
悪
七
兵
衛
五
－
景
漕
…

三
四

悪
七
兵
衛
李
景
清
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波

守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
は
う
つ

　
世
人
に
知
ら
れ
て
み
る
景
清
の
行
蹟
の
、
振
っ
て
來
る
所
と
、
そ
の
鴇
県
聡
と
を
知
ら
う
と
す
る
と
共
に
俗
傳
と
い
ふ
も
の
が
、
い
か
に
野
方
圖
に

進
行
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
の
一
例
を
粛
清
下
説
を
通
じ
て
知
ら
つ
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
記
憶
力
の
元
來
よ
く
な
い
私
で
あ
る
の
が
、
老
來
釜

々
記
憶
力
が
衰
へ
た
の
と
、
手
許
に
滲
考
書
の
乏
し
い
上
に
、
圖
書
館
や
藏
書
家
へ
足
を
蓮
ん
で
閲
書
す
る
根
菜
が
な
い
の
で
、
ど
ん
な
事
に
な
る

か
自
分
で
も
見
當
が
つ
か
な
い
。
も
し
う
ま
く
い
っ
た
ら
お
慰
と
い
ふ
代
物
で
、
靴
恥
し
い
次
第
で
あ
る
。

景
清
の
行
蹟
と
し
て
世
人
の
傳
へ
て
る
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
し
ニ
ろ

一
、
屋
島
で
の
鍼
引
の
事

二
、
清
水
観
音
の
信
者
で
、
観
音
の
利
釜
を
蒙
っ
た
事

三
、
熱
田
の
大
宮
司
の
聾
で
あ
っ
た
事

四
、
清
水
坂
の
遊
女
に
馴
染
ん
だ
事

五
、
大
佛
供
養
の
折
、
頼
朝
を
討
た
う
と
し
て
、
畠
山
重
忠
に
見
現
は
さ
れ
て
果
さ
な
か
つ
π
事

六
、
所
持
の
刀
を
癒
丸
と
い
ふ
纂



　
七
、
破
牢
の
事

　
八
、
自
ら
爾
眼
を
挟
り
取
っ
た
事

　
九
、
晩
年
を
日
向
國
で
邊
つ
た
事

　
十
、
人
丸
姫
が
、
日
向
に
父
景
清
を
尋
ね
た
事

以
上
の
十
黙
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
舞
の
本
「
景
清
」
で
は
、
　
一
の
鋤
引
と
、
十
の
人
丸
姫
が
日
向
に
父
景
清
を
尋
ね
る
事
が
な
い
だ
け
で
、
他
の
八
ケ
條
は
全
部
含

ま
れ
て
み
る
。
読
明
の
便
の
爲
め
に
、
舞
の
本
「
景
清
」
の
梗
概
を
記
す
と
い
x
が
、
紙
藪
が
多
く
な
る
の
を
揮
っ
て
省
略
す
る
。

そ
の
全
文
は
「
新
群
書
類
從
」
、
第
八
、
舞
曲
鄭
に
牧
録
さ
れ
て
居
る
し
、
梗
概
は
雫
出
樫
二
郎
氏
の
「
室
町
時
代
小
詮
解
題
」
に

載
っ
て
居
る
か
ら
、
志
の
あ
る
方
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
讃
ん
で
頂
き
度
い
。

　
前
に
墾
げ
た
十
ケ
條
の
う
ち
八
ケ
條
ま
で
舞
の
本
の
「
景
清
」
に
含
ま
れ
て
居
る
と
い
ふ
事
は
、
此
の
頃
ま
で
に
景
清
傳
読
の
概

念
が
、
既
に
定
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
ふ
事
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
そ
の
八
ケ
條
を
逐
次
楡
要
し
て
み
よ
う
。

　
二
、
景
清
が
清
水
観
音
の
信
者
で
あ
っ
た
と
の
事

　
謡
曲
「
大
佛
供
養
」
に

　
　
こ
れ
は
卒
家
の
侍
悪
七
兵
衛
景
清
に
て
候
。
我
こ
の
間
は
西
國
の
方
に
候
ひ
し
が
、
宿
願
の
仔
細
あ
る
に
よ
り
、
こ
の
程
罷
り

　
上
り
清
水
に
一
七
日
参
籠
申
し
て
候
。

と
あ
り
、
舞
の
本
の
「
翼
突
」
に
は
、
景
清
は
六
條
河
原
で
梶
原
源
太
の
障
め
に
首
を
斬
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
清
水
観
音
が
身
代
り

　
　
　
悪
七
兵
衛
卒
景
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
悪
七
兵
衛
李
景
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

に
な
っ
た
の
で
、
景
清
は
無
事
で
あ
っ
た
。
　
「
是
と
申
す
も
、
塗
骨
が
十
六
の
春
よ
り
も
三
十
七
の
今
ま
で
、
参
り
た
る
利
生
と
思

へ
ば
」
難
有
さ
は
限
り
も
な
い
と
な
っ
て
居
り
、
恐
ろ
し
く
堅
固
な
牢
を
破
り
得
た
超
人
的
な
力
量
も
、
自
ら
挟
つ
た
爾
眼
が
再
び

生
じ
た
の
も
、
と
も
に
清
水
観
音
の
御
利
生
と
い
ふ
事
に
な
っ
て
居
る
。

　
能
と
幸
若
妻
と
は
、
ど
ち
ら
が
古
い
か
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
の
や
う
で
あ
る
か
ら
、
謡
曲
か
ら
舞
の
本
が
…
構
想
し
た
と
も
、
舞
の

本
か
ら
謡
曲
が
出
來
た
と
も
い
は
れ
な
い
し
、
双
方
と
も
同
一
の
傳
読
か
ら
取
材
し
た
と
も
云
は
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
筋
が
簡

軍
な
の
で
、
こ
X
で
は
講
曲
を
さ
き
に
引
く
こ
と
に
し
た
。

　
長
門
本
「
平
家
物
語
」
巻
二
十
に
、
｝
十
家
の
侍
主
馬
八
郎
左
衛
門
盛
久
は
清
水
観
音
の
信
仰
者
で
、
等
身
の
千
手
観
音
を
造
っ

て
、
清
水
寺
の
本
尊
の
右
脇
に
据
ゑ
奉
っ
て
、
清
水
寺
へ
千
日
目
日
参
を
志
し
て
ま
た
中
途
で
捕
へ
ら
れ
て
鎌
倉
に
逡
ら
れ
、
文
治

二
年
（
一
一
八
六
）
六
月
二
十
八
日
、
土
屋
宗
遠
が
命
を
う
け
て
盛
久
を
由
井
が
濱
で
斬
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
遠
の
初
太
刀
が
中

か
ら
三
段
に
折
れ
た
。
再
び
打
つ
太
刀
は
目
貫
か
ら
折
れ
た
。
富
士
の
裾
か
ら
光
が
二
筋
さ
し
て
き
て
盛
久
の
身
に
あ
た
っ
た
。
宗

遠
不
思
議
に
思
っ
て
、
使
者
を
立
て
」
、
此
事
を
頼
朝
に
注
進
さ
せ
た
。
又
頼
朝
の
妻
も
盛
久
の
命
を
助
け
よ
と
い
ふ
清
水
観
音
の

鰻
夢
を
見
た
。
頼
朝
は
盛
久
を
助
け
た
の
み
な
ら
す
、
紀
伊
國
の
盛
久
の
所
領
を
返
し
與
へ
、
な
ほ
越
前
國
池
田
ノ
庄
を
も
興
へ
た
。

と
い
ふ
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
が
舞
の
本
「
景
清
」
の
清
水
観
音
の
奇
瑞
や
、
景
清
が
頼
朝
か
ら
日
向
國
宮
崎
庄
を
與
へ
ら
れ
た
話
の

原
糠
か
と
思
な
れ
る
。

　
て
の
盛
久
の
事
件
は
、
謡
曲
「
盛
久
」
に
も
あ
る
し
、
　
「
東
海
道
名
所
圃
會
」
巻
六
に
、
塔
ノ
辻
の
南
に
盛
久
車
座
の
跡
を
傳
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
っ

て
居
る
。
と
こ
ろ
で
少
々
蝕
談
に
わ
た
る
が
、
日
蓮
上
人
の
龍
の
口
の
危
難
の
時
に
盛
久
同
様
の
話
が
傳
へ
ら
れ
、
上
人
袈
裟
掛
の



松
、
行
合
川
（
上
人
の
奇
瑞
を
注
進
の
使
と
赦
冤
の
使
と
の
行
合
つ
た
か
ら
の
名
と
い
ふ
）
等
の
遺
蹟
が
傳
へ
ら
れ
、
こ
の
方
が
有

名
に
な
っ
た
の
で
、
此
頃
の
人
は
、
上
人
の
方
だ
け
を
知
っ
て
、
盛
久
の
方
を
知
ら
な
い
人
が
多
い
け
れ
ど
、
東
京
上
野
の
清
水
堂

（
秋
色
櫻
で
有
名
な
堂
）
に
盛
久
由
井
ケ
濱
危
難
の
絡
馬
が
掛
っ
て
み
た
の
で
も
、
昔
は
盛
久
の
方
も
相
等
に
有
名
で
あ
っ
た
事
が

察
し
ら
れ
る
。

　
盛
久
と
日
蓮
上
人
と
で
は
、
　
一
方
は
清
水
観
音
の
奇
瑞
、
　
一
方
は
法
華
経
の
功
徳
と
い
ふ
黙
で
異
っ
て
み
る
だ
け
で
、
あ
と
は
大

落
同
点
な
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
盛
久
と
日
蓮
上
人
と
異
っ
た
二
つ
の
傳
が
あ
っ
た
と
見
る
よ
り
は
、
ど
ち
ら
か
瞬
き
に
一
方
が
出

來
て
、
他
が
こ
れ
を
模
し
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
の
前
後
に
つ
い
て
は
、
　
「
長
門
本
不
家
物
語
」
の
成
立
年
代

が
は
っ
き
り
し
な
い
以
上
、
ど
ち
ら
と
も
曇
は
れ
な
い
け
れ
ど
、
盛
久
の
方
が
前
で
あ
っ
た
の
ち
や
あ
る
ま
い
か
，
と
い
ふ
氣
が
す

る
。　

三
、
熱
田
の
大
宮
司
の
鐸
で
あ
っ
た
事

　
媚
…
朝
が
熱
田
の
大
宮
司
、
藤
原
季
範
の
女
を
母
と
し
た
と
い
ふ
事
は
事
實
で
、
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
四
月
八
日
熱
田
で
生
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
ぐ
わ
ん
じ

れ
た
’
と
傳
へ
ら
れ
、
産
湯
に
用
ゐ
ら
れ
た
井
戸
と
い
ふ
も
の
が
、
名
古
屋
市
熱
田
匿
旗
屋
町
の
誓
願
寺
と
い
ふ
尼
寺
の
内
に
現
存
し

て
み
る
。
熱
田
紳
宮
西
門
の
す
ぐ
傍
で
あ
る
。
し
か
し
蘭
貢
が
大
宮
司
の
鐸
で
あ
っ
た
と
は
、
信
ず
べ
き
有
漏
は
な
い
。
謡
曲
「
景

清
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
つ

　
我
「
年
尾
張
國
熱
田
に
て
遊
女
と
相
馴
れ
一
人
の
子
を
荒
く
、
女
子
な
れ
ば
何
の
用
に
立
つ
べ
き
ぞ
と
思
ひ
、
鎌
倉
輻
が
江
が
谷

　
の
長
に
預
け
お
き
し
が
・
：
・

　
　
　
悪
七
兵
衛
李
景
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
悪
七
兵
衛
亭
景
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

と
あ
る
の
が
景
清
と
熱
田
と
の
繋
り
で
、
こ
の
娘
が
人
密
告
で
日
向
に
景
清
を
尋
ね
る
の
で
あ
る
が
、
尾
張
の
熱
田
に
は
景
雲
の
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
う
ど

雪
笹
と
撰
す
る
所
も
あ
り
、
同
所
大
瀬
古
に
は
景
清
癒
が
あ
る
事
は
「
尾
張
名
所
圃
會
」
に
出
て
居
る
。
今
の
熱
田
遜
紳
戸
町
で
あ

る
。
こ
の
景
清
砒
が
眼
病
に
落
零
が
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
景
況
が
自
ら
爾
眠
を
挟
つ
た
の
が
、
清
水
観
音
の
御
利
生
で
再
び
生
じ
た

と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
來
た
も
の
で
あ
ら
う
。
舞
の
本
の
「
景
清
」
で
は
、
景
清
は
頼
朝
を
三
十
七
度
狙
っ
た
と
あ
る
の
に
、
頼
朝
は

最
後
に
景
清
を
赦
し
て
、
日
向
宮
崎
の
庄
を
與
へ
る
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。
清
水
観
音
の
御
利
生
に
感
じ
て
の
事
で
あ
る
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
世
人
を
納
得
さ
せ
難
い
と
思
っ
て
、
謡
曲
「
景
清
」
に
あ
る
熱
田
の
遊
女
に
馴
染
ん
だ
と
い
ふ
事
か
ら
、
熱
田
の
大
宮
司

の
娘
（
近
松
の
「
出
世
景
清
」
で
は
小
野
姫
と
い
ふ
名
に
な
っ
て
み
る
）
の
響
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
頼
朝
が
大
宮
司
の
娘

腹
と
い
ふ
事
は
世
間
周
知
の
事
で
あ
る
か
ら
、
頼
朝
が
景
清
に
寛
大
で
あ
っ
た
の
も
景
清
が
大
宮
司
の
聾
な
ら
ば
観
客
も
成
程
と
思

っ
た
で
あ
ら
う
。
景
清
が
熱
田
の
大
宮
司
の
響
で
あ
る
と
い
ふ
傳
読
は
、
可
成
り
信
じ
ら
れ
た
と
み
え
て
、
景
清
屋
敷
跡
、
景
清
就

の
ほ
か
に
、
新
井
白
蛾
の
「
牛
馬
問
」
巻
三
に
は
、

　
勢
州
桑
名
に
い
た
り
（
白
蛾
が
で
あ
る
）
、
十
日
絵
り
も
彼
長
患
物
が
た
り
に
口
を
困
り
ぬ
。
世
談
に
及
ん
で
一
客
の
日
、
悪
七
兵

　
衛
景
清
は
、
當
所
天
村
の
産
と
い
へ
り
。
お
も
ふ
に
景
清
、
熱
田
の
大
宮
司
と
も
縁
有
り
な
ど
申
し
つ
た
ふ
の
類
よ
り
引
き
く
ら

　
ぶ
れ
ば
、
此
論
近
か
ら
ん
鰍
。
七
は
氏
、
兵
衛
は
官
な
り
。
七
村
は
桑
名
よ
り
近
き
村
な
り
。

と
記
し
て
み
る
。
舞
の
本
「
景
清
」
で
は
熱
田
大
宮
司
の
三
の
姫
と
の
間
に
二
人
の
男
子
が
あ
っ
た
事
に
な
っ
て
居
る
。

　
四
、
清
水
坂
の
遊
女
に
馴
染
ん
だ
事

　
前
記
謡
曲
「
景
清
」
で
は
熱
田
の
遊
女
に
馴
れ
て
人
丸
と
い
ふ
娘
が
あ
っ
た
事
に
な
っ
て
み
る
が
、
舞
の
本
「
景
清
」
で
は
、
清



水
工
の
ほ
と
り
の
「
あ
ζ
わ
う
」
と
い
ふ
女
に
九
年
來
馴
染
ん
で
、
「
い
や
い
し
」
「
い
や
わ
か
」
二
人
の
男
の
子
が
あ
っ
た
と
い
ふ

事
に
な
っ
て
居
る
。
こ
の
「
あ
こ
わ
う
」
が
近
松
の
「
出
世
景
清
」
（
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
二
月
）
で
は
阿
古
屋
と
な
る
の
で
あ

る
が
、
　
「
あ
こ
わ
う
」
は
「
壇
雪
吊
軍
記
」
（
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
九
月
九
日
）
の
阿
古
屋
の
や
う
な
貞
節
な
女
で
は
な
く
、

景
清
を
討
つ
か
搦
め
て
差
出
し
た
者
に
は
渤
賞
望
み
の
儘
と
の
立
札
を
見
て
、
専
心
を
お
こ
し
、
出
世
を
訴
人
し
た
の
で
、
頼
朝
は

三
百
馬
騎
を
討
手
と
し
て
さ
し
向
け
た
。
景
清
は
二
人
の
男
子
を
刺
殺
し
、
討
手
を
斬
伏
せ
て
逃
れ
、
大
宮
司
を
顧
ん
で
尾
張
へ
落

ち
た
。
「
あ
こ
わ
う
」
は
ま
た
こ
れ
を
訴
人
し
た
の
で
、
頼
朝
は
命
じ
て
「
あ
こ
わ
う
」
を
加
茂
と
桂
と
の
落
合
「
い
な
せ
が
ふ
ち
」

に
ふ
し
づ
け
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
な
っ
て
居
る
。

　
「
あ
こ
わ
う
」
一
件
に
つ
い
て
は
、
ま
た
「
長
門
本
工
家
物
語
」
二
↑
巻
に
、
原
擦
と
思
は
れ
る
話
が
載
っ
て
居
る
。
そ
れ
は
越

中
の
次
郎
兵
衛
盛
次
の
話
で
、
盛
次
は
但
馬
國
に
落
ち
て
、
氣
比
の
糠
守
道
廣
の
許
に
隠
れ
て
居
る
う
ち
に
、
道
廣
の
娘
と
通
じ

た
。
盛
次
は
忍
ん
で
度
々
京
へ
上
っ
て
、
馴
染
の
女
の
家
へ
い
っ
た
。
そ
の
女
に
尋
ね
ら
れ
る
ま
」
に
、
道
廣
の
許
に
居
る
事
を
告

げ
た
。
こ
の
女
か
ら
盛
次
の
在
所
を
聞
い
た
あ
る
男
が
訴
へ
出
た
。
績
朝
は
黒
雲
の
標
守
道
廣
に
盛
次
を
搦
め
て
出
す
べ
き
を
命
じ

た
。
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
の
事
で
道
廣
は
大
番
で
在
京
し
て
居
た
の
で
、
妹
繹
の
朝
倉
大
夫
高
清
や
家
人
達
に
、
道
廣
が
此
の

事
を
命
じ
た
。
盛
次
は
温
室
（
湯
殿
）
で
捕
へ
ら
れ
、
頼
朝
に
封
っ
て
義
経
を
狙
っ
た
が
果
さ
す
。
腰
刀
の
金
の
よ
い
の
も
、
矢
尻

の
金
の
よ
い
の
も
、
頼
朝
を
と
思
っ
て
惜
し
み
持
っ
て
居
た
が
、
か
く
捕
へ
ら
れ
て
は
力
及
ば
す
と
歎
息
し
た
。
頼
朝
は
生
か
し
て

お
い
て
召
使
ひ
た
い
と
思
っ
た
が
、
不
家
の
侍
の
中
で
＝
一
の
者
だ
か
ら
、
虎
を
養
ふ
憂
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
、
途
に
盛
次
は
斬
ら

れ
た
。
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
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こ
の
話
は
「
あ
こ
わ
う
」
の
景
清
訴
人
の
原
糠
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
景
清
が
熱
田
の
大
宮
司
の
許
に
隙
れ
て
る
た
關
係
も
、

こ
の
盛
次
の
話
か
ら
來
た
と
思
は
れ
る
。

　
こ
の
「
あ
こ
わ
う
」
が
近
松
の
「
出
世
景
清
」
で
は
、
阿
古
屋
と
な
り
、
訴
人
し
た
の
は
阿
古
屋
の
兄
伊
庭
十
藏
二
八
で
、
阿
古

屋
は
そ
の
申
詳
に
、
景
清
の
牢
の
前
で
、
い
や
石
、
い
や
若
二
人
を
刺
殺
し
て
自
分
も
自
害
す
る
事
に
な
っ
て
み
る
。
舞
の
本
「
景

雲
」
で
は
「
あ
こ
わ
う
」
の
兄
は
見
え
て
居
な
い
。
こ
の
十
藏
は
「
長
門
本
干
家
物
語
」
の
盛
次
の
話
に
見
え
π
あ
る
男
か
ら
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
タ
え
し

も
の
か
と
思
は
れ
る
。
「
壇
浦
兜
軍
記
」
で
は
、
阿
古
屋
の
兄
は
井
場
胃
宿
一
幸
と
い
ひ
、
容
貌
が
景
清
に
似
て
居
る
の
で
、
身
代

り
に
な
っ
て
景
清
を
救
は
う
と
い
ふ
義
侠
者
と
な
っ
て
居
る
。
　
こ
れ
が
後
歌
舞
伎
に
「
二
人
景
情
」
（
元
丈
二
年
（
一
七
三
七
）
十

一
月
琴
・
河
原
崎
座
・
醗
、
壕
籔
繕
」
）
の
出
古
る
元
で
あ
る
・
阿
古
屋
と
い
ふ
遊
女
が
實
際
に
あ
っ
た
の
か
・
そ
れ
と
も
こ

れ
ら
の
作
か
ら
實
在
の
人
物
だ
と
誤
認
さ
れ
た
の
か
は
知
ら
な
い
が
、
「
都
名
所
圃
會
」
巻
二
に
、
京
都
六
波
羅
密
寺
の
本
堂
の
北

に
あ
る
の
が
、
五
條
坂
の
遊
女
阿
古
屋
の
塚
で
あ
る
と
の
記
事
が
あ
る
。

　
五
、
大
佛
供
養
の
折
、
頼
朝
を
討
た
う
と
し
て
、
畠
山
重
忠
に
見
現
は
さ
れ
て
果
さ
な
か
っ
た
事
。

　
謡
曲
「
大
佛
供
養
」
に
作
ら
れ
て
居
る
。
こ
れ
に
は
景
清
の
母
が
若
草
邊
に
居
る
の
を
、
景
清
は
事
前
に
訪
ね
て
母
子
名
辞
を
惜

し
む
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
の
諸
等
に
は
飴
り
用
ゐ
ら
れ
て
居
な
い
や
う
で
あ
る
。
景
清
を
見
現
は
し
た
の
は
誰
と
も
名
は
朋
示

さ
れ
て
居
な
い
。
見
現
は
さ
れ
た
景
清
は
大
勢
と
奪
職
の
末
に
、

　
今
は
景
清
こ
れ
ま
で
な
り
と
、
少
し
所
念
を
致
し
つ
玉
、
彼
の
癒
光
を
さ
し
か
ざ
せ
ば
、
霧
立
ち
隠
す
や
春
日
山
、
茂
み
に
飛
び

　
入
り
落
ち
け
る
が
、
又
こ
そ
時
節
を
待
つ
ぺ
け
れ
と
、
虚
察
に
齢
し
て
失
せ
に
け
ψ
。



と
い
ふ
事
に
な
っ
て
み
る
。
こ
の
．
霧
の
法
を
用
み
て
身
を
隠
し
た
と
い
ふ
事
は
、
舞
の
本
「
景
情
」
で
も

　
淺
り
の
つ
は
も
の
共
に
痛
手
薄
手
を
負
ふ
せ
て
、
四
方
へ
は
っ
と
お
つ
散
ら
し
、
霧
の
法
を
結
ん
で
、
我
身
に
さ
っ
と
打
ち
か
け

　
て
、
春
日
山
へ
つ
っ
と
入
り
世
間
の
態
を
聞
き
居
た
り
。

と
な
っ
て
居
る
。
そ
し
て
見
現
は
し
た
の
は
尽
忠
で
、
手
筆
門
の
邊
と
い
ふ
事
に
な
っ
て
み
る
。

　
大
佛
供
養
は
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
三
月
ト
ニ
日
の
事
で
、
　
「
吾
妻
鏡
」
十
四
巻
の
同
日
の
條
に
は
、
景
清
の
事
な
ど
見
え
て

み
な
い
。
た
穿
見
聞
の
衆
徒
が
門
内
に
群
入
の
時
に
、
警
固
の
武
士
と
の
間
に
口
論
が
起
つ
た
。
梶
原
誰
時
が
鎭
め
に
い
っ
て
、
珈

か
無
禮
で
あ
っ
た
の
で
、
衆
徒
が
怒
っ
て
騒
ぎ
は
釜
々
甚
し
く
な
っ
た
の
を
、
小
山
七
郎
朝
光
が
積
朝
の
命
に
よ
っ
て
見
事
に
衆
徒

を
鎭
め
た
旨
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
些
細
な
拝
趨
と
、
景
清
の
兄
上
総
五
郎
兵
衛
尉
忠
光
の
事
と
薩
摩
中
務
丞
宗
助
の
聾
と
に
よ
っ

て
、
景
清
大
佛
供
養
の
日
の
大
翻
闘
と
と
い
ふ
審
が
作
出
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
忠
光
の
事
と
い
ふ
の
は
、
大
佛
供
養
よ
り
も
三
年
前
の
事
で
、
　
「
吾
妻
鏡
」
三
十
一
、
建
久
三
年
（
】
｝
九
二
）
正
月
廿
一
日
の

條
に

　
廿
一
日
、
甲
午
、
渡
・
御
干
新
造
御
堂
地
（
中
土
之
間
、
運
二
土
石
一
疋
夫
等
之
中
、
有
二
左
眼
盲
之
男
一
幕
下
古
怪
レ
之
、
彼
者
自
二

「
何
風
一
誰
人
進
哉
之
由
、
被
二
尋
仰
↓
伍
景
時
空
二
相
尋
品
等
二
分
明
一
被
レ
挙
国
寄
御
前
↓
佐
貫
四
郎
大
夫
伺
一
一
御
目
の
面
縛
之
虞
、

　
懐
中
幕
一
尺
飴
打
力
純
殆
如
月
着
氷
剛
又
覧
二
其
盲
ハ
以
・
一
撃
鱗
一
覆
・
・
眼
上
↓
働
彌
知
下
食
有
．
害
心
占
者
之
由
上
、
被
レ
推
問
之
一
名

　
謁
申
云
、
上
総
五
郎
兵
衛
尉
也
、
爲
レ
奉
レ
度
二
幕
下
一
古
謡
経
二
廻
鎌
倉
中
一
云
々
、
即
下
賜
干
義
盛
ハ
可
レ
被
レ
召
二
謹
同
意
之
輩
一

　
之
旨
、
被
島
仰
含
円
之
云
汝
。

　
　
　
悪
七
兵
衛
李
景
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聖



　
　
　
悪
七
兵
衛
李
景
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
こ

と
あ
る
事
件
で
あ
る
。
瀧
澤
馬
琴
は
「
玄
同
放
言
」
巻
ご
に
、
薄
畳
が
盲
目
と
な
っ
た
と
の
傳
設
の
原
糠
と
し
て
、
右
の
「
吾
妻
鏡
」

の
忠
光
の
條
及
び
燕
の
高
漸
離
の
故
事
を
6
1
い
て
居
る
。
成
程
尤
な
意
見
で
あ
る
が
、
私
は
そ
れ
の
ほ
か
に
前
述
の
や
う
に
景
清
が

大
佛
供
養
の
日
顧
朝
を
狙
っ
た
と
の
話
も
、
こ
の
忠
光
の
話
に
幾
分
か
の
關
係
を
も
つ
て
居
り
は
し
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
さ

て
忠
光
は
「
吾
妻
鏡
」
に
よ
れ
ば
、
同
年
二
月
廿
四
日
、
種
取
國
六
連
海
蓬
で
臭
首
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
薩
摩
中
務
丞
宗
助
の
話
と
い
ふ
の
は
、
　
「
長
門
本
干
家
物
語
」
巻
十
九
に
、
出
て
居
る
話
で
、
こ
れ
こ
そ
景
清
そ
っ
く
り
の
事
件

で
あ
る
。
全
文
を
引
か
う
。

　
鎌
倉
殿
、
大
佛
供
養
の
随
兵
の
守
護
の
爲
に
、
建
久
六
年
二
月
に
御
上
洛
、
同
三
月
十
二
日
南
都
へ
入
ら
せ
給
ふ
。
臨
写
恐
れ
て

　
引
き
た
る
が
、
悉
く
あ
る
中
に
、
怪
し
ば
み
た
る
者
見
え
け
れ
ば
、
梶
原
を
召
し
て
、
入
ら
せ
給
ひ
つ
る
南
の
大
門
の
東
の
血

　
き
に
、
怪
し
ば
み
た
る
者
有
り
と
、
大
衆
の
中
へ
か
き
わ
け
一
入
b
’
て
、
頭
暴
仙
み
た
る
袈
裟
を
引
剥
ぎ
て
見
れ
ば
、
髭
を
ば

　
そ
り
て
頭
を
ば
そ
ら
ざ
り
け
り
。
何
者
ぞ
と
問
ふ
に
、
不
家
の
侍
薩
摩
中
務
丞
宗
助
と
申
者
に
て
候
な
り
。
そ
れ
は
い
か
に
と

　
い
へ
ば
、
も
し
ゃ
（
と
ヲ
脱
セ
ル
カ
）
君
を
ね
ら
ひ
参
ら
せ
候
と
て
な
り
と
申
せ
ば
、
鎌
倉
面
打
ち
う
な
つ
か
せ
給
ひ
で
、
汝

　
が
心
ざ
し
紳
妙
な
り
と
て
、
召
置
か
れ
て
、
大
佛
供
養
果
て
、
都
へ
御
上
り
有
り
て
、
｛
示
助
を
ば
六
條
河
原
に
て
斬
ら
れ
に
け

　
り
。

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
大
佛
供
養
の
臼
に
疑
点
が
頼
朝
を
狙
っ
た
と
い
ふ
話
の
原
擦
で
あ
ら
う
。
し
か
し
宗
助
の
話
も
軍

な
る
零
丁
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
前
に
引
い
た
や
う
に
「
吾
妻
鏡
」
の
大
佛
供
養
の
日
に
見
え
て
居
な
い
し
、
「
吾
妻
鏡
」

三
十
四
、
建
久
六
年
四
月
一
日
の
條
に
、



　
一
日
、
丙
辰
、
於
・
勘
解
由
小
路
京
極
一
結
壽
七
郎
朝
光
、
三
浦
準
六
兵
衛
尉
義
村
、
梶
原
準
三
景
時
搦
二
取
卒
氏
家
人
等
↓
是
前

　
中
務
丞
宗
資
父
子
也
、
此
十
蝕
年
晦
レ
跡
云
汝
。

と
あ
る
の
で
察
し
ら
れ
る
。

　
こ
の
「
長
門
本
雫
家
物
語
」
に
い
ふ
宗
助
の
話
が
、
前
述
の
「
吾
妻
鏡
」
の
大
佛
供
養
の
日
の
口
論
と
、
鎌
倉
で
の
忠
光
事
件
と

か
ら
出
た
嘉
で
、
そ
の
宗
助
が
ま
た
景
清
と
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
天
野
信
景
は
「
盤
尻
」
巻
十
九
で
、

　
世
馬
肥
七
兵
衛
景
清
韓
朝
を
は
か
ら
ん
が
爲
に
、
南
都
大
佛
供
養
の
時
、
大
衆
の
ま
ね
し
て
顯
は
れ
し
と
、
亦
云
為
に
魚
鱗
を
覆

　
ひ
盲
入
の
形
と
な
り
て
幕
下
詑
伺
ひ
し
と
い
へ
り
。

　
　
按
に
東
大
寺
に
て
大
衆
の
如
く
し
て
伺
ひ
し
は
、
薩
摩
中
將
と
い
ひ
し
者
也
（
保
貸
間
記
の
中
）
。
鱗
を
眼
に
あ
て
は
か
り
し

　
　
は
、
上
総
五
郎
兵
衛
尉
な
り
ハ
門
鑑
十
二
）
。
こ
れ
ら
の
事
古
書
世
に
出
で
ざ
り
し
時
、
誤
り
つ
た
へ
て
皆
景
清
と
せ
り
。

と
記
し
て
居
る
。

　
舞
の
本
の
「
景
清
」
で
は
、
頼
朝
を
狙
っ
た
の
は
大
佛
供
養
の
日
だ
け
で
は
な
く
、
翌
日
は
山
伏
姿
と
な
っ
て
般
若
寺
で
、
こ
れ

も
璽
忠
の
爲
に
果
さ
す
、
ま
た
も
や
霧
の
法
で
遁
れ
、
其
他
清
水
坂
、
谷
の
塔
、
峯
の
塔
、
桂
、
常
磐
の
里
な
ど
三
十
七
度
狙
っ
て

果
さ
な
か
っ
た
と
な
っ
て
居
る
。
近
松
の
「
出
世
景
清
」
で
も
そ
の
ま
X
踏
襲
し
て

　
斯
う
申
す
景
清
は
二
相
を
悟
り
候
へ
ど
も
、
重
忠
は
四
相
を
悟
る
、
顧
朝
に
出
合
ひ
既
に
討
た
ん
と
せ
し
こ
と
三
十
四
度
に
及
べ

　
ど
も
、
彼
の
重
忠
に
隔
て
ら
れ
つ
ひ
に
本
望
途
げ
申
さ
す
。

と
し
て
あ
る
。
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六
、
　
所
仙
持
の
刀
を
徳
丸
と
い
ふ
荊
畢

　
前
に
引
い
た
議
曲
「
大
佛
供
養
」
に
、
　
「
彼
の
癒
丸
を
さ
し
か
ざ
せ
ば
し
と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
癒
丸
の
こ
と
は
有
名
で
あ

っ
た
と
思
は
れ
る
。
舞
の
本
「
景
清
」
で
は
大
佛
供
養
の
ヨ
の
景
清
の
扮
装
を
記
し
た
中
に
「
お
ほ
い
殿
よ
り
も
給
は
り
元
る
あ
ざ

ま
る
と
い
ふ
打
刀
を
十
文
字
に
さ
す
ま
」
に
」
と
記
し
て
居
る
。
近
松
の
「
出
世
景
清
」
で
は
、
「
北
の
方
（
大
宮
司
の
妻
）
も
悦

び
て
、
｛
示
盛
公
よ
り
た
び
給
ふ
癒
丸
と
い
ふ
名
創
を
景
済
…
に
給
は
り
：
：
」
と
な
っ
て
み
る
。
こ
の
癒
丸
に
つ
い
て
は
淺
學
の
私
に

は
こ
れ
以
外
に
出
典
は
考
へ
ら
れ
二
な
い
。

　
七
、
破
牢
の
慕

　
舞
の
本
「
景
清
」
で
は
、
源
氏
方
が
景
清
を
捕
へ
る
手
段
と
し
て
、
金
面
の
大
宮
司
左
京
に
召
し
上
せ
て
入
牢
さ
せ
た
。
こ
れ
を

知
っ
た
景
清
は
自
ら
名
乗
っ
て
出
て
捕
へ
ら
れ
、
特
別
に
造
つ
拒
恐
ろ
し
く
．
頑
丈
な
年
に
入
れ
ら
れ
た
Q
あ
る
時
牢
の
邊
を
京
童

が
、
あ
れ
ほ
ど
強
い
早
馬
の
景
清
も
、
源
氏
方
に
は
も
っ
と
強
い
者
が
居
る
か
ら
牢
に
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
嘲
っ
て
通
る
の
を
聞
い

π
景
清
が
、
観
音
を
念
じ
て
、
さ
し
も
に
頑
丈
な
牢
を
破
っ
て
、
清
水
観
音
に
詣
で
、
再
び
牢
に
戻
っ
て
居
た
。
と
い
ふ
こ
と
に
な

っ
て
居
る
。

　
近
松
の
「
出
世
馬
出
」
で
は
、
伊
庭
十
藏
が
嘲
弄
し
た
の
で
破
牢
し
て
出
で
、
十
藏
を
引
裂
い
て
再
び
牢
に
入
っ
て
居
た
の
で
あ

る
。
と
も
に
た
穿
景
清
の
勇
力
を
誇
示
し
た
だ
け
の
事
で
あ
る
。
　
「
壇
浦
兜
軍
記
」
で
は
牢
破
り
は
陰
に
な
っ
て
み
て
、
頼
朝
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
が

く
ま
で
景
清
を
味
方
に
し
ょ
う
と
情
を
か
け
る
の
で
、
景
清
は
牢
を
破
っ
て
科
を
軍
ね
て
殺
さ
れ
ん
が
爲
の
破
牢
で
あ
る
。

　
歌
舞
伎
十
八
番
の
内
に
「
景
清
」
が
あ
る
。
　
一
盤
江
戸
歌
舞
伎
で
は
景
清
は
曾
我
狂
言
の
中
に
取
入
れ
ら
れ
た
の
が
多
く
、
團
↑



郎
が
荒
事
と
し
て
演
じ
て
み
る
事
が
多
い
。
　
こ
の
十
八
番
の
景
清
も
そ
の
一
例
で
、
初
演
は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
市
村
座
の

　
は
つ
も
と
ゆ
ひ
か
よ
ひ
そ
が

「
初
髪
日
通
曾
我
」
の
一
部
で
、
羽
生
丁
丁
右
衛
門
實
は
悪
七
兵
衛
耳
玉
（
市
川
海
老
藏
－
二
代
目
團
十
郎
）
で
景
清
の
破
牢
を
中

心
と
し
た
も
の
で
、
俗
に
牢
破
り
の
景
清
と
呼
ば
れ
て
居
る
。
こ
れ
は
鎌
倉
の
土
牢
を
破
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
東
海
道
名
所
圓
會
こ

巻
六
に

　
　
　
　
　
　
け
は
ひ
ざ
か

　
景
清
牢
窟
　
化
粧
坂
に
あ
り
。
傳
云
、
悪
七
兵
衛
馬
子
を
捕
へ
て
こ
ミ
に
籠
置
き
し
と
そ
。
今
見
る
に
華
中
淺
く
し
て
牢
と
す
べ

　
き
物
に
あ
ら
す
、
古
あ
り
し
は
頽
駿
し
て
後
世
准
へ
作
る
、
も
の
鰍
。
傍
に
向
陽
庵
と
い
ふ
あ
り
、
こ
」
は
景
清
が
女
の
開
基
に
し

　
て
景
清
が
守
本
璽
・
十
一
面
観
一
音
を
安
す
。

と
あ
る
。
歌
舞
伎
十
八
番
の
景
清
に
で
も
糠
っ
て
後
人
の
假
託
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
八
、
自
ら
爾
眼
を
快
り
取
っ
た
事
。

　
藷
…
曲
「
景
清
」
は
盲
目
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
盲
目
と
な
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
み
な
い
。
舞
の
本
「
量
見
」
で
は
、
頼
朝
の
恩
に

感
泣
し
な
が
ら
、
頼
朝
を
見
る
と
一
太
刀
恨
み
た
い
と
の
思
が
お
こ
る
か
ら
、
見
な
い
や
う
に
と
首
鼠
を
挟
つ
た
事
に
な
っ
て
居

る
。
　
「
出
世
景
清
」
も
「
壇
浦
兜
軍
記
」
も
同
様
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
五
に
記
し
た
「
玄
同
放
言
」
の
馬
琴
の
読
の
や
う
に
、
　
「
吾
妻
鏡
」
に
見
え
る
上
総
五
郎
兵
衛
忠
光
と
「
史
記
」
、
刺
客
列

傳
二
十
六
、
荊
朝
傳
中
に
あ
る
高
漸
離
の
事
と
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
九
、
晩
年
を
日
向
國
で
逡
つ
た
事

　
講
中
「
辛
々
」
に
見
え
て
居
る
。
舞
の
本
「
単
葉
」
で
は
三
十
七
で
爾
眼
を
挟
り
、
日
向
に
下
り
、
八
十
三
歳
で
大
往
生
を
途
げ

　
　
　
悪
七
兵
衛
李
景
浩
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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清
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六

た
と
な
っ
て
み
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
爾
眼
を
挟
っ
て
か
ら
清
水
に
詣
で
、
観
音
の
御
利
生
で
再
び
爾
眼
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
あ

る
か
ら
、
日
向
で
の
景
清
は
盲
目
で
は
な
い
。
　
「
出
世
景
清
」
も
「
壇
浦
兜
軍
記
」
も
、
群
々
喜
ん
で
日
向
國
へ
下
向
と
で
筆
を
と

め
て
居
る
。
そ
し
て
観
照
の
御
利
生
で
爾
眼
が
明
ら
か
に
な
っ
た
事
は
な
い
か
ら
、
盲
目
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

　
景
清
の
晩
年
に
つ
い
て
は
「
長
門
本
早
家
物
語
」
巻
十
九
に
、

　
同
（
建
久
）
六
年
三
月
十
三
日
に
大
佛
供
養
あ
め
、
準
家
の
侍
上
総
悪
七
兵
衛
景
清
、
鎌
倉
殿
べ
降
人
に
参
り
た
り
け
れ
ば
、
和

　
田
左
衛
門
尉
義
盛
に
預
ら
る
。
昔
手
家
に
平
し
様
に
少
し
も
口
へ
ら
す
、
和
田
左
衛
門
に
所
を
も
置
か
す
、
　
一
座
を
せ
め
て
盃
先

　
　
　
　
　
ぶ
ん

　
に
取
、
或
は
挺
の
わ
き
に
、
馬
引
寄
せ
て
乗
り
た
り
な
ど
し
て
有
け
れ
ば
、
も
て
扱
ひ
て
、
他
人
に
預
給
へ
と
薄
け
れ
ば
、
常
陸

　
國
佳
人
八
田
左
衛
門
尉
知
家
に
預
ら
る
。

な
ほ
同
書
巻
二
十
に
、

　
上
総
愈
愈
丘
ハ
衛
景
清
は
、
降
人
に
参
砂
た
り
け
み
が
、
大
佛
供
養
の
日
を
か
ぞ
へ
て
、
建
久
七
年
三
月
七
日
に
て
あ
り
け
る
に
、

　
湯
水
を
と
穿
め
て
絡
に
死
に
け
り
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
を
眞
と
す
れ
ば
、
景
清
日
向
下
り
は
作
者
の
主
構
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
思
ふ
に
前
に
二
の
項
に
記
し
た

「
長
門
本
手
家
物
語
」
に
あ
る
、
盛
久
が
越
前
國
池
田
ノ
庄
を
薄
墨
か
ら
與
へ
ら
れ
た
と
の
話
を
も
と
に
し
て
、
聖
霊
が
日
向
宮
崎

庄
を
與
へ
ら
れ
た
と
い
ふ
事
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
ら
う
。

　
な
ほ
前
記
景
清
が
湯
水
を
と
黛
め
て
死
ん
だ
と
の
「
長
門
垂
準
家
物
語
」
巻
二
十
の
記
事
は
、
薗
に
も
記
し
％
「
吾
妻
鏡
」
三
十

一
、
建
久
三
年
二
月
廿
四
日
に



　
廿
四
日
、
丁
卯
、
母
君
藏
國
六
蓮
海
邊
↓
囚
人
上
総
五
郎
兵
衛
尉
忠
光
臭
首
、
　
義
盛
奉
二
行
之
↓
日
來
断
二
薪
水
一
曹
た
、
　
推
間
之

　
間
、
申
云
、
更
無
二
同
類
↓
但
越
中
次
郎
兵
衛
尉
盛
縫
、
去
年
之
比
逆
賊
居
丹
波
國
戯
彼
同
存
二
樹
冠
之
志
一
鰍
、
於
二
當
時
一
者
難
レ

　
知
二
在
所
納
曾
不
レ
定
二
一
所
一
云
名

と
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
忠
光
が
景
清
と
誤
傳
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
聡
察
で
見
る
と
、
四
の
項
で
記
し
か
「
長
門
本
極
家
物
語
」
の
越
中
次
郎
兵
衛
盛
次
（
吾
妻
鏡
、
盛
纏
）
が
但
馬
に
隠
れ
た

と
い
ふ
の
は
丹
波
の
誤
り
か
も
知
れ
な
い
が
、
頼
朝
を
狙
っ
た
と
の
亨
は
事
實
ら
し
い
。
－
な
ほ
「
吾
妻
鏡
」
巻
十
二
、
建
久
四
年
三

月
十
六
日
に

　
十
六
日
、
癸
未
、
準
家
輿
望
越
中
次
郎
兵
衛
尉
盛
纏
以
下
、
隠
居
近
國
一
之
由
、
有
．
風
聞
　
早
可
二
追
討
円
之
由
、
被
レ
仰
二
兵
衛

　
尉
基
清
一
云
名

と
も
あ
る
。

　
十
、
人
丸
姫
が
、
日
向
國
に
父
景
清
を
尋
ね
た
事

　
議
曲
「
景
清
」
は
こ
の
事
で
一
曲
を
な
し
て
み
る
。
舞
本
「
景
清
」
、
「
出
世
景
清
」
、
「
壇
浦
山
軍
記
」
共
に
此
の
事
に
は
ふ
れ
て

居
な
い
。
「
近
世
邦
樂
年
表
、
義
太
夫
節
之
部
」
の
賓
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
三
月
三
日
、
豊
竹
座
の
「
増
補
日
向
景
清
」
（
正
本
未

見
）
と
あ
る
の
は
多
分
人
丸
が
日
向
に
父
景
清
を
尋
ね
た
事
を
中
心
と
し
た
作
た
あ
ら
う
。
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
十
月
二
日
、

　
　
　
　
だ
い
ぶ
つ
で
ん
ま
ん
だ
い
の
い
し
す
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
め

豊
竹
座
「
大
佛
殿
万
代
石
礎
」
、
及
び
そ
の
改
作
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
十
月
廿
一
日
、
豊
竹
座
「
嬢
景
清
八
島
日
記
」
は
共
に
入

丸
姫
が
日
向
に
父
を
尋
ね
る
苦
心
を
中
心
と
し
た
作
で
あ
る
。
竹
本
座
が
「
出
世
景
清
」
、
「
壇
浦
兜
軍
記
」
共
に
謡
曲
「
梅
畑
」
の

　
　
　
悪
七
兵
衛
準
景
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
悪
七
兵
衛
準
景
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

筋
を
と
ら
な
か
っ
た
の
に
、
豊
竹
座
の
方
で
こ
れ
を
基
と
し
た
作
を
上
演
し
て
居
る
の
は
、
封
抗
意
識
か
ら
で
も
あ
ら
う
か
。

　
九
の
項
に
述
べ
た
や
う
に
、
景
清
が
日
向
に
下
っ
た
事
が
何
等
根
猿
の
な
い
作
り
話
で
あ
る
以
上
、
こ
の
人
七
姫
が
尋
ね
て
き
元

と
の
事
も
事
實
で
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
佐
威
謙
太
郎
氏
は
謡
曲
「
野
駆
」
は
、
　
コ
十
家
物
語
」
の
有
王
島
渡
り
か
ら
の
構
想

で
あ
ら
う
と
い
っ
て
居
ら
れ
る
。

　
し
か
る
に
新
井
白
図
の
「
牛
馬
問
」
、
百
井
塘
雨
の
「
笈
埃
随
筆
」
、
蜀
山
人
の
「
一
話
＝
言
」
等
に
日
向
宮
崎
に
景
清
の
墓
の
あ

る
事
を
記
し
て
み
る
。
「
檜
訂
一
話
一
言
」
巻
十
二
に
姦
葭
堂
談
と
し
て

　
日
向
國
宮
崎
二
景
清
ノ
碑
ア
リ
、
銘
二
云

　
　
　
水
鑑
景
清
大
居
士

　
年
中
丸
年
ヲ
歴
テ
消
ス
委
キ
コ
ト
不
知
、
碑
石
ヲ
削
テ
幽
翠
ル
者
服
ス
ソ
バ
病
愈
ニ
ヨ
ツ
テ
大
石
ナ
レ
ド
モ
雌
牛
削
り
去
ル
、
．
ユ

　
エ
当
年
汝
新
二
碑
ヲ
建
ル
ト
云
フ
、
近
來
四
方
ヲ
園
錠
ヲ
メ
閉
、
最
別
當
ア
ウ
沙
汰
寺
ト
云
、
告
ル
所
ア
レ
バ
法
師
出
テ
拝
ヲ
琵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
キ
メ

　
ス
、
此
地
鶉
ノ
名
物
也
、
音
清
亮
ナ
ル
ヨ
シ
、
此
邊
ノ
村
汝
木
ニ
テ
鶉
ヲ
造
り
費
ヨ
シ
、
参
人
ノ
土
産
ト
ス
、
同
所
生
目
村
ア

　
リ
、
村
中
二
生
目
八
幡
ア
リ
、
景
清
ク
ル
所
ノ
爾
眼
ヲ
祀
ル
ト
云
、
紳
奴
モ
ア
リ
、
今
ニ
イ
ケ
ル
が
如
シ
。

　
　
南
畝
按
、
秋
月
家
臣
漬
、
此
ウ
ヅ
ラ
バ
片
目
鶉
ト
テ
コ
ト
く
ク
片
目
也
ト
去
。

と
あ
る
。
単
眼
を
挾
つ
た
の
が
宮
崎
で
の
ζ
と
に
な
っ
て
み
る
な
ど
は
面
白
い
。
　
「
牛
馬
問
」
巻
一
も
景
清
の
墓
の
在
所
を
宮
崎
郡

竹
篠
村
沙
汰
寺
と
し
て
み
る
。
　
「
笈
埃
随
筆
」
巻
一
で
は

　
上
北
方
村
に
妙
法
寺
と
い
ふ
眞
言
寺
の
境
内
に
古
墳
あ
り
。
丈
字
も
な
し
。
景
清
が
塚
な
り
と
い
ふ
。
其
傍
に
景
清
が
女
の
人
丸



　
姫
の
碑
石
も
あ
り
。
父
景
清
を
慕
ひ
來
り
て
、
、
こ
」
に
経
れ
り
と
な
り
。

と
あ
り
、
景
清
の
残
年
を
建
保
二
年
甲
戌
八
月
十
五
日
と
し
て
あ
る
。
舞
の
本
「
官
立
」
に
、
頼
朝
に
眼
を
さ
し
出
す
と
こ
ろ
に
、

「
十
六
の
春
よ
り
三
十
七
の
今
ま
で
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
嫉
っ
て
大
佛
供
養
の
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
、
景
清
を
假
り
に
三
十
七
歳

と
す
れ
ば
、
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
は
五
十
六
歳
の
筈
で
、
舞
の
本
「
景
清
」
に
い
ふ
八
十
三
歳
で
の
大
往
生
な
ら
ば
仁
治
二

年
（
＝
一
四
一
）
に
死
ん
だ
事
に
な
る
。
　
「
虫
草
随
筆
し
に
「
文
字
も
な
し
」
と
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
景
清
の
法
名
及
び
残
年
が
記

さ
れ
て
み
る
が
、
何
に
よ
っ
た
と
い
ふ
記
述
も
な
い
の
で
解
ら
な
い
が
、
心
々
に
で
も
聞
い
た
の
で
あ
ら
う
。
三
瓶
と
い
ふ
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

い
か
に
も
野
方
圖
で
あ
る
か
の
一
例
と
し
て
面
白
い
。
　
「
笈
埃
随
筆
」
に
は
な
ほ
上
総
國
布
施
村
の
一
食
の
門
前
の
大
き
な
五
輪
が

景
清
の
墳
だ
と
傳
へ
ら
れ
て
居
る
と
も
記
し
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ
み

　
人
虚
脱
の
墓
に
つ
い
て
は
、
　
「
東
海
道
名
所
圖
會
」
巻
六
に
鎌
倉
の
巽
荒
紳
の
東
、
畠
の
中
に
あ
り
、
そ
の
南
の
畠
が
尊
氏
の
屋

敷
蹟
だ
と
記
し
て
あ
る
。
同
じ
嘘
に
し
て
も
人
丸
紐
が
十
重
の
守
本
尊
十
一
面
観
音
を
祀
っ
て
、
景
清
の
牢
の
傍
に
向
陽
庵
左
開

き
、
同
じ
鎌
倉
で
死
ん
だ
と
い
ふ
方
が
最
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
し
こ
ろ

　
一
屋
島
容
の
鐙
・
引
の
事
ρ

　
舞
の
本
「
景
清
」
に
ふ
れ
て
居
な
い
の
で
、
後
に
な
っ
た
が
、
導
引
は
流
布
本
「
墨
家
物
語
」
に
も
、
謡
曲
「
八
島
」
「
景
清
」

に
も
あ
り
、
舞
の
本
「
景
清
」
に
こ
そ
な
い
が
、
浮
瑠
璃
・
歌
舞
伎
に
も
演
じ
ら
れ
て
、
景
清
傳
浜
中
一
番
に
有
名
で
あ
り
、
或
は

本
當
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
は
れ
る
裏
件
で
あ
る
。

　
ま
つ
流
布
本
「
不
審
物
語
」
で
は
巻
十
一
、
　
「
弓
流
の
事
」
に
あ
っ
て
、
相
手
は
武
藏
の
國
の
佳
人
美
尾
の
屋
の
十
郎
で

　
　
　
悪
七
兵
衛
李
景
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
悪
七
兵
衛
李
景
漕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
兜
の
鐙
を
ば
長
刀
の
先
に
貫
き
、
高
く
あ
し
上
げ
大
音
聲
を
あ
げ
て
、
「
遠
か
ら
む
者
は
音
に
も
聞
け
、
近
く
ば
目
に
も
見
給
へ
、

　
こ
れ
こ
そ
京
童
の
呼
ぶ
な
る
上
総
の
悪
七
兵
衛
定
定
よ
」
と
名
乗
り
棄
て
て
、
御
方
の
楯
の
陰
へ
そ
退
き
に
け
る
。

と
あ
る
。
い
か
に
も
花
々
し
い
武
者
振
で
あ
る
。

　
「
長
門
本
裏
家
物
語
」
で
は
巻
十
八
、
相
手
は
常
陸
國
の
佳
人
水
深
屋
十
郎
と
あ
る
。
謡
曲
「
景
清
」
で
は
盲
目
老
衰
の
景
清
が
、

遙
汝
尋
ね
て
き
た
散
人
丸
の
所
望
に
よ
っ
て
の
昔
語
り
と
な
っ
て
み
て
、
相
手
は
三
保
谷
と
の
み
あ
っ
て
十
郭
と
も
四
郎
と
も
な

い
。
謡
曲
「
八
島
」
で
は
義
経
の
亡
簸
が
諸
國
一
見
の
曾
に
屋
島
合
職
を
す
る
。
そ
の
中
に
車
引
も
語
ら
れ
る
の
で
、
相
手
は
三
保

谷
の
四
郎
と
な
っ
て
み
る
。
舞
の
本
「
景
清
」
を
殆
ん
ど
其
儘
請
憶
い
だ
近
松
の
「
出
世
肩
車
」
で
は
、
舞
の
本
で
用
み
な
か
っ
た

鍛
引
を
、
景
清
が
績
朝
の
面
前
で
語
る
こ
と
に
な
っ
て
み
て
、
相
手
は
箕
尾
谷
と
の
み
で
四
郎
と
も
十
郎
と
も
な
い
事
、
謡
曲
「
景

清
」
と
同
檬
で
あ
る
。
こ
の
事
及
び
そ
の
文
章
か
ら
み
て
、
近
松
は
講
曲
の
「
景
清
」
に
糠
つ
た
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

浮
瑠
璃
で
は
、
鍼
引
は
「
「
出
世
魔
軍
」
が
最
初
だ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
既
に
古
澤
瑠
璃
、
土
佐
無
常
橘
正
勝
の
「
大
や
し
ま
」
（
の

ぼ
り
八
島
と
も
い
ふ
）
の
五
段
目
に
も
景
清
の
鍼
引
は
綴
ら
れ
て
み
る
。

　
「
美
浦
兜
軍
記
」
で
は
、
鍼
出
て
恥
辱
を
と
っ
た
相
模
の
箕
尾
谷
四
郎
國
時
が
、
景
溶
を
搦
取
っ
て
恥
辱
を
雪
が
ん
と
辛
苦
す
る

と
い
ふ
筋
で
あ
る
。
し
か
も
國
時
は
景
清
の
弟
で
、
こ
れ
を
知
っ
た
寒
紅
は
わ
ざ
と
國
時
に
捕
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
の
が
趣
向
で
あ

る
。　

景
清
の
相
手
は
三
保
谷
の
十
郎
で
も
四
郎
で
も
、
鍼
引
の
事
は
裏
家
に
も
謡
曲
に
も
あ
る
の
で
、
或
は
事
済
か
と
も
思
は
れ
る

が
、
　
「
垂
準
盛
衰
記
」
に
は
空
清
の
鍼
引
の
事
は
な
い
。
即
四
十
二
巻
、
屋
裏
合
童
心
玉
葱
扇
を
立
て
與
一
屍
を
射
る
事
の
章
に
、



　
　
　
　
　
　
　
に
ふ
の
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
め

　
武
断
國
の
佳
人
丹
生
磯
十
郎
、
同
四
郎
等
喚
き
て
か
か
る
。
：
：
先
陣
に
進
む
十
郎
が
馬
の
．
草
別
を
、
唐
笠
射
込
み
た
れ
ば
、
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
キ
な
た

　
は
屏
風
を
か
へ
す
が
如
く
倒
れ
け
り
。
十
郎
足
を
越
し
て
馬
手
の
方
に
落
ち
立
つ
虞
に
、
武
者
一
人
長
刀
を
額
に
當
て
て
飛
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
つ
ち

　
懸
る
。
十
郎
叶
は
す
と
思
ひ
て
、
貝
吹
い
て
逃
ぐ
。
逃
ぐ
る
も
追
ふ
も
電
の
如
し
。
十
郎
希
有
に
し
て
逃
げ
延
び
て
、
馬
の
陰
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ら
は
ぺ

　
息
突
き
居
た
り
。
敵
長
刀
を
つ
か
へ
て
協
開
き
仕
ひ
、
　
「
今
日
此
の
頃
童
部
ま
で
も
沙
汰
す
な
る
上
納
の
悪
七
兵
衛
景
清
、
我
と

　
思
は
ん
人
々
は
落
ち
合
へ
や
、
大
耳
軍
と
名
乗
り
給
ふ
判
官
は
如
何
に
、
三
浦
、
佐
た
木
は
な
き
か
、
熊
谷
、
早
山
は
な
き
か
、

　
打
物
取
っ
て
は
鬼
紳
に
も
負
け
じ
と
云
ふ
な
る
畠
山
は
な
き
か
、
　
組
め
や
一
。
」
と
い
へ
ど
も
名
に
や
恐
れ
げ
ん
打
っ
て
出
つ

　
る
者
は
な
し
。

と
、
流
布
本
雫
家
と
同
字
な
場
面
が
描
か
れ
て
居
る
け
れ
ど
鐙
引
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
盛
衰
記
に
は
景
清
と
三
事
業
で
な
い
他
の
人

々
の
鍼
引
を
傳
へ
て
居
る
。
そ
れ
は
同
じ
章
の
右
の
文
よ
り
梢
後
、
義
経
の
単
流
の
と
こ
ろ
に

　
小
林
神
吾
宗
行
と
云
ふ
者
あ
り
。
越
中
次
郎
兵
衛
盛
嗣
が
熊
手
を
以
て
制
官
を
取
ら
ん
と
し
け
る
を
、
大
將
軍
を
懸
け
さ
せ
じ
と

　
　
　
　
　
　
お
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
し
ぶ
ね

　
て
、
績
い
て
游
が
せ
た
り
け
る
程
に
、
事
由
な
く
上
り
給
ひ
た
り
け
れ
ば
、
盛
嗣
、
判
官
を
か
け
外
し
て
安
か
ら
す
思
ひ
、
游
艇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
い
ご
ゑ

　
に
乗
り
移
り
、
差
寄
り
て
宗
行
が
兜
の
吹
返
に
熊
手
を
か
ら
と
打
懸
け
て
、
曳
聲
を
出
し
て
引
く
。
宗
行
鞍
の
前
輪
に
強
く
取
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
な
み

　
き
て
鞭
を
打
つ
、
主
も
直
証
の
乗
尻
な
り
、
馬
も
實
に
す
く
や
か
な
り
。
水
に
浮
べ
る
小
船
な
れ
ば
、
汀
へ
向
ひ
舳
騒
つ
か
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ぬ
き
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ
ご

　
て
、
さ
」
め
い
で
引
上
げ
た
る
。
宗
行
、
熊
手
に
懸
け
ら
れ
な
が
ら
馬
よ
り
飛
び
下
り
v
貫
帯
き
た
り
け
る
が
、
沙
に
足
を
踏
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
い
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
や
か

　
入
れ
つ
つ
、
頸
を
延
べ
て
曳
網
と
そ
引
き
た
り
け
る
。
盛
嗣
も
大
力
、
｛
示
行
も
健
者
、
勝
劣
何
れ
も
見
え
ざ
る
け
り
。
金
剛
力
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
こ
ろ

　
の
頸
引
き
と
そ
畳
え
た
る
。
爾
方
暖
く
引
く
程
に
、
鉢
付
の
板
ふ
っ
と
引
き
さ
り
、
鉢
は
贈
り
て
頭
に
あ
り
、
鐘
は
熊
手
に
留
ま

　
　
　
悪
七
兵
徳
李
景
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



悪
七
兵
衛
準
景
清

五
二

　
り
ぬ
。

と
あ
る
。
鍼
引
に
つ
い
て
は
つ
ま
り
景
清
と
盛
嗣
と
二
通
り
の
傳
へ
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
來
つ
た
や
う
に
俗
傳
の
景
清
の
行
蹟
は
、
「
吾
妻
鏡
レ
や
「
長
門
本
雫
家
物
語
し
に
擦
れ
ば
、
忠
光
や
、
盛
久
、
宗
助

（
宗
資
）
、
盛
次
（
盛
纏
、
華
甲
）
の
事
を
基
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
、
と
い
っ
て
わ
る
け
れ
ば
、
そ
の
噂
話
。
他
は
作
者
達
の
並
置

と
い
ふ
事
に
な
る
。
唯
一
つ
眞
に
近
い
か
と
思
は
れ
る
導
引
で
さ
へ
も
、
極
倒
盛
嚢
記
の
異
傳
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
景
清
の
俗
傳
一

つ
と
し
て
信
用
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
と
い
ふ
事
に
な
る
。
そ
れ
が
か
く
色
々
な
事
件
が
景
清
と
し
て
傅
へ
ら
れ
て
る
る
と
い
ふ
事

は
、
彼
自
ら
が
「
京
童
の
呼
ぶ
な
る
上
総
の
悪
七
兵
衛
景
清
」
と
名
乗
つ
た
と
「
不
家
物
語
」
に
あ
る
や
う
に
、
當
時
剛
勇
の
名
が

高
か
っ
た
こ
と
、
悪
弊
丘
ハ
野
景
清
と
い
ふ
名
が
、
い
か
に
も
七
里
ら
し
く
且
つ
い
か
に
も
語
路
が
い
㌧
せ
み
だ
と
私
は
思
ふ
。
そ
の

悪
七
兵
衛
と
い
ふ
名
は
、
伯
父
の
大
日
坊
を
殺
し
た
が
爲
め
だ
と
傳
へ
ら
れ
、
　
「
紅
紫
兜
軍
記
」
に
は
第
一
段
に
大
日
煮
殺
し
が
仕

組
ま
れ
て
み
る
が
、
天
野
信
景
が
「
塵
尻
」
五
十
四
巻
に
、
　
「
望
事
出
書
何
に
あ
り
ゃ
猫
尋
ぬ
べ
し
」
と
記
し
て
み
る
や
う
に
、
こ

れ
亦
眞
儒
の
疑
は
し
い
事
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
二
十
九
年
三
月
十
九
日


