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田
中
組
「
傀
儡
師
」

の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

山
　
　
田
　
　
和

人

　
竹
田
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
は
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
は
江
戸
に
お
い

て
興
行
さ
れ
て
お
り
、
竹
田
か
ら
く
り
の
本
拠
地
で
あ
る
大
坂
で
は
、
そ
れ
よ

り
以
前
に
既
に
上
演
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
以
後
、
竹
田
の

江
戸
下
り
の
時
に
は
よ
く
上
演
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
竹
田
か
ら
く

り
「
傀
儡
師
」
と
、
ほ
ぼ
同
じ
構
造
を
持
っ
た
か
ら
く
り
が
愛
知
県
半
田
市
亀

崎
の
田
中
組
神
楽
車
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
既
に

拙
稿
「
竹
田
か
ら
く
り
『
傀
儡
師
』
に
っ
い
て
－
フ
ィ
ー
ル
ド
と
文
学
史
の
接

¢点
」
に
お
い
て
、
そ
の
動
態
を
中
心
に
竹
田
か
ら
く
り
の
絵
尽
や
番
付
と
田
中

組
「
傀
儡
師
」
の
比
較
検
討
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
田
中
組
に
伝
承
さ
れ

て
い
る
「
傀
儡
師
」
が
、
竹
田
か
ら
く
り
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
構
造
と
動
態
を

も
っ
た
か
ら
く
り
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
を
得
た
。

　
た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
、
竹
田
か
ら
く
り
の
動
態
を
明
か
に
す
る
た
め
に
、

田
中
組
の
「
傀
儡
師
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
人
形
の
動
き
を
中
心
に
検
討
を
加

　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
田
中
組
の
「
傀
儡
師
」
の
人
形
そ
の
も

の
や
装
置
等
に
っ
い
て
は
十
分
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
「
傀
儡
師
」
の
載
せ
ら
れ
て
い
る
神
楽
車
と
の
関
連
に

っ
い
て
は
わ
ず
か
に
触
れ
る
に
止
ま
っ
た
。
だ
が
、
本
来
、
田
中
組
「
傀
儡

師
」
は
山
車
か
ら
く
り
で
あ
り
、
山
車
の
上
で
奉
納
上
演
さ
れ
る
か
ら
く
り
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
か
ら
く
り
は
、
山
車
か
ら
く
り
と
し
て
の
あ
り
方

に
即
し
て
紹
介
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
か
ら
く
り
の
人
形
や
装
置
と
と
も
に
、
山
軍
と
の
関

連
も
考
慮
し
な
が
ら
、
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
紹
介
と
分
析
を
通
し
て
、
竹
田

か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
の
構
造
に
っ
い
て
仮
説
を
提
示
し
て
み
た
い
。
た
だ
し
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
車
本
体
の
構
造
に
つ
い
て
は
『
半
田
市
史
』
芸
能
民
俗
篇
に
詳
し
い
報
告
が

あ
る
の
で
、
そ
れ
に
譲
る
。
本
稿
で
は
、
か
ら
く
り
人
形
と
の
関
連
か
ら
山
車

の
構
造
に
っ
い
て
言
及
す
る
に
止
め
る
。
た
だ
し
、
田
中
組
の
「
傀
儡
師
」
に



　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

つ
い
て
は
、
前
稿
に
お
い
て
も
そ
の
動
態
を
中
心
に
で
は
あ
る
が
、
既
に
紹
介

と
分
析
を
試
み
て
お
り
、
本
稿
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
断
っ
て
お
き
た
い
。

　
な
お
一
田
中
組
の
「
傀
儡
師
」
の
か
ら
く
り
人
形
の
操
作
方
法
に
つ
い
て
は

稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　
　
　
　
　
一
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
動
態
の
概
要

　
「
傀
儡
師
」
の
か
ら
く
り
人
形
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
、
田
中
組

の
「
傀
儡
師
」
の
動
態
の
概
略
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
「
傀
儡
師
」
は
、
三
段
構
成
の
大
か
ら
く
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一

「
唐
子
踊
り
」
（
序
段
）
、
第
二
「
舟
弁
慶
」
（
本
段
）
、
第
三
「
山
猫
廻
し
」
（
終

段
）
と
な
っ
て
い
る
（
口
絵
写
真
）
。

　
序
段
は
、
傀
儡
師
の
遣
う
箱
人
形
の
唐
子
の
踊
り
で
あ
り
、
傀
儡
師
歌
謡
が

歌
三
味
線
で
演
じ
ら
れ
、
箱
か
ら
せ
り
上
が
っ
て
き
た
二
体
の
唐
子
が
、
い
わ

ゆ
る
チ
ャ
ッ
パ
を
な
ら
し
な
が
ら
、
前
に
向
か
っ
て
、
あ
る
い
は
背
中
合
わ
せ

に
、
ま
た
は
向
か
い
合
っ
て
踊
る
。

　
や
が
て
・
そ
の
唐
子
が
、
箱
の
な
か
に
納
ま
り
、
さ
ら
に
そ
の
箱
の
な
か
に
、

傀
儡
師
の
上
半
身
が
折
り
畳
ま
れ
て
、
姿
を
消
す
と
、
箱
が
波
模
様
に
変
わ
り
、

そ
の
後
、
舟
が
出
現
し
て
、
本
段
の
「
舟
弁
慶
」
の
場
面
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

　
本
段
で
は
、
舟
に
義
経
、
弁
慶
、
舟
子
が
乗
っ
て
い
る
。
謡
の
詞
章
は
、

一一
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『
舟
弁
慶
』
と
ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
る
。
舟
子
は
巧
み
に
舟
を
漕
ぐ
所
作
を
し

て
い
る
。
や
が
て
、
義
経
一
行
に
憾
み
を
な
す
べ
く
、
平
知
盛
の
幽
霊
が
海
上

に
現
わ
れ
る
。
知
盛
は
、
義
経
を
見
や
り
、
手
に
し
た
薙
刀
を
振
り
回
し
な
が

ら
、
さ
ま
ざ
ま
に
激
し
い
怨
霊
の
所
作
を
演
じ
る
。
義
経
も
刀
を
振
り
上
げ
て

応
戦
す
る
。
弁
慶
は
知
盛
の
様
子
を
窺
い
、
打
物
技
で
は
か
な
う
ま
い
と
立
ち

上
が
り
、
数
珠
を
押
し
操
み
、
祷
り
伏
せ
よ
う
と
す
る
。
や
が
て
、
知
盛
の
幽

霊
は
祷
り
伏
せ
ら
れ
て
海
中
に
消
え
て
い
く
。

　
そ
の
後
、
舟
が
折
り
畳
ま
れ
て
消
え
る
と
、
波
模
様
に
変
じ
て
い
た
箱
が
も

と
に
戻
り
、
再
び
折
り
畳
ま
れ
て
い
た
傀
儡
師
の
上
半
身
が
起
き
上
が
る
。

　
終
段
で
は
、
傀
儡
師
の
膝
の
上
の
箱
か
ら
山
猫
（
実
際
に
は
馳
の
剥
製
）
が

現
わ
れ
、
離
子
歌
に
合
わ
せ
て
山
猫
が
左
右
に
身
体
を
揺
す
っ
て
、
そ
の
後
、

バ
ネ
仕
掛
け
で
見
物
の
方
へ
飛
び
出
し
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
に
、
傀
儡
師
が
畳
み
込
ま
れ
て
、
舟
弁
慶
の
場
面
に
変
化
し
、
再

ぴ
、
傀
儡
師
に
戻
る
と
い
う
一
連
の
動
き
が
大
か
ら
く
り
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
傀
儡
師
」
の
詞
章
の
詳
細
に
つ
い
て
は
前
掲
の
拙
稿
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
、

ま
ず
、
こ
の
大
か
ら
く
り
の
人
形
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
簡
単
に
報
告
し
て

お
き
た
い
。

二
　
「
傀
儡
師
」

の
か
ら
く
り
人
形

田
中
組
の
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
の
人
形
は
、
全
部
で
七
種
類
に
及
ん
で
い

　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造
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田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

る
。
す
な
わ
ち
、
傀
儡
師
の
人
形
、
序
段
の
唐
子
（
二
体
）
、
本
段
の
義
経
、

弁
慶
、
舟
子
、
知
盛
、
終
段
の
山
猫
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
形
を
、
竹
田
か
ら

く
り
の
絵
尽
や
番
付
等
の
画
証
類
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
両
者
の
問
に
き

わ
め
て
高
い
相
関
性
を
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
以
下
順
次
、
田
中
組
「
侃

偲
師
」
の
人
形
を
中
心
に
比
較
検
討
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
竹
田
か
ら
く
り

「
傀
儡
師
」
の
画
証
類
は
、
前
稿
に
お
い
て
翻
刻
し
て
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、

最
も
詳
細
な
絵
尽
で
あ
り
、
か
ら
く
り
の
研
究
資
料
と
し
て
も
信
頼
性
の
高
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
機
関
竹
の
林
』
を
中
心
に
、
そ
れ
と
は
別
系
統
の
『
竹
田
新
か
ら
く
り
』
、

　
　
　
　
　
　
　

『
機
関
千
種
の
実
生
』
と
に
限
っ
て
比
較
資
料
と
し
て
掲
出
す
る
に
止
め
た
い
。

　
Ａ
　
傀
儡
師

　
ま
ず
、
傀
儡
師
の
人
形
に
つ
い
て
、
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
人
形
は
、
総
高

が
一
四
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
り
、
座
っ
た
状
態
で
箱
を
膝
の
上
に
載
せ
て
い
る
。

竹
田
か
ら
く
り
の
画
証
類
が
す
べ
て
立
ち
姿
で
描
か
れ
て
い
る
点
か
ら
い
え
ば
、

こ
の
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
座
し
た
姿
は
異
例
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
、
山
車
か
ら
く
り
と
い
う
条
件
が
関
連

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
安
定
感
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、

こ
う
し
た
姿
勢
の
方
が
都
合
が
よ
い
と
い
う
面
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
十
分
に
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

　
　
　
か
し
ら

　
そ
の
首
の
顔
面
部
分
は
、
縦
横
と
も
に
十
四
セ
ン
チ
で
、
目
が
瞬
き
で
き

る
よ
う
に
細
工
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
首
も
左
右
に
動
く
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て

而自晶｛俺の態状たれま畳り折

い
る
。
現
在
、
こ
の
首
は
、
引
き
糸
を
引
い
て
い
な
け
れ
ば
、
前
に
う
っ
向
い

た
状
態
に
な
り
、
正
面
に
そ
の
首
を
固
定
し
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
首
の
周
辺
の
内
部
機
構
を
詳
細
に
調
査
す
る
と
、
こ
の
傀
儡
師
の

首
が
常
に
真
っ
直
ぐ
に
お
き
て
い
る
状
態
を
保
つ
た
め
に
、
頭
を
固
定
し
た
装

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

置
に
鯨
の
髭
を
巻
付
け
て
い
た
痕
跡
が
確
認
で
き
る
。
傀
儡
師
の
首
が
起
き
上

が
っ
た
状
態
に
な
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
う
な
づ
き
の
引
き
糸
が
有
効
に
働
く
の

で
あ
ろ
う
。
傀
儡
師
を
遣
う
場
合
に
、
こ
の
鯨
の
バ
ネ
が
あ
れ
ば
、
折
り
畳
ま

れ
て
い
く
時
に
も
箱
に
納
ま
る
位
置
が
一
定
し
て
く
る
の
で
、
操
作
が
し
や
す

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
っ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
現
在
の
人
形
の
内
部
機
構
か
ら
窺
う
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
動
き
を



想
定
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
細
か
な
点
に
至

る
ま
で
、
傀
儡
師
は
、
よ
り
円
滑
で
操
作
性
の
優
れ
た
か
ら
く
り
人
形
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
傀
儡
師
の
最
大
の
特
徴
は
、
上
半
身
が
折
り
畳
ま
れ
て
箱
の
な

か
に
納
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
竹
田
か
ら
く
り
の
画
証
類
の
ほ
と
ん
ど
に
あ
る

記
述
の
通
り
の
変
化
を
実
際
に
演
じ
て
く
れ
る
。
上
半
身
が
折
れ
曲
が
る
よ
う

に
作
る
こ
と
自
体
大
い
な
る
工
夫
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
箱
の
な
か
に
畳
み
込

む
と
こ
ろ
が
こ
の
か
ら
く
り
の
周
到
さ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
箱
の
な
か
に
は
、

既
に
唐
子
の
人
形
が
納
ま
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
後
に
現
わ
れ
る
山
猫
ま
で
が
仕

組
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
さ
ら
に
よ
り
大
き
な
傀
儡
師
の
上
半
身
が
納
ま
る

と
い
う
の
は
そ
れ
だ
け
で
も
意
外
性
を
も
た
ら
す
。

　
ま
た
、
傀
儡
師
は
操
作
す
る
と
き
に
、
背
中
が
両
開
き
に
な
っ
て
、
開
か
れ

た
傀
儡
師
の
背
中
が
遣
い
手
の
操
作
す
る
と
こ
ろ
を
見
え
な
い
よ
う
に
、
正
面

と
左
右
両
側
を
隠
す
働
き
を
し
て
い
る
。

　
傀
儡
師
の
顔
の
表
情
は
、
剰
軽
さ
の
あ
る
柔
和
な
も
の
で
、
竹
田
か
ら
く
り

の
「
傀
儡
師
」
の
絵
尽
や
番
付
類
と
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

田
中
組
の
「
傀
儡
師
」
は
、
頭
巾
を
被
っ
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、

『
竹
田
新
か
ら
く
り
』
が
、
最
も
近
い
が
、
そ
う
し
た
差
異
は
こ
こ
で
は
そ
れ

ほ
ど
の
問
題
に
は
な
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
傀
儡
師
の
あ
る
種
お
ど
け

た
表
情
に
画
証
類
と
の
相
関
性
が
指
摘
で
き
る
。

　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

　
な
お
、
惚
偲
師
が
唐
子
を
遣
う
と
き
、
箱
に
布
を
被
せ
る
の
は
、
首
掛
け
の

箱
の
な
か
を
覗
か
れ
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
傀
儡
師
の
古
い
画
証
の
ほ
と
ん

ど
に
は
必
ず
そ
の
布
が
描
か
れ
て
い
る
。
現
在
の
田
中
組
の
傀
儡
師
は
衣
裳
も

荻
蒸
．

氏
、
喜

五
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田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

新
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
に
、
か
つ
て
の
箱
に
掛
け
て
い
た
布
を
人
形
と
一

体
化
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
頁
に
掲
げ
た
古
い
写
真
を
見
る
と
、
明

か
に
薄
い
布
を
箱
の
上
に
被
せ
て
唐
子
を
遣
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
の
写
真

に
は
、
作
り
替
え
る
前
の
古
い
傀
儡
師
の
衣
裳
と
箱
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｂ
　
唐
子

　
次
に
傀
儡
師
の
箱
か
ら
せ
り
上
が
っ
て
く
る
唐
子
人
形
に
注
目
し
て
み
た
い
。

こ
の
二
体
の
人
形
は
い
ず
れ
も
唐
風
の
衣
裳
を
纏
っ
て
お
り
、
そ
の
髪
形
や
表

情
に
至
る
ま
で
、
竹
田
か
ら
く
り
の
画
証
類
と
一
致
し
て
い
る
。
首
は
長
さ

五
・
八
セ
ン
チ
、
固
定
台
ま
で
の
人
形
の
総
高
三
四
・
五
セ
ン
チ
、
そ
の
下
の

台
も
含
め
る
と
総
高
は
三
六
・
五
セ
ン
チ
と
な
る
。
唐
子
の
持
つ
チ
ャ
ツ
パ
は
、

直
径
が
四
・
七
セ
ン
チ
あ
る
。
竹
田
か
ら
く
り
の
絵
尽
や
番
付
を
見
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
¢

「
機
関
梅
早
咲
』
と
『
機
関
千
種
の
実
生
』
で
は
、
向
か
い
合
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
、
『
機
関
竹
の
林
』
で
は
、
正
面
に
並
び
な
が
ら
や
や
向
か
い
合
う
よ
う

に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
画
証
類
で
は
、
唐
子
の
動
き
が
、
向
か
い
合
う

と
こ
ろ
と
正
面
に
向
く
と
こ
ろ
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
田
中
組

の
唐
子
の
動
き
を
参
照
す
れ
ば
、
『
機
関
梅
早
咲
』
、
，
機
関
千
種
の
実
生
』
と

『
機
関
竹
の
林
」
の
微
妙
な
相
違
が
実
は
事
実
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
よ
り
い
っ
そ
う
、
唐
子
人
形
の
動
き
を
つ
ぶ
さ
に
示

し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
田
中
組
の
「
傀
儡
師
」
で
は
、

さ
ら
に
背
中
合
わ
せ
に
な
る
動
き
が
認
め
ら
れ
る
。

六

　
Ｃ
　
舟
子

　
こ
こ
で
、
傀
儡
師
が
畳
み
込
ま
れ
た
後
の
、
舟
弁
慶
の
場
面
の
人
形
に
目
を

移
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
最
初
は
舟
子
が
舟
を
巧
み
に
操
っ
て
い
る
。
こ
の
舟
子
は
船
頭
と
呼

ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
表
情
は
、
竹
田
か
ら
く
り
の
画
証
類
と
同
様
、
副
軽
な

も
の
で
あ
り
、
愛
嬬
の
あ
る
表
情
で
あ
る
。
舟
子
の
操
る
櫓
は
、
伸
縮
式
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
舟
は
、
三
折
り
に
収
納
さ
れ
て
い
る
の
で
、
櫓
は
そ
の
と
き

に
は
縮
ん
で
い
る
の
だ
が
、
舟
が
開
い
て
舟
弁
慶
の
場
面
に
な
る
と
、
糸
の
操

作
で
引
き
伸
ば
し
て
使
え
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
巧
み
な
配
慮
で

あ
り
、
舟
が
三
折
り
に
な
る
こ
と
を
前
提
に
な
さ
れ
た
工
夫
で
あ
る
。
因
み
に
、

衣
裳
は
新
た
に
作
り
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
形
の
内
部
機
構
は
そ
の

ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
舟
子
は
、
現
在
の
舟
に
同
乗
し
て
い
る
人
形
の
な
か
で
は
最
も
繊
細
な

動
き
を
見
せ
る
人
形
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
舟
を
操
り
な
が
ら
、
身
体
を
前
後
に

揺
す
り
、
櫓
を
漕
ぐ
し
ぐ
さ
を
し
て
、
。
さ
ら
に
首
を
左
右
に
動
か
す
の
で
あ
る
。

か
っ
て
は
、
知
盛
の
怨
霊
の
出
現
の
前
後
で
漕
ぎ
方
の
テ
ン
ポ
が
変
わ
っ
た
と

も
い
う
。

　
Ｄ
　
義
経

　
次
に
知
盛
の
出
現
に
対
し
て
、
刀
を
振
り
上
げ
て
応
戦
す
る
義
経
の
人
形
に

つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
義
経
の
人
形
は
、
刀
を
持
っ
た
手
を
上
下
さ
せ
て
知



盛
に
立
ち
向
か
う
の
だ
が
、
そ
の
際
、
長
絹
を
脱
い
で
太
刀
を
抜
い
て
立
ち
向

か
う
。
義
経
の
人
形
は
座
っ
た
ま
ま
所
作
を
す
る
の
で
、
そ
の
総
高
は
二
六
・

五
セ
ン
チ
程
で
あ
る
（
前
稿
「
竹
田
か
ら
く
り
『
傀
儡
師
』
に
つ
い
て
」
に
お

い
て
義
経
の
人
形
が
立
ち
上
が
る
と
い
う
誤
っ
た
記
述
を
し
て
い
る
点
を
こ
の

場
を
借
り
て
訂
正
し
て
お
き
た
い
）
。

　
義
経
の
人
形
の
周
辺
を
詳
細
に
調
査
す
る
と
、
そ
の
固
定
台
の
下
に
、
現
在

は
使
用
し
な
く
な
っ
た
引
き
糸
が
二
本
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
こ
れ
を
引
く
と
、
義
経
の
人
形
の
首
が
左
右
に
動
く
の
で
、
こ
の
二
本

の
引
き
糸
で
義
経
の
人
形
の
首
が
か
っ
て
は
動
い
た
も
の
と
推
定
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
舟
子
の
首
が
左
右
に
動
く
と
こ
ろ
か
ら
言
え
ば
、
主
要
人
物
の
義
経
の

首
が
動
か
な
い
こ
と
の
方
が
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
義
経
の
人
形
の
動
き
に
関
し
て
、
『
機
関
竹
の
林
』
は
刀
を
握
る
右
腕
を
振

り
上
げ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
田
中
組
の
人
形
で
は
両
手
を
同
時
に
振

り
上
げ
る
。
し
か
し
、
こ
の
相
違
は
必
ず
し
も
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
と

い
う
の
も
、
現
在
の
田
中
組
の
義
経
の
人
形
の
手
の
動
き
は
左
右
の
腕
の
引
き

糸
を
っ
な
げ
て
あ
る
た
め
に
両
手
が
同
時
に
動
く
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い

る
の
だ
が
、
引
き
糸
を
別
々
に
操
作
す
れ
ば
、
刀
を
握
る
腕
を
振
り
上
げ
る
こ

と
は
か
つ
て
も
で
き
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
、
義
経
の
衣
裳
に
つ
い
て
、
『
機
関
竹
の
林
』
で
は
、
片
袖
を
脱
い
で

い
る
。
『
機
関
千
種
の
実
生
』
等
は
長
絹
を
脱
ぐ
と
い
う
姿
に
は
描
か
れ
て
い

　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

な
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
田
中
組
の
義
経
は
片
袖
で
は
な
く
、
両
袖
を
脱
い

で
い
る
が
、
こ
の
長
絹
を
脱
ぐ
と
い
う
細
か
な
描
写
ま
で
が
、
竹
田
か
ら
く
り

の
画
証
類
と
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。
や
は
り
、
両
者
の
間
に

相
関
関
係
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
う
。
細
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、

竹
田
か
ら
く
り
の
画
証
類
に
は
義
経
の
腰
に
は
抜
い
た
刀
の
鞘
が
、
弁
慶
の
腰

に
は
刀
が
差
さ
れ
て
お
り
、
田
中
組
の
人
形
に
は
腰
の
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
小
道
具
類
は
、
お
そ
ら
く
、
か
つ
て
は
こ
れ
ら
の
画
証
類

と
同
様
に
備
わ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

　
義
経
の
人
形
は
、
三
折
り
の
舟
が
開
く
と
、
結
び
付
け
た
糸
で
自
ず
と
起
き

上
が
る
よ
う
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｅ
　
弁
慶

　
続
い
て
、
打
ち
物
技
で
は
か
な
う
ま
い
と
数
珠
を
押
し
操
み
、
知
盛
の
怨
霊

を
退
散
さ
せ
る
弁
慶
の
人
形
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。
弁
慶
の
人
形
は
立

ち
上
が
っ
て
数
珠
を
押
し
操
み
激
し
く
祷
る
。
頭
巾
を
頭
に
い
た
だ
き
、
鎧
を

な
か
に
着
込
み
手
甲
を
付
け
、
数
珠
を
左
手
に
持
っ
て
い
る
。
座
っ
て
い
る
状

態
で
は
、
弁
慶
の
人
形
の
総
高
は
二
〇
・
五
セ
ン
チ
、
立
ち
上
が
っ
た
状
態
で

三
三
・
五
セ
ン
チ
程
で
あ
る
。
そ
の
首
は
、
『
機
関
竹
の
林
』
の
そ
れ
に
最
も

類
似
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
弁
慶
の
人
形
は
現
在
は
、
立
ち
上
が
っ
て
両
手
を
打
つ
と
い
う
所
作
で
祷
り

の
激
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
が
、
か
っ
て
は
、
義
経
や
舟
子
と
同
様
、
首
が
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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田
中
組
「
使
偲
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
樽
造

右
に
動
き
、
さ
ら
に
、
首
を
後
に
反
る
動
き
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
弁
慶
の
首
を
実
際
に
動
か
し
で
み
る
と
、
左
右
、
後
方
に
動
く
。
た
だ
し
、

前
方
に
は
動
か
な
い
。
つ
ま
り
、
所
作
と
し
て
の
う
な
づ
き
は
な
い
。
こ
れ
は

弁
慶
が
知
盛
を
祷
り
伏
せ
る
と
き
に
激
し
く
数
珠
を
押
し
操
む
所
作
を
す
る
の

だ
が
、
そ
の
と
き
首
を
後
に
反
り
返
ら
せ
、
そ
の
動
き
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
激
し
い
祷
り
の
所
作
を
生
む
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
弁
慶
の
数
珠
を
押
し
操
む
所
作
も
細
か
く
い
え

ば
、
水
平
に
手
を
打
つ
の
で
は
な
く
、
両
手
を
斜
め
下
か
ら
上
に
向
け
て
、
左

右
に
絞
り
込
む
よ
う
に
動
か
し
て
い
る
。
両
手
の
可
動
域
の
上
限
は
肩
あ
た
り

で
、
そ
れ
以
上
は
上
が
ら
な
い
。
画
証
類
の
よ
う
に
両
手
を
頭
上
に
振
り
上
げ

る
よ
う
な
所
作
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
の
分
、
首
を
反
り
返
ら
せ
る
動
き
に

よ
っ
て
、
そ
の
祷
り
の
激
し
さ
を
表
わ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

　
Ｆ
　
知
盛

　
弁
慶
に
祷
り
伏
せ
ら
れ
る
知
盛
の
人
形
は
、
衣
裳
は
新
し
く
作
り
替
え
ら
れ
、

内
部
の
部
材
も
新
調
さ
れ
て
い
る
が
、
首
、
手
足
は
古
い
も
の
が
そ
の
ま
ま
使

わ
れ
て
い
る
。
台
座
も
含
め
て
総
高
は
六
四
・
五
セ
ン
チ
、
知
盛
の
顔
の
部
分

の
長
さ
は
五
・
五
セ
ン
チ
、
薙
刀
の
全
長
は
、
五
三
・
○
セ
ン
チ
で
あ
る
。
知

盛
の
人
形
は
腕
を
前
方
、
後
方
、
上
方
に
動
か
す
所
作
を
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

動
き
が
三
本
の
糸
で
操
作
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
丁
字
形
の
操
作
棒
で
操
る
。

そ
れ
を
同
時
に
引
く
と
若
干
で
は
あ
る
が
、
う
な
づ
く
。
こ
の
知
盛
の
人
形
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

最
大
の
特
徴
は
、
竹
田
風
車
と
言
わ
れ
る
薙
刀
を
回
転
さ
せ
る
機
構
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
の
操
作
方
法
の
と
こ
ろ
で
詳
細
に
論
じ
た
い
。
竹
田
か

ら
く
り
の
画
証
類
に
見
ら
れ
る
薙
刀
を
さ
ま
ざ
ま
に
遣
う
か
ら
く
り
の
実
態
が

こ
の
田
中
組
の
「
傀
儡
師
」
の
知
盛
の
所
作
で
明
か
に
捉
え
ら
れ
る
。

　
細
か
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
知
盛
の
人
形
は
腕
を
後
方
に
運
ぶ
糸
を
脚
部
の

裏
に
通
し
て
あ
る
た
め
に
、
腕
の
振
り
に
連
動
し
て
足
拍
子
を
踏
む
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
通
常
は
袴
で
隠
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
動
き
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら

な
い
の
だ
が
、
そ
の
内
部
機
構
を
検
討
す
る
と
、
明
か
に
足
拍
子
を
踏
む
機
構

が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
『
機
関
竹
の
林
』
の
足
拍
子
を
踏
む
と
い
う
記
述

と
一
致
す
る
こ
と
は
前
稿
で
も
指
摘
し
た
が
、
そ
の
装
束
は
、
な
か
で
も
前
掲

の
『
機
関
千
種
の
実
生
』
と
同
じ
く
袴
姿
で
あ
る
。
他
は
立
付
袴
で
あ
り
、
こ

れ
の
場
合
は
引
き
糸
を
見
え
な
い
よ
う
に
ど
の
よ
う
に
通
し
た
の
か
、
別
の
工

夫
が
必
要
で
あ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
知
盛
の
人
形
の
演
技
と
し
て
は
、

こ
の
足
拍
子
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
田
中
組
の
例
か
ら
見
て
、
こ
う
し
た

腕
の
動
き
と
連
動
さ
せ
た
足
拍
子
の
演
技
を
さ
せ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。

ま
さ
に
、
細
か
な
部
分
に
至
る
ま
で
画
証
類
と
相
関
性
を
持
つ
か
ら
く
り
と
い

え
る
。
た
だ
し
、
烏
帽
子
の
上
に
打
た
れ
た
兜
の
金
具
は
新
し
く
工
夫
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
問
瀬
伊
蔵
氏
撮
影
の
写
真
に
は
鳥
帽
子
姿
の
知
盛
が
映
っ
て
お

り
、
こ
う
し
た
兜
の
金
具
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
で
も
『
機

関
千
種
の
実
生
』
の
絵
と
の
相
関
性
の
強
さ
が
窺
え
よ
う
。



　
Ｇ
　
山
猫
（
馳
）

　
終
段
に
登
場
す
る
山
猫
は
、
実
際
に
は
馳
の
剥
製
を
使
う
が
、
こ
れ
も
作
り

替
え
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
山
猫
が
最
後
に
飛
び
出
す
と
こ
ろ
は
、

剥
製
の
馳
が
、
装
填
さ
れ
た
発
射
台
か
ら
打
ち
出
さ
れ
る
。
こ
の
発
射
台
は
現

在
は
、
金
属
製
で
あ
る
が
、
以
前
の
も
の
は
木
製
で
も
う
少
し
小
さ
め
で
あ
っ

た
と
い
う
。
現
在
の
も
の
は
、
全
長
が
四
三
セ
ン
チ
、
幅
が
二
・
四
セ
ン
チ
で

あ
る
。
馳
は
も
と
も
と
、
傀
儡
師
の
箱
の
前
面
の
仕
切
り
板
で
隔
て
ら
れ
た
約

四
－
五
セ
ン
チ
の
問
に
収
納
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
伝
承
の
過
程
で
操
作
の
簡

便
化
に
と
も
な
っ
て
、
箱
の
な
か
か
ら
直
接
操
作
で
き
る
よ
う
に
、
仕
切
り
板

も
外
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
傀
儡
師
」
の
人
形
を
検
討
し
て
く
る
と
、
竹
田
か
ら
く
り
の

画
証
類
の
ま
さ
に
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
が
、
田
中
組
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
ら

く
り
人
形
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
ほ
ど
で
あ
る
。
か
ら
く
り

人
形
の
外
貌
、
構
造
か
ら
み
て
も
、
竹
田
か
ら
く
り
と
の
き
わ
め
て
高
い
相
関

性
を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
　
傀
儡
師
の
箱
と
舟

　
こ
こ
で
、
「
傀
儡
師
」
の
演
出
に
か
か
わ
る
装
置
類
に
目
を
移
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
使
偲
師
の
上
半
身
が
折
り
畳
ま
れ
て
収
納
さ
れ
る
、
倣
偲
師
の
首
掛

け
の
箱
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

竹
田
か
ら
く
り
の
画
証
類
を
一
覧
す
る
と
、
こ
の
傀
儡
師
の
箱
に
は
、
木
目

の
入
っ
て
い
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
『
竹
田
新
か
ら
く
り
』
、

『
機
関
千
種
の
実
生
』
に
は
木
目
が
入
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
『
機
関
竹
の
林
』
、

　
　
　
　
　
＠

『
家
土
産
竹
の
林
』
、
『
機
関
梅
早
咲
』
に
は
木
目
が
入
っ
て
い
な
い
。
こ
の
三

箱の旧新の師偶俺



　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

点
は
、
構
図
も
類
似
し
て
お
り
、
な
ん
ら
か
の
影
響
関
係
が
想
定
さ
れ
る
の
だ

が
、
今
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
『
竹
田
大
か
ら
く
り
双
六
』
に
も
木

目
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
田
中
組
「
俺
偲
師
」
に
は
写
真
の
と
お
り
、
木
目

が
は
っ
き
り
と
入
っ
て
い
る
。
や
は
り
、
無
地
の
箱
は
不
自
然
で
あ
り
、
本
来

は
木
目
の
は
い
っ
た
箱
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
田
中
組
の
俺

偲
師
の
箱
は
、
新
た
に
作
り
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
古
い
箱
が
現
在
も

田
中
組
の
山
車
蔵
に
残
っ
て
い
る
。
新
旧
の
箱
を
前
頁
に
写
真
で
掲
載
し
て
お

い
た
が
、
そ
の
大
き
さ
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
箱
の
総
高
は
三
七
・
五
セ

ン
チ
、
正
面
は
箱
か
ら
波
形
に
変
化
す
る
時
に
蝶
番
で
開
く
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
箱
の
真
ん
中
で
切
り
返
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
正
面
の
波
形
は
彫
刻
さ

れ
て
い
る
。
側
面
に
は
、
後
方
に
開
く
波
板
（
幅
三
六
・
五
セ
ン
チ
）
と
、
前

方
に
開
く
波
板
（
幅
三
一
・
八
セ
ン
チ
）
が
左
右
に
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、
前
方
に
開
く
波
板
は
彫
刻
で
あ
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
箱
の
中
央
に
あ
る
福
助
の
絵
柄
で
あ
る
。
『
機
関
竹

の
林
』
に
は
鮮
明
に
鼓
を
打
っ
て
い
る
柞
姿
の
人
物
の
絵
柄
が
描
か
れ
て
い
る
。

『
家
土
産
竹
の
林
』
、
『
機
関
梅
早
咲
』
に
も
、
ほ
ぽ
同
じ
絵
柄
が
認
め
ら
れ
る
。

『
機
関
千
種
の
実
生
』
は
鼓
を
打
っ
て
は
い
な
い
が
、
口
上
人
の
よ
う
な
人
物

が
描
か
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
『
竹
田
新
か
ら
く
り
』
、
『
竹
田
大
か
ら
く
り
双

六
』
に
は
、
福
助
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
部
分
が
切
込
ま
れ
た
状
態
に

な
っ
て
い
る
。
田
中
組
の
俺
偲
師
の
箱
に
も
、
約
一
セ
ン
チ
の
切
込
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

外
郭
部
縦
二
一
・
一
セ
ン
チ
、
横
一
八
・
ニ
セ
ン
チ
、
内
郭
部
縦
一
一
・
一
セ

ン
チ
、
横
一
七
・
一
セ
ン
チ
の
寸
法
で
あ
る
。
そ
の
中
に
福
助
と
お
ぽ
し
き
人

物
が
描
か
れ
て
お
り
、
鉦
を
打
っ
よ
う
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

先
の
写
真
に
示
し
た
よ
う
に
、
作
り
替
え
る
と
き
に
も
そ
の
ま
ま
剥
が
さ
れ
て

新
し
い
箱
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
鉦
を
打
っ
仕
掛
け
は
新
し
い
工
夫
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
。
と
す
れ
ば
、
『
機
関
千
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
実
生
』
に
近
い
絵
柄
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
こ
の
鉦
を
打
つ
と
い
う
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掛
け
も
実
は
鼓
を
打
つ
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嫡
意
識
で
作
ら
れ
て
い
る
の
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刷
　
　
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偲
　
　
は
十
分
に
明
か
に
は
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
　
　
が
、
箱
の
中
央
の
絵
柄
は
、
竹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
か
ら
く
り
の
「
悦
偲
師
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
見
い
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら
に
、
こ
れ
は
元
来
、
悦
偲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
の
首
か
ら
下
げ
ら
れ
て
い
た

箱
に
描
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
刊
『
絵
本
御

伽
品
鏡
』
に
も
同
様
の
絵
柄
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
箱
に
鼓
を
打
つ
人
物
が

描
か
れ
た
早
い
例
は
、
「
三
井
寺
円
満
院
障
壁
画
」
や
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）



刊
の
『
こ
の
こ
ろ
草
』
等
に
、
大
鼓
、
小
鼓
を
打
っ
演
者
が
描
か
れ
て
い
る
絵

に
ま
で
遡
る
。
因
み
に
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
の
「
ゑ
ひ
す
ま
ひ
」
の
箱
に
は
木

目
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
箱
の
中
央
に
は
『
竹
田
新
か
ら
く
り
』
等
と
同
様
に

福
助
と
お
ぼ
し
き
人
物
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
一
」
う
し
た
体
の
も
の
も
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
る
い
は
省
略
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
竹
田
か
ら
く
り
の
「
悦
偲
師
」
の
箱
に
は
、
田
中
組
の
例
と

同
様
に
、
確
か
に
鼓
打
ち
も
し
く
は
福
助
と
お
ぼ
し
き
人
物
が
描
か
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
両
者
の
相
関
性
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

　
次
に
、
舟
の
構
造
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、

乗
船
し
て
い
る
義
経
、
弁
慶
、
舟
子
の
位
置
に
っ
い
て
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
現
在
、
亀
崎
田
中
組
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
舟
は
、
義
経
、
弁
慶
、

舟
子
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
竹
田
か
ら
く
り
の
「
偲
偲
師
」
の
画

証
類
は
す
べ
て
、
弁
慶
、
義
経
、
舟
子
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
竹
田
新
か
ら
く
り
』
、
『
機
関
竹
の
林
』
、
『
家
土
産
竹
の
林
』
、
『
機
関
梅
早
咲
』
、

『
機
関
千
種
の
実
生
』
に
は
す
べ
て
弁
慶
、
義
経
、
舟
子
の
順
で
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
画
証
類
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
田
中
組
の
「
倣
偲
師
」
は
、
そ
の

伝
承
の
過
程
で
変
化
し
て
い
っ
た
も
の
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
寛
保
元
年
の
竹
田
芝
居
の
江
戸
下
り
を
当
て
込
ん
だ
か
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
絵
双
六
『
竹
田
大
か
ら
く
り
双
六
』
の
一
図
「
く
わ
い
ら
い
し
舟
べ
ん
け

い
」
（
俺
偲
師
舟
弁
慶
）
に
は
、
義
経
、
弁
慶
の
順
で
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ

　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

し
、
こ
の
図
に
は
舟
子
が
悦
偲
師
の
陰
に
な
っ
て
い
る
た
め
か
、
描
か
れ
て
い

な
い
。
だ
が
、
そ
の
点
を
除
け
ば
、
こ
の
絵
は
十
分
信
頼
で
き
る
画
証
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

す
な
わ
ち
、
前
稿
「
『
竹
田
大
か
ら
く
り
双
六
』
に
っ
い
て
」
に
お
い
て
も
触

れ
た
の
だ
が
、
傀
儡
師
の
か
ら
く
り
と
知
盛
の
か
ら
く
り
が
別
々
の
か
ら
く
り

台
で
上
演
さ
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
他
の
画
証
類
で
は
、
そ
の
両

者
の
関
連
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
の
が
、
か
ら
く
り
舞
台
の
実
際
を
推
測
さ
せ

て
く
れ
る
点
に
お
い
て
き
わ
め
て
貴
重
な
画
証
と
い
え
る
。

　
本
来
、
そ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
双

六
の
図
に
お
い
て
よ
り
貴
重
な
の
は
、
こ
の
舟
に
乗
っ
て
い
る
人
形
の
順
番
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
舟
子
は
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
義
経
、
弁
慶
、
舟
子

の
順
で
舟
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
唯
一
の
画
証
が
こ
の
双
六

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
田
中
組
に
伝
承
さ
れ
て
い
る

「
倣
偲
師
」
の
舟
の
人
形
の
順
番
も
伝
承
の
過
程
で
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う

よ
り
も
、
元
来
、
こ
の
順
番
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
に
な

る
だ
ろ
う
。
他
の
画
証
類
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
義
経
、
弁
慶
、
舟
子
の
順
の

も
の
と
、
弁
慶
、
義
経
、
舟
子
の
両
方
の
「
悦
偲
師
」
の
舟
が
あ
っ
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
田
中
組
の
弁
慶
の
人
形
が
立
ち
上
が
っ
た
り
、
座
っ
た
り
と

い
っ
た
上
下
動
を
伴
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
人
形
が
中
央
に
セ
ッ
ト
さ
れ

て
い
る
ほ
う
が
操
作
性
、
安
定
性
と
い
う
点
で
自
然
で
は
あ
る
。
ま
た
、
能

『
舟
弁
慶
』
と
の
関
連
か
ら
い
え
ば
、
竹
田
か
ら
く
り
の
「
使
偲
師
」
も
、
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

来
は
、
義
経
、
弁
慶
、
舟
子
の
順
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
詳
細
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
舟
弁
慶
の
舟
は
新
た
に
作
り
替
え
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
以
前
の

舟
は
田
中
組
の
山
車
蔵
か
ら
も
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
傀
儡
師
の
箱
の
例
か
ら

み
れ
ば
、
そ
の
大
き
さ
に
極
端
な
相
違
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、

現
在
の
舟
と
人
形
の
大
き
さ
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
い
う
と
、
も
う
少
し
小
ぶ
り
の

も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
舟
は
三
折
り
の
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
舳
先

側
に
義
経
の
人
形
が
固
定
さ
れ
、
中
央
部
に
弁
慶
の
人
形
、
艇
側
に
舟
子
の
人

形
が
そ
れ
ぞ
れ
固
定
さ
れ
て
い
る
。
三
折
り
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
形
が
ぶ
つ
か
り
合
わ
な
い
よ
う
に
工
夫
し
て
、
位
置
を
ず
ら
し

て
セ
ッ
ト
し
て
あ
る
。
義
経
の
人
形
は
舟
が
開
く
時
に
渡
し
て
あ
る
糸
で
自
動

的
に
立
ち
上
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
舟
子
は
、
櫓
を
漕
ぐ
所
作
を
さ
せ

る
た
め
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
糸
を
引
い
て
立
ち
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

舟
の
全
長
は
、
二
ニ
セ
ン
チ
、
幅
が
四
七
セ
ン
チ
あ
る
が
、
三
折
り
の
状
態

で
は
、
最
長
部
が
五
〇
セ
ン
チ
、
最
高
部
が
五
八
セ
ン
チ
あ
る
。

　
舟
の
底
部
に
は
、
三
体
の
人
形
を
操
作
す
る
た
め
の
引
き
糸
を
通
す
穴
が
設

け
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
穴
が
か
っ
て
の
人
形

の
さ
ら
に
複
雑
な
動
き
を
想
像
さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
底
部
に
円
型
の
舟
の
固

定
台
が
あ
り
、
そ
の
台
の
中
央
に
こ
の
舟
全
体
を
固
定
す
る
た
め
の
芯
棒
が
つ

い
て
い
る
。
こ
の
芯
棒
を
固
定
し
て
お
く
た
め
の
穴
が
、
次
に
触
れ
る
傀
儡
師

一
四

ろことたし
ク
ノ景最吉らか方上を舟



の
ス
ラ
イ
ド
式
の
横
木
に
あ
い
て
い
る
。
現
在
の
舟
の
円
型
の
固
定
台
は
、
舟

の
裏
側
（
操
作
側
）
が
切
り
込
ま
れ
て
、
そ
の
切
り
取
っ
た
跡
に
引
き
糸
の
操

作
用
の
穴
が
い
く
っ
か
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
固
定
台
の
最
長
部
は
一
五
・

五
セ
ン
チ
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
舟
の
底
部
と
こ
の
円
型
の
固
定
台
の
位
置
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
固
定
台
の
芯
棒
を
軸
に
舟
の
底
部
の
表
側
（
観
客
側
）
と
裏
側

（
操
作
側
）
の
長
さ
を
計
測
し
て
み
る
と
、
表
側
が
二
二
・
○
セ
ン
チ
、
裏
側

が
九
・
五
セ
ン
チ
と
重
心
が
表
側
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
引
き
糸
を
裏
側
で
操

作
す
れ
ば
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
が
舟
の
横
揺
れ
を
自
然
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
円
型
の
固
定
台
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
円
弧
の
面
に
沿

っ
て
舟
は
さ
ら
に
横
揺
れ
、
縦
揺
れ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
舟
は
こ
の
よ
う

に
し
て
波
問
を
進
む
よ
う
に
演
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
は
、
遣
い
手
が

舟
の
後
で
舟
を
揺
ら
す
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
舟
は
操
作
の
仕
方
に
よ
っ

て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
波
間
を
進
む
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

れ
は
現
在
の
舟
の
構
造
に
即
し
た
推
定
で
あ
り
、
以
前
の
舟
が
こ
れ
と
同
じ
構

造
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
っ
い
て
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

四
　
「
傀
儡
師
」

と
神
楽
車

　
田
中
組
の
「
傀
儡
師
」
は
、
神
楽
車
の
上
山
人
形
と
し
て
、
潮
干
祭
の
時
に

奉
納
上
演
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
毎
年
五
月
三
日
、
四
日
両
日
に
、
神
前
神
杜

　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

讐
、
警
圭
音

撒．

、
宅
葦
＾

一
五

ろ、
」とたし

／
ノ
ソ

見
示最まを部底の舟



　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

と
尾
張
三
社
で
奉
納
さ
れ
る
の
だ
が
、
他
の
山
車
か
ら
く
り
と
共
に
上
演
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
東
組
宮
本
車
、
石
橋
組
青
龍
車
、
中
切
組
力
神
車
、
田
中
組

神
楽
車
、
西
組
花
王
車
の
順
で
上
演
さ
れ
る
。
曳
き
廻
し
中
は
、
昇
降
式
に
な

っ
て
い
る
上
山
部
分
は
山
車
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
下
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

ら
く
り
を
上
演
す
る
と
き
に
は
引
き
上
げ
ら
れ
て
本
来
の
山
車
の
姿
に
な
る
。

吹
き
流
し
が
風
に
摩
く
山
車
の
様
子
は
美
し
い
。
「
傀
儡
師
」
も
、
曳
き
廻
し

の
時
に
は
、
上
山
は
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
天
井
の
す
ぐ
下
に
、
傀
儡
師
人
形
は

折
り
畳
ま
れ
た
状
態
で
傀
儡
師
の
箱
の
な
か
に
収
納
さ
れ
て
い
る
。
天
井
に
は

龍
の
莫
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
、
傀
儡
師
を

起
き
上
が
ら
せ
る
隙
間
は
な
い
。

　
さ
て
、
田
中
組
の
「
傀
儡
師
」
は
、
神
楽
車
の
上
山
人
形
と
し
て
、
こ
の
山

車
の
上
で
上
演
さ
れ
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の

山
車
と
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
山
車

の
た
め
に
「
傀
儡
師
」
が
作
ら
れ
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
の
点
に
っ
い
て
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
山
車
に
は
、
「
傀
儡
師
」
の
上
演
の

た
め
に
必
要
な
か
ら
く
り
の
舞
台
機
構
に
相
当
す
る
装
置
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
や
は
り
、
こ
の
か
ら
く
り
を
山
車
の
構
造
と
関
連
さ
せ
て
捉
え

て
お
く
必
要
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
山
車
か
ら
く
り
と
し
て
の
「
俺

偲
師
」
と
、
そ
れ
を
搭
載
し
て
い
る
神
楽
車
と
の
関
連
に
つ
い
て
見
直
し
て
お

き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ

　
ま
ず
、
傀
儡
師
の
本
体
は
、
山
車
の
上
段
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
曳
き
廻
し
の
時
に
は
、
上
山
部
分
が
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
傀
儡
師
は

折
り
畳
ま
れ
た
状
態
で
箱
の
な
か
に
収
納
さ
れ
て
い
る
。
か
ら
く
り
を
遣
う
と

き
に
、
上
山
部
分
は
引
き
上
げ
ら
れ
、
傀
儡
師
も
起
き
上
が
っ
た
状
態
に
な
る
。

山
車
の
上
山
が
昇
降
式
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
悦
個
師
本
体
も
上
下
す

る
機
構
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
子
踊
り
の
後
、
傀
儡
師
が
折
り
畳
ま

れ
た
後
に
舟
が
出
現
す
る
と
き
に
、
傀
儡
師
本
体
が
、
ス
ラ
イ
ド
式
の
支
柱
を

下
降
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
舟
弁
慶
の
場
面
を
遣
う
と
き
に
高
さ
が
必
要

に
な
る
た
め
に
、
本
体
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
の

機
構
に
つ
い
て
は
、
支
柱
の
外
郭
に
傀
儡
師
本
体
が
固
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

支
柱
を
ス
ラ
イ
ド
し
て
、
本
体
が
上
下
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
下
幅
は
、
約

三
十
三
セ
ン
チ
程
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
最
上
部
で
悦
晶
而
本
体
を
固
定
す
る
た

め
の
木
製
の
ス
ト
ッ
パ
ー
が
っ
い
て
い
る
。

　
因
み
に
、
こ
の
支
柱
の
左
右
に
付
属
し
て
い
る
足
隠
し
の
た
め
の
黒
い
板
は

興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
傀
儡
師
を
遣
っ
て
い
る
と
き
に
、
遣
い
手
の
足
元
が

見
え
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
竹
田
か
ら
く
り
の
「
傀
儡

師
」
が
舞
台
で
上
演
さ
れ
る
と
き
な
ど
に
も
、
一
」
う
し
た
足
隠
し
の
用
い
ら
れ

た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
こ
の
傀
儡
師
を
遣
う
遣
い
手
の
位
置
は
、
現
在
は
上
段
で
あ
る
が
、

か
つ
て
は
中
段
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
す
な



わ
ち
、
山
車
の
強
度
か
ら
い
え
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
し
た
処
置
を
す
る
必
要
は

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
上
段
の
横
に
渡
し
た
部
材
の
一
部

が
明
か
に
挟
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
挟
っ
た
部
分
に
は
人
が
一
人
入
る
こ
と
が
で

き
る
だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
下
の
写
真
は
そ
こ
に
か
り
に

入
っ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
遣
い
手
は
山
車
の
中
段
に
立

っ
て
お
り
、
傀
儡
師
を
下
か
ら
操
作
し
て
い
る
か
た
ち
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
前
稿
に
お
い
て
も
若
干
触
れ
て
い
る
の
だ
が
、
現
在
の
田
中
組

の
「
傀
儡
師
」
は
、
舟
弁
慶
の
場
面
に
転
換
し
て
い
く
と
こ
ろ
を
、
連
続
の
大

か
ら
く
り
で
演
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
か
っ
て
、
そ
れ
が
連
続

で
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
傀
儡
師
本

体
の
支
柱
の
内
側
に
ス
ラ
イ
ド
式
の
柱
が
あ
り
、
そ
こ
に
渡
さ
れ
て
い
る
横
木

に
舟
を
か
っ
て
固
定
し
て
い
た
跡
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
横
木
が
回
転
し
て
悦

偲
師
の
背
部
に
三
っ
に
折
り
畳
ま
れ
て
い
る
舟
を
箱
の
上
に
押
し
上
げ
る
機
構

を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
横
木
を
固
定
し
て
お
く
た
め
に
木
製
の
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ト
ッ
パ
ー
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
の
山
車
の
上
で
連
続
し
て
動
く
大
か
ら
く
り
と
し
て
上
演
す
る
こ

と
が
で
き
て
い
た
の
か
（
こ
の
山
車
は
、
田
中
組
の
山
車
と
し
て
は
新
し
い
も

の
で
、
古
い
山
車
は
現
在
碧
南
に
残
っ
て
お
り
、
そ
の
上
段
の
四
本
柱
の
間
隔

は
現
在
の
山
車
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
は
な
い
の
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

こ
の
山
車
の
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
、
大
か
ら
く
り
の
演
出
が
で
き
な
く
な
っ

　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

一
七

置位の手い遣の合場たし作操で段中にり、カ



　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

た
と
い
う
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
今
後
の
詳
細
な
調
査

が
必
要
で
あ
る
。
）
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
き
、
現
在
の
よ
う
に
山
車

の
上
段
で
遣
う
か
ぎ
り
、
舟
を
傀
儡
師
人
形
の
本
体
の
背
部
に
あ
ら
か
じ
め
固

定
し
た
ま
ま
で
は
、
唐
子
を
遣
う
と
き
に
こ
の
舟
が
邪
魔
に
な
っ
て
唐
子
踊
り

の
場
面
が
演
じ
ら
れ
な
く
な
る
。
か
り
に
山
車
の
中
段
で
糸
を
操
作
し
た
と
す

れ
ば
、
唐
子
を
下
か
ら
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
、
舟
を
あ
ら
か
じ
め
傀
儡
師
本

体
の
背
部
に
セ
ッ
ト
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
段
で
の
引
き
糸
の
操
作
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
下

遣
い
の
操
作
に
よ
っ
て
、
「
傀
儡
師
」
の
連
続
し
た
大
か
ら
く
り
の
演
出
は
現

在
の
山
車
の
上
で
も
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
、

「
俺
偶
師
」
が
本
来
の
動
き
を
滞
り
な
く
展
開
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
下

遣
い
の
操
作
方
法
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
、
こ
の
山
車
の
上
で
「
傀
儡
師
」
を
本
来
の
よ
う
に
遣
っ
て
い
た
と

仮
定
し
て
の
推
測
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
想
像
を
邊
し
く
し
過
ぎ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
田
中
組
神
楽
車
は
、
山
車
の
構
造
が
い
わ
ば
、
か
ら
く
り
の
舞
台
機
構

と
同
様
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け

に
止
ま
ら
ず
、
亀
崎
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
く
り
人
形
と
山
車
に
つ
い
て
も

同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
さ
ら
に
調
査
を
重
ね
て
い
く
必
要

が
あ
ろ
う
。

　
「
傀
儡
師
」
の
か
ら
く
り
の
構
造
の
特
徴
は
、
こ
の
支
柱
の
外
側
と
内
側
に

一
八

◎るす昇上が木横の下○樽機ドイ一
フ

スの側内の柱支の体本師但使

設
け
ら
れ
た
ス
ラ
イ
ド
機
構
に
あ
る
。
こ
れ
な
く
し
て
、
俺
昌
師
人
形
の
連
続

し
た
大
か
ら
く
り
の
変
化
は
あ
り
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
外
側
の
ス
ラ
イ
ド
に

よ
っ
て
、
僅
偶
師
本
体
は
舟
に
変
化
す
る
と
き
に
下
降
す
る
。
そ
の
と
き
、
内

側
の
ス
ラ
イ
ド
で
舟
を
固
定
し
た
横
木
は
相
対
的
に
上
昇
す
る
こ
と
に
な
る
。



そ
し
て
、
傀
儡
師
本
体
の
背
部
に
固
定
さ
れ
て
い
た
舟
が
出
現
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
従
来
の
調
査
で
は
、
こ
の
二
重
の
ス
ラ
イ
ド
機
構
が
見
落
と
さ

れ
て
い
た
た
め
に
、
こ
の
か
ら
く
り
の
か
っ
て
の
動
態
が
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た

の
だ
と
言
え
る
。
か
ら
く
り
調
査
が
、
そ
の
か
ら
く
り
の
現
状
報
告
に
止
ま
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
動
態
を
可
能
性
と
し
て
追
及
し
て
い
く
方
向
を
目
指
す
べ
き

こ
と
を
示
し
て
い
る
好
例
と
言
え
よ
う
。
山
崎
構
成
氏
の
調
査
が
誤
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
と
に
っ
い
て
は
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
か
ら
く
り
調
査
は
、
も
う
一
度
、

人
形
そ
の
も
の
の
詳
細
な
調
査
、
し
か
も
、
か
つ
て
の
か
ら
く
り
の
絵
画
資
料

を
参
照
し
な
が
ら
、
人
形
の
動
き
を
可
能
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
か
ら
始
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ス
ラ
イ
ド
機
構
は
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
も
象
徴

的
な
事
例
と
言
え
よ
う
。

次
に
知
盛
の
人
形
の
場
合
を
見
て
お
一
」
う
。
知
盛
の
人
形
が
海
中
か
ら
現
わ

れ
る
機
構
は
、
山
車
に
仕
組
ま
れ
て
お
り
、
下
の
写
真
に
見
ら
れ
る

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
知
盛
の
人
形
は
『
竹
田
大
か
ら
く
り
双
六
』
の
画
証
に

よ
っ
て
、
竹
田
か
ら
く
り
で
も
、
傀
儡
師
本
体
と
は
別
の
か
ら
く
り
台
を
使
っ

て
演
じ
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
竹
田
か
ら
く
り
も
、

田
中
組
「
傀
儡
師
」
と
同
様
に
、
樋
形
式
の
か
ら
く
り
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

海
中
か
ら
出
現
す
る
と
い
う
か
ら
く
り
演
出
も
、
従
来
知
ら
れ
て
い
る
絵
尽
や

番
付
の
画
証
類
で
は
、
そ
の
動
き
を
特
定
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
の
だ
が
、

こ
の
田
中
組
「
傀
儡
師
」
を
媒
介
に
す
る
と
、
か
な
り
明
確
に
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
知
盛
の
人
形
は
三
人
で
遣
う
か
た
ち

に
な
っ
て
お
り
、
舞
台
で
上
演
す
る
と
き
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
別
の
か
ら
く
り

台
に
樋
形
式
の
知
盛
の
人
形
を
セ
ッ
ト
し
て
お
き
、
ス
ラ
イ
ド
式
に
知
盛
の
人

形
が
出
現
す
る
よ
う
な
装
置
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
竹
田
か
ら
く
り
が
舞
台
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
．
、
鱗

よ
う
に
、
知
盛
の
人
形
を
操
作
す
る
樋
の
支
柱
が
ス
ラ
イ
ド
式
に
な

っ
て
お
り
、
そ
の
支
柱
を
上
下
す
る
こ
と
で
、
知
盛
の
人
形
が
海
中

か
ら
出
現
し
た
り
、
消
え
て
い
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
せ
り
上
が

り
の
樋
は
総
高
二
…
セ
ン
チ
程
あ
り
、
知
盛
の
人
形
は
約
八
五
セ

ン
チ
程
度
上
下
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ス
ラ
イ
ド
機
毒
に
、
上
昇

し
た
と
き
に
固
定
し
て
お
く
木
製
の
ス
ト
ッ
パ
ー
が
装
置
さ
れ
て
い

る
の
は
傀
儡
師
と
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

構機ドイラスの樋

一
九



　
　
　
　
　
田
中
組
「
傀
儡
師
」
の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

る
の
か
。
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
竹
田
の
か
ら
く
り
が
ほ
と
ん
ど
残
存
し
て
い

な
い
た
め
に
解
明
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
田
中
組
の
「
傀

儡
師
」
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
演
出
を
知
る
手
掛
か
り
が
多

少
な
り
と
も
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
本
稿
は
そ
の
た
め

の
い
わ
ば
中
間
報
告
で
あ
り
、
今
回
は
主
に
人
形
と
装
置
を
中
心
に
、
「
傀
儡

師
」
の
構
造
を
探
っ
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
寛
保
元
年
よ
り
以
前
に
興
行
さ
れ
て
い
た
竹
田
か
ら
く
り

「
傀
儡
師
」
が
、
こ
れ
が
言
い
過
ぎ
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い

か
ら
く
り
が
、
現
在
に
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
例
は
日
本
で
は
類

稀
な
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
奉
納
上
演
と
い
う
体
裁
を

と
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
興
行
に
近
い
形
態
で
上
演
さ
れ
て
き
た
か
ら
く
り
人
形

で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
世
界
的
に
み
て
も
き
わ
め
て
珍
し
い
、
注
目
す

べ
き
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
お
よ
び
前
稿
に
お
い
て
、
現
在
の
あ
る
い
は
、
今
は
す
で
に
失
わ
れ
た
、

か
っ
て
の
田
中
組
の
「
傀
儡
師
」
の
動
態
を
推
測
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
手
掛
か

り
に
竹
田
か
ら
く
り
の
動
き
を
推
定
し
て
き
た
の
だ
が
、
は
た
し
て
、
田
中
組

の
「
傀
儡
師
」
の
大
か
ら
く
り
と
し
て
の
連
続
し
た
動
き
、
あ
る
い
は
よ
り
繊

細
な
動
き
が
実
際
に
、
一
部
な
り
と
上
演
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
復

元
は
ど
こ
ま
で
可
能
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
現
在
の
伝
承
も
含
め
て
、
そ
こ
か

ら
ど
こ
ま
で
竹
田
か
ら
く
り
「
傀
儡
師
」
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇

し
た
課
題
に
対
し
て
は
、
実
験
的
上
演
を
も
っ
て
の
ぞ
む
心
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
一
九
九
四
年
十
月
九
日
（
日
）
、
同
志
社
大
学
至
誠
館
三
十
二
番
教

室
に
お
い
て
、
田
中
組
の
皆
様
の
御
協
力
を
仰
い
で
復
元
上
演
を
試
み
る
予
定

で
あ
る
（
同
志
社
大
学
文
学
部
国
文
学
専
攻
創
立
四
十
周
年
・
国
文
学
会
設
立

三
十
周
年
記
念
企
画
事
業
の
一
環
、
一
般
公
開
制
）
。
実
際
に
は
、
「
傀
儡
師
」

の
か
っ
て
の
動
き
を
現
在
の
伝
承
者
の
技
術
で
再
現
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し

い
と
予
想
さ
れ
る
の
で
、
滞
り
な
き
復
元
上
演
と
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
竹

田
か
ら
く
り
の
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
「
傀
儡
師
」
の
在
り
し
日
の
姿
に
で

き
る
だ
け
迫
っ
て
み
た
い
。

　
口
上
「
御
見
物
御
出
の
ほ
と
奉
希
侯
」

　
最
後
に
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
愛
知
県
半
田
市
田
中
組
の
皆
様
に
は
多
く

の
御
協
力
を
賜
わ
り
ま
し
た
。
人
形
本
体
の
調
査
、
人
形
の
動
態
に
つ
い
て
の

聞
き
書
き
、
亀
崎
の
祭
礼
に
関
す
る
調
査
等
、
多
方
面
に
わ
た
る
御
援
助
を
得

ま
し
た
。
ま
た
、
本
稿
は
一
九
九
三
年
度
同
志
社
大
学
学
術
奨
励
研
究
の
成
果

の
一
部
で
も
あ
り
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
国
立
国
会
図
書
館
、
東
京
都

立
中
央
図
書
館
に
は
、
資
料
掲
載
の
御
許
し
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記

し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

注¢

『
歌
舞
伎
研
究
と
批
評
－
十
二
号
（
平
成
五
年
十
二
月
）
。



　　　　＠¢ゆ　＠０＠
　
愛
知
県
半
田
市
（
第
一
法
規
出
版
）
昭
和
五
十
九
年
一
月
。

　
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
。

　
稀
書
複
製
会
叢
書
所
収
本
。

　
東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
本
。

　
次
頁
の
写
真
の
矢
印
で
指
示
し
た
箇
所
に
鯨
の
バ
ネ
の
跡
が
見
い
出
さ
れ
る
。

　
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
本
。

　
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
本
。

　
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
本
。

　
『
人
文
学
』
一
五
四
号
（
平
成
五
年
十
一
月
）
。

　
次
頁
の
写
真
参
照
。

　
支
柱
を
ス
ラ
イ
ド
す
る
柱
か
ら
木
製
の
ス
ト
ッ
パ
ー
が
出
て
い
る
。
次
頁
以
降
の

写
真
参
照
。

　
『
曳
山
の
人
形
戯
』
（
東
洋
出
版
）
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
。

田
中
組
「
傀
儡
師
」

の
人
形
と
そ
の
か
ら
く
り
の
構
造

注
＠

｝
簸
、

、
巾
雌

○るいてつ菱夕が跡痕たれらい用がネバの鯨に”Ｅ矢（○狽左の置装るす定固を首の体本師偲偲

二
一



煤・ 杜１ 紳前餅ギ的漱／
ヨニ

垂１鷲１紬泌琳が艦い珪かパむの堆繍ギ、てい為ピろ繊有かぺ二播鷲が 垂

　　　　　　　 込峯 一　　もぺち もピ山篶１１の概分匁引熱敏ばむ、てい為とこ巧ゴぐあ為

海
蟻

挑燃蹄球体療鰯鍛して瓢嶋汲ポ繁紬 一



晦　　森

俄

人

蝉

か

蟻

搬

べ

　搬繊灘擦雑概

撮鰯鰯撫搬樽灘

雄簿灘樽飾蕪姜

溝碍灘錐宮磁
織織嚢蓼　灘唯嚇鯵

鍛灘織骨が顯糠

職離むで骨こ肥

蟻餅鰯宛尊れ煎

嫌総 簸ユ的糠舷

滋樽礁鎮葦

　鰯鶴繊織飾塩

灘概忠繊竃 顯艦概

数謹 糠維激斑沌

ていみ１氏サずボ

筑の陣に擁樹浄

批む氷鱗の滋幹

彩霜一 淡蟻樽滋

嚇概蝋轟海斑灘慧幾

燃淋葦瀞 織静嚇楓 要

繊糠灘概麟簿艦

搬鵜滋搬蝋鞍搬 董姜



　　搬１轟灘辮耕脇甥熾撫雄織艦

　鯛繊擦繊灘弼激擦鱗鰯搬概麓

　梅綴嚇樽骸謹辮灘搬蛾滋披が

　欝 搬灘難翰灘雛撮漱構雛微せ

　灘織繊搬概鱗鰯溝鑑繭が塙　出蹄：

　顯甜搬滞搬糠擦批補鱒瀞般むみ

　激施物樽艦撫煎瀦搬搬擦窺で

　艦鉦
　　蟻寓推鮒樽滋繍繍鱒輯
　蝋職樽烹で操偉サ概概樽綴

、叙

　樽擬蹴熾灘織縛繊織 鐙鱗鰯級／

　艦掛搬繊灘雌搬簿灘雄灘蕪

　　誰饒灘鶴擦熾繊滋織雛
　搬概雛 墨搬灘樽搬婚灘織搬だ

灘難樽顯概幟 議
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