
７
）、
城
か
ら
逃
げ
出
し
た
女
性
・
子

供
を
斬
殺
す
る
よ
う
に
命
じ
る
秀
武
（
中
巻
第
五
段
）、
落
城
前
夜
に
仮
屋
を
焼

き
払
う
と
い
う
将
軍
の
命
令
を
伝
え
る
資
道
（
下
巻
第
一
段
）
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
右
手
を
ま
っ
す
ぐ
水
平
に
伸
ば
し
、
こ
れ
以
上
は
な
い
よ
う
な
精
一
杯
の

姿
勢
で
あ
る
。
指
を
差
す
先
に
は
、
武
士
の
落
馬
、
女
性
の
惨
死
、
あ
る
い
は

壊
さ
れ
た
仮
屋
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
構
図
は
、
観
る
人
の
視
線
を
操
る
役
目
を
果
た
す
が
、
も
し
指
差

し
の
ポ
ー
ズ
が
物
語
の
内
容
か
ら
浮
い
て
い
れ
ば
、
絵
に
破
綻
を
も
た
ら
す
。

し
た
が
っ
て
指
差
し
す
る
人
物
の
周
り
に
は
た
い
て
い
他
の
人
物
が
配
置
さ
れ

る
。
先
の
三
例
に
お
い
て
も
、
三
人
と
も
口
を
大
き
く
開
け
て
声
を
発
し
、
周

り
の
人
々
と
盛
ん
に
や
り
と
り
し
て
い

る
。

５
、
声
高
の
会
話

　

絵
巻
の
中
で
人
物
た
ち
は
し
き
り
に

語
り
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
会
話
は

物
語
の
中
心
に
な
り
、
あ
る
い
は
本
筋

の
物
語
展
開
と
は
無
関
係
に
繰
り
広
げ

ら
れ
る
。
と
り
わ
け
後
者
に
お
い
て
、
会
話
の
描
写
が
い
っ
そ
う
目
立
つ
。

　
「
後
三
年
」
か
ら
二
例
挙
げ
た
い
。
義
家
が
陣
中
に
や
っ
て
き
た
義
光
を
迎

え
て
宴
会
を
催
す
。
陪
席
す
る
横
一
線
に
並
ん
だ
五
人
の
武
士
の
う
ち
、
二
人

が
熱
心
に
話
し
合
っ
て
い
る
（
上
巻
第
二
段
）。
招
か
れ
て
敵
陣
に
入
っ
た
季
方

は
、
退
出
す
る
に
あ
た
り
、
自
分
を
殺
せ
と
挑
発
す
る
。
彼
を
囲
む
武
士
の
中

の
数
人
は
、
こ
れ
ま
た
別
の
会
話
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
（
中
巻
第
四
段
）。
い

ず
れ
の
場
合
も
物
語
の
本
筋
は
中
心
人
物
の
会
話
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
絵

に
お
い
て
は
そ
れ
を
囲
む
人
々
が
、
ま
る
で
そ
れ
を
上
回
る
か
の
よ
う
な
勢
い

で
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
が
間
違
い
な
く
大
き
な
声
で
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
ば
の
数
人
は
そ
の
よ
う
な
会
話
に

注
目
し
、
聞
き
耳
を
立
て
て
い
る
。

　

静
止
し
て
い
る
は
ず
の
画
面
か
ら
声
が
聞
こ
え
る
。
観
る
人
は
そ
れ
を
黙
ら

せ
た
く
な
っ
た
り
、
も
っ
と
聞
き
取
り
た
く
な
っ
た
り
し
て
、
心
が
く
す
ぐ
ら

れ
る
。

四
、
文
型
―
―
物
語
を
演
出
す
る
モ
チ
ー
フ

　

言
葉
に
は
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
る
定
型
の
表
現
が
あ
る
。
単
語
に
分
解
し
て

よ
り
詳
し
く
構
成
を
説
明
す
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
だ
が
、
応
用
の
実
態
に
合

わ
せ
て
文
型
と
い
う
集
合
体
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

絵
巻
に
お
い
て
も
、
集
合
体
と
し
て
の
絵
画
表
現
が
多
い
。
言
語
に
お
け
る

文
型
に
倣
っ
て
、
物
語
に
お
け
る
絵
画
モ
チ
ー
フ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

図 7　『後三年合戦絵詞』中巻第二段
より
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ろ
う
。
次
に
三
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
素
や
表

現
の
特
徴
を
考
え
る
。

１
、
饗
宴

　

絵
巻
に
み
る
饗
宴
の
場
面
は
、
主
に
食
べ
物
、
目
の
前
に
並
べ
ら
れ
た
そ
れ

ら
を
食
べ
る
人
、
そ
の
場
を
切
り
盛
り
す
る
人
、
そ
れ
に
外
部
か
ら
遮
断
さ
れ

た
宴
会
の
空
間
と
い
っ
た
要
素
を
含
む
。
規
模
の
よ
り
大
き
い
宴
会
な
ら
、
食

事
の
場
の
外
に
さ
ら
に
台
所
の
様
子
ま
で
描
き
こ
ま
れ
る
。

　
「
後
三
年
」
で
は
宴
会
の
場
面
が
二
回
描
か
れ
、
と
も
に
上
巻
第
二
段
に
あ

る
。
激
戦
の
修
羅
場
を
挟
ん
で
、
義
家
と
武
衡
の
陣
中
で
そ
れ
ぞ
れ
宴
会
が
繰

り
広
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
上
巻
第
一
段
で
は
、
家
衡
が
武
衡
の
来
訪
を
も
て
な

す
が
、
酒
や
食
べ
物
な
ど
が
縁
側
を
伝
っ
て
運
ば
れ
て
き
た
と
こ
ろ
ま
で
描
か

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
酒
宴
の
様
子
は
描
か
れ
ず
、
幻
の
饗
宴
に
終

わ
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
三
つ
の
ケ
ー
ス
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
の
詞
書

は
い
ず
れ
も
宴
会
の
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。

　

饗
宴
は
絵
巻
に
頻
繁
に
登
場
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
一
方
で
は
、「
後
三

年
」
で
の
使
用
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
表
現
内
容
は
単
な
る
日
常
生

活
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
重
要
な
意
味
合
い
を
も
つ
社
会
活
動
な
の
で
あ
る
。

２
、
対
面

　

絵
巻
に
は
主
客
対
面
の
場
面
が
多
数
描
か
れ
る
。
そ
の
典
型
的
な
構
図
は
、

対
面
す
る
二
人
が
密
室
に
閉
じ
こ
も

り
、
互
い
に
見
詰
め
合
っ
て
会
話
す

る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う

な
対
面
の
場
は
た
い
て
い
長
い
構
図

の
一
番
後
ろ
に
位
置
し
、
そ
こ
に
た

ど
り
着
く
ま
で
に
は
、
門
前
、
庭
と

長
い
空
間
を
通
り
抜
け
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
し
か
も
多
く
の
場
合
、
門
の

外
あ
る
い
は
庭
に
は
、
二
、
三
人
の

男
が
主
人
の
退
出
を
待
っ
て
お
り
、

中
に
は
居
眠
り
し
て
い
る
者
も
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
対
面
の
場
の
典
型

的
な
要
素
を
す
べ
て
含
む
実
例
は
「
後
三
年
」
で
は
見
つ
か
ら
な
い
。
一
番
近

い
の
は
、
季
方
と
武
衡
と
の
対
面
の
場
面
で
あ
る
（
中
巻
第
四
段
、
図
８
）。
緊

迫
し
た
状
況
に
相
応
し
く
、
対
面
の
終
了
を
待
つ
人
は
い
な
い
が
、
代
わ
り
に

会
話
の
話
題
に
な
っ
て
い
る
黄
金
や
矢
な
ど
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
一
方
、

対
面
の
終
了
を
待
つ
従
者
の
姿
は
、
武
衡
・
家
衡
の
対
面
の
場
面
（
上
巻
第
一

段
）
に
認
め
ら
れ
る
。

　

絵
巻
の
対
面
の
場
面
で
は
、
た
い
て
い
会
話
の
内
容
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
、
そ
の
詳
細
を
詞
書
で
詳
し
く
伝
え
て
い
る
。「
後
三
年
」
に
お
け
る
季
方

と
武
衡
と
の
会
話
も
、
そ
の
段
の
詞
書
に
お
い
て
冗
長
な
ほ
ど
詳
し
く
記
さ
れ

図 8　『後三年合戦絵詞』中巻第四段より
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て
い
る
。

　

３
、
処
刑

　

首
斬
り
の
処
刑
は
一
種
儀
式
的
な
様
相
を
帯
び
る
。
絵
巻
に
描
か
れ
た
そ
れ

は
、
多
く
共
通
し
た
要
素
を
持
つ
。
人
物
構
成
は
正
座
し
た
罪
人
、
太
刀
を
振

り
上
げ
る
太
刀
取
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
取
り
巻
く
兵
士
や
見
物
人
で
あ（

12
）る。

ま

た
多
く
の
処
刑
の
場
面
で
は
、
見

物
人
の
中
に
罪
人
の
従
者
や
親
族

が
登
場
し
、
生
死
の
瀬
戸
際
に
涙

を
流
す
。

　
「
後
三
年
」
は
武
衡
の
死
を
こ

の
よ
う
な
構
図
で
描
い
て
い
る

（
下
巻
第
三
段
、
図
９
）。
太
刀
取

り
や
見
守
る
武
士
た
ち
の
姿
は
い

ず
れ
も
力
強
く
逞
し
い
。
一
方
で

武
衡
は
静
か
に
地
面
に
座
っ
て
合

掌
し
て
い
る
。
こ
れ
は
詞
書
が
伝

え
て
い
る
直
前
ま
で
の
助
命
嘆
願

の
様
子
と
不
可
解
な
対
照
を
成
し

て
い
る
。

　

如
何
な
る
物
語
に
お
い
て
も
、

斬
首
の
刑
は
つ
ね
に
重
大
な
結
末
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
絵
巻
に
お
い
て

も
、
そ
れ
は
自
然
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
た
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
成
す
。

五
、
反
則
―
―
規
則
が
あ
れ
ば
変
化
が
起
こ
る

　

言
語
に
お
け
る
文
法
は
、
言
葉
に
関
す
る
一
番
基
本
と
な
る
ル
ー
ル
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
規
則
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
は
み
出
す
表
現
が
必
ず
生
ま

れ
る
。
絵
画
表
現
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

そ
の
よ
う
な
実
例
を
「
後
三
年
」
の
内
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

義
家
と
義
光
が
対
面
す
る
饗
宴
の
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
饗
宴
の
場
の
す
ぐ

傍
に
台
所
が
設
け
ら
れ
（
図
10
）、
そ
の
台
所
は
宴
会
の
場
と
空
間
的
に
直
結

し
て
い
る
。
料
理
人
の
一
人
は
し
っ
か
り
と
酒
宴
の
席
を
見
据
え
、
そ
の
視
線

は
二
つ
の
空
間
を
一
つ
に
繋
げ
て
い
る
。
料
理
人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
分
厚
い
ま

な
板
を
手
元
に
据
え
、
両
手
に
は
見
事
な
包
丁
や
箸
を
握
り
、
熟
練
の
手
捌
き

で
調
理
に
腕
を
振
る
っ
て
い
る
。
出
来
上
が
っ
た
料
理
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
盛
り
付

け
ら
れ
、
運
ば
れ
て
い
く
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
台
所
は
一
風
変

わ
っ
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
れ
は
室
外
に
設
け
ら
れ
、

し
か
も
料
理
人
た
ち
は
い
ず
れ
も

鎧
を
ま
と
い
、
矢
や
弦
巻
な
ど
の

武
具
を
装
備
し
、
そ
ば
に
は
大
き

図 9　『後三年合戦絵詞』下巻第三段より

図10　『後三年合戦絵詞』上巻第
二段より
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な
楯
を
立
て
て
い
る
。
戦
場
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
の
異
様
な
空
間
は
、
常
識

で
思
い
描
く
台
所
の
要
素
を
す
べ
て
備
え
な
が
ら
も
、
一
々
そ
れ
を
は
み
出

し
、
あ
く
ま
で
も
特
殊
で
、
愉
快
で
さ
え
あ（

13
）る。

　

こ
の
「
戦
場
の
台
所
」
か
ら
は
、
構
図
の
反
則
原
理
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
ま
ず
一
つ
の
枠
組
み
を
取
り
入
れ
る
こ
と
か

ら
始
ま
り
、
表
現
の
基
礎
や
情
報
の
前
提
は
そ
れ
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
。
そ

の
上
で
、
構
成
要
素
が
組
み
変
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
枠
組
み
の
存
在

は
内
容
の
理
解
を
可
能
に
し
、
計
算
さ
れ
た
形
で
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
に
反
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
の
新
意
や
面
白
み
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
後
三
年
」
は
、
反
則
の
実
例
を
多
く
は
提
供
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
述
べ

た
モ
チ
ー
フ
に
関
連
し
て
他
の
絵
巻
や
絵
本
に
目
を
転
じ
て
見
る
な
ら
ば
、
た

と
え
ば
対
面
の
場
面
で
あ
り
な
が
ら
、
貴
人
ゆ
え
に
顔
あ
る
い
は
全
身
を
隠
し

て
い
た（

14
）り、
処
刑
の
場
面
で
あ
り
な
が
ら
、
首
斬
り
の
た
め
の
太
刀
が
描
か
れ

な
か
っ
た
り
す
る
よ
う
な
例
が
指
摘
で
き（

15
）る。

　

言
語
表
現
に
お
い
て
、
文
法
へ
の
反
則
に
は
限
界
が
あ
る
。
言
わ
ば
一
線
を

越
え
て
し
ま
え
ば
、
表
現
そ
の
も
の
が
通
じ
な
く
な
り
、
言
葉
は
意
味
を
持
た

な
く
な
る
。
絵
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
最
低
限
の
基
準
が
存
在
す
る
。
一
つ

の
画
面
に
描
か
れ
た
人
物
た
ち
が
意
味
も
な
く
違
う
と
こ
ろ
に
視
線
を
向
け
て

い
る
よ
う
な
構
図
は
ま
ず
想
像
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
構
図
が
描
か
れ
れ

ば
、
絵
そ
の
も
の
が
た
ち
ま
ち
空
中
分
解
し
、
表
現
と
し
て
は
お
よ
そ
成
り
立

た
な
い
の
で
あ
る
。

六
、
越
境
―
―
絵
と
文
字
と
声
の
往
還

　

絵
巻
に
は
詞
書
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
絵
巻
の
文
法
は
け
っ
し
て
絵
の
み
を

対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
絵
と
文
字
の
相
互
関
係
の
あ
り
方
に
注

目
し
、
と
り
わ
け
詞
書
自
体
が
提
示
す
る
文
字
と
音
声
と
い
う
二
つ
の
特
性
を

取
り
上
げ
た
い
。

　

詞
書
は
文
字
に
よ
っ
て
物
語
を
伝
え
る
。
そ
の
文
章
は
、
絵
に
描
か
れ
る
こ

と
を
前
提
に
組
み
立
て
ら
れ
、
練
り
上
げ
ら
れ
る
。
一
方
で
、
文
章
に
絵
が
続

く
と
い
う
こ
と
は
、
絵
が
描
く
内
容
だ
け
を
文
章
の
対
象
に
す
る
こ
と
を
け
っ

し
て
意
味
し
な
い
。
絵
で
は
描
き
き
れ
な
い
、
絵
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な

も
の
を
如
何
に
文
章
に
取
り
入
れ
る
か
が
、
詞
書
の
完
成
度
を
左
右
す
る
。

　

そ
こ
で
「
後
三
年
」
解
読
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
基
礎
作
業
を
試
み
た
。

作
品
全
巻
を
対
象
に
、
詞
書
と
絵
に
共
通
す
る
項
目
（
人
物
、
品
物
、
動
作
を

含
む
）
を
特
定
し
、
ミ
ニ
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
取
り
入
れ
た
。
そ
の
結
果
、
共

通
す
る
項
目
は
併
せ
て
百
五
十
四
語
（
個
）
と
数
え
ら
れ
た
。
十
語
以
上
の
共

通
項
目
を
も
つ
段
は
六
段
、
全
巻
通
し
て
見
れ
ば
一
段
に
つ
き
平
均
十
語
強
、

と
く
に
多
い
段
は
三
十
語
（
上
巻
第
二
段
）、
少
な
い
段
は
二
語
（
上
巻
第
五

段
）
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。
平
均
し
て
一
段
の
詞
書
は
三
十
行
弱
、
一
段

の
絵
は
三
メ
ー
ト
ル
程
度
で
二
十
人
前
後
の
人
物
を
含
む
こ
と
と
考
え
合
わ
せ

れ
ば
、
こ
の
数
字
は
け
っ
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
。
す
な
わ
ち
文
字
と
絵
と

が
互
い
に
補
い
あ
っ
て
い
る
関
係
が
こ
こ
に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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詞
書
の
文
字
は
、
そ
の
ま
ま
「
声
」
と
い
う
要
素
を
強
く
指
向
し
て
い
る
。

絵
巻
を
鑑
賞
す
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
文
字
と
絵
と
の
間
を
行
き
来
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
鑑
賞
者
が
一
人
で
文
章
を
読
ん
で
か
ら
絵
に
目
を
移
す
に
し
て

も
、
は
た
ま
た
別
の
人
に
文
章
を
読
み
上
げ
て
も
ら
う
に
し
て
も
、
文
字
に

よ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
を
一
旦
記
憶
し
、
画
像
に
合
わ
せ
て
再
現
す
る
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
が
必
須
で
、
声
が
必
ず
絵
巻
鑑
賞
に
関
わ
り
、
そ
れ
に
寄
与
す
る
。

と
り
わ
け
詞
書
に
用
い
る
文
字
は
、
主
に
漢
文
で
は
な
く
て
仮
名
の
文
章
で
あ

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
仮
名
は
表
音
文
字
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
文
字
が
そ
の
ま

ま
音
声
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
詞
書
が
一
種
の
究
極
の
ボ
イ
ス

レ
コ
ー
ダ
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
「
後
三
年
」
に
は
、
玄
慧
に
よ
る
序
文
が
と
も
に
伝
わ
る
。
そ
の
中
で
、
こ

の
絵
巻
制
作
の
目
的
を
述
べ
て
、
玄
慧
は
「
狂
言
戯
論
の
端
と
い
ふ
こ
と
な
か

れ
」、「
嘲
風
哢
月
の
吟
詠
に
ま
じ
へ
ん
と
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
創
作
者
が

期
待
し
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
巻
の
絵
巻
が
賑
や
か
な
「
狂
言
」、「
戯

論
」、「
吟
詠
」
と
い
っ
た
活
動
の
中
で
、
高
ら
か
な
声
を
伴
っ
て
愉
し
ま
れ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。「
後
三
年
」
の
享
受
を
伝
え
る
中
世
の
資
料
は
け
っ
し
て
多

い
と
は
言
え
な
い
が
、
絵
巻
作
者
の
こ
の
意
図
は
確
か
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ（

16
）う。

終
わ
り
に
―
―
再
び
「
文
法
」
を
め
ぐ
っ
て

　

こ
の
小
論
で
は
、
言
語
に
お
け
る
文
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
、
絵
巻
の

表
現
原
理
を
述
べ
、
言
語
の
文
法
を
説
く
用
語
を
最
小
限
に
借
用
し
、
絵
巻
の

表
現
に
即
し
た
記
述
を
試
み
た
。
絵
巻
の
表
現
を
理
解
す
る
た
め
の
全
体
的
な

枠
組
み
を
提
示
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き

た
諸
説
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
な
お
し
、
新
た
な
位
置
づ
け
を
与
え
、
こ
れ
を
通

じ
て
さ
ら
な
る
考
察
が
可
能
に
な
る
環
境
作
り
に
努
め
た
。

　

個
々
の
説
明
に
は
、「
後
三
年
」
と
い
う
一
篇
の
作
品
に
限
定
し
て
き
た
。

喩
え
て
言
え
ば
、
言
語
の
文
法
を
一
冊
の
小
説
の
み
に
実
例
を
求
め
た
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
論
じ
る
対
象
に
は
自
ず
と
厳
し
い
限
界
が
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
絵
巻
の
文
法
の
全
体
像
を
俯
瞰
的
に
論
じ
る
こ
と
が
い
ま
だ
行

わ
れ
て
い
な
い
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
試
み
も
一
つ
の
問
題
提
起
と
な
る

だ
ろ
う
。
文
法
の
枠
組
み
は
、
再
現
や
再
検
証
を
要
求
す
る
。
一
篇
の
作
品
の

み
を
実
例
に
し
た
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
よ
う
な
作
業
に
む
し
ろ
よ
り
直

結
す
る
も
の
と
考
え
た
い
。

　

言
語
に
お
け
る
文
法
と
同
じ
く
、
絵
巻
の
文
法
は
、
観
る
人
の
手
に
よ
っ
て

作
り
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
文
法
と
い
う
名
の
表
現
規
則
は
、
絵
巻
の
中

に
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
研
究
者
に
で
き
る
こ
と
は
、
規
則

を
見
出
し
、
記
述
し
、
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
正
確
な
絵
巻
の
文
法
は
、
絵
巻

を
分
析
し
、
解
読
す
る
た
め
の
有
力
な
道
具
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、

文
法
の
発
見
と
整
理
は
、
絵
巻
理
解
の
到
達
の
度
合
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

絵
巻
の
文
法
を
め
ぐ
る
こ
の
初
歩
的
な
ス
ケ
ッ
チ
が
さ
ら
に
精
密
な
も
の
と

な
り
、
絵
巻
を
理
解
す
る
良
き
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
を
切
に
願
う
。
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注（
１
）　

物
語
を
内
容
と
し
な
い
絵
巻
も
存
在
す
る
た
め
、
こ
こ
で
対
象
と
す
る
も
の
を

「
説
話
画
」、「
説
話
集
絵
巻
」、「
物
語
絵
画
」
と
、
よ
り
限
定
し
た
用
語
で
捉
え
る
こ

と
も
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
梅
津
次
郎
「
日
本
の
説
話
画
」（『
絵
巻
物
叢
考
』
中
央
公
論

美
術
出
版
、
一
九
六
八
年
）、
小
峯
和
明
「
説
話
と
絵
画
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑

賞
』
至
文
堂
、
一
九
八
六
年
六
月
）、
池
田
忍
「
平
安
時
代
物
語
絵
画
の
方
法
」（
中
野

政
樹
ほ
か
編
『
日
本
美
術
全
集
』
８
、
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
）。

（
２
）　

佐
野
み
ど
り
「
説
話
画
の
文
法
」（
山
根
有
三
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
日
本
絵
画

史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）、
宮
腰
直
人
「
物
語
絵
画
の
《
文
法
》
を

探
る
―
―
『
福
富
草
紙
』
小
考
―
―
」（
高
橋
亨
編
『
王
朝
文
学
と
物
語
絵
』
竹
林

舎
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
３
）　

楊
暁
捷
「
中
原
康
富
・
嘉
吉
二
年
十
二
月
―
―
あ
る
絵
巻
享
受
の
場
合
―
―
」

（『
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
』
第
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
４
）　
『
後
三
年
合
戦
絵
詞
』（
小
松
茂
美
編
「
日
本
絵
巻
大
成
」
十
五
、
中
央
公
論
社
、

一
九
七
七
年
）、
野
中
哲
照
「『
奥
州
後
三
年
記
』
注
釈
」（
一
）
～
（
七
）（『
古
典
遺

産
』
四
十
五
―
五
十
一
号
、
一
九
九
四
年
十
月
―
二
〇
〇
一
年
七
月
）、
高
岸
輝
「「
後

三
年
合
戦
絵
巻
」
の
絵
画
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
軍
記
と
語
り
物
』
第
四
十
七
号
、
二

〇
一
一
年
）。
な
お
、
こ
の
絵
巻
全
巻
の
高
精
度
デ
ジ
タ
ル
画
像
は
「
ｅ
国
宝
」
で
公

開
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）　

上
野
直
昭
「
絵
巻
物
に
つ
い
て
」（『
思
想
』
十
九
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
二
三

年
）、
福
井
利
吉
郎
『
絵
巻
物
概
説
』（「
岩
波
講
座
日
本
文
学
」
第
十
二
、
岩
波
書

店
、
一
九
三
三
年
）、
奥
平
英
雄
『
絵
巻
物
再
見
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
七
年
）。

（
６
）　

滝
尾
貴
美
子
「
絵
巻
に
お
け
る
「
場
面
」
と
「
景
」」（『
美
術
史
』
三
十
一
巻
一

号
、
一
九
八
一
年
十
一
月
）。

（
７
）　

古
原
宏
伸
『
中
国
画
巻
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
８
）　

千
野
香
織
「
日
本
の
絵
を
読
む
―
―
単
一
固
定
視
点
を
め
ぐ
っ
て
」（『
物
語
研

究
』
新
時
代
社
、
一
九
八
八
年
）。

（
９
）　

楊
暁
捷
「
戦
場
の
便
り
―
―
『
後
三
年
合
戦
絵
詞
』
の
一
場
面
を
め
ぐ
っ
て

―
―
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
手
紙
と
日
記
―
―
対
話
す
る
私
／
私
と
の
対
話

―
―
』
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
10
）　

漫
画
の
絵
を
対
象
と
す
る
が
、
こ
こ
で
試
み
よ
う
と
す
る
絵
画
表
現
に
お
け
る

「
語
彙
」
に
つ
い
て
精
密
な
論
考
が
あ
る
。
四
方
田
犬
彦
『
漫
画
原
論
』（
筑
摩
学
芸
文

庫
、
一
九
九
九
年
）。

（
11
）　

宮
腰
直
人
「
中
世
絵
巻
研
究
序
説
―
―
絵
の
中
で
指
を
差
す
人
々
」（『
立
教
大
学

日
本
文
学
』
八
十
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
）。

（
12
）　

久
保
勇
「
軍
記
と
絵
巻
と
寺
院
―
―
〈
初
期
軍
記
〉
に
お
け
る
「
斬
首
」
の
表
現

を
め
ぐ
っ
て
」（
池
田
忍
編
『
中
世
仏
教
文
化
の
形
成
と
受
容
の
諸
相
』
千
葉
大
学
大

学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
13
）
楊
暁
捷
「
戦
場
の
饗
宴
―
―
食
の
現
場
を
絵
巻
に
見
る
―
―
」（『
国
文
学　

解
釈

と
鑑
賞
別
冊
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
14
）『
春
日
権
現
験
記
絵
』（
十
三
巻
第
五
段
）、『
石
山
寺
縁
起
』（
七
巻
第
四
段
）。

（
15
）『
六
代
』（
慶
応
義
塾
大
学
蔵
）
上
巻
第
一
図
。

（
16
）
楊
暁
捷
「
後
三
年
の
合
戦
を
絵
に
聞
く
―
―
メ
デ
ィ
ア
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
試
み

―
―
」（『
文
学
』
第
十
巻
第
五
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）。

　
（
文
中
の
図
版
は
、
筆
者
が
電
子
処
理
を
加
え
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。）


