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一
四

『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
論

　
　
　
　
　
「
鑓
の
権
三
は
伊
達
者
で
ご
ざ
る
」
を
め
ぐ
っ
て

早
　
　
川

は
じ
め
に

　
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
は
、
近
松
の
姦
通
曲
で
は
『
堀
川
波
鼓
』
（
宝
永
三

年
）
『
大
経
師
昔
暦
』
（
正
徳
五
年
）
に
続
く
三
作
め
の
作
品
で
あ
る
。
以
前
の

二
作
で
は
意
志
な
き
姦
通
を
描
い
た
が
、
本
作
で
は
姦
通
の
事
実
も
な
い
の
に

す
す
ん
で
不
義
者
と
な
る
お
さ
ゐ
権
三
の
二
人
を
中
心
に
描
い
て
い
る
。
事
件

　
　
　
　
　
（
１
）

は
『
月
堂
見
聞
集
』
に
よ
る
と
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
年
）
七
月
十
七
日
の

大
坂
高
麗
橋
で
、
雲
州
松
平
出
羽
守
家
中
茶
役
正
井
宗
味
（
四
八
歳
）
が
妻
と

よ
（
ご
エ
ハ
歳
）
と
妻
敵
池
田
文
次
（
二
四
歳
）
を
討
っ
た
と
記
す
。
本
作
は
こ

の
事
件
か
ら
お
よ
そ
一
ヵ
月
後
の
八
月
二
十
一
日
に
上
演
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

　
本
作
は
、
坪
内
遣
逢
氏
が
「
此
作
に
不
自
然
の
嫌
ひ
あ
る
は
否
み
が
た
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

と
評
さ
れ
て
以
来
、
議
論
の
多
い
作
品
で
あ
っ
た
。
従
来
の
作
品
論
で
は
逐
電

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

を
決
意
す
る
場
の
女
主
人
公
お
さ
ゐ
の
男
へ
の
思
慕
の
有
無
を
主
に
検
討
し
て

お
り
、
男
主
人
公
の
笹
野
権
三
に
つ
い
て
は
、
敵
役
の
川
側
伴
之
丞
と
同
程
度

に
し
か
扱
っ
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
例
え
ば
お
さ
ゐ
に
比
べ
「
権
三
は
出

て
い
る
場
の
多
い
割
に
漢
然
た
る
印
象
し
か
与
え
な
い
し
、
作
者
の
注
意
も
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

部
に
迄
十
分
払
わ
れ
て
い
な
い
人
物
の
様
で
あ
る
」
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
十
分
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
外
題
に
は

権
三
の
名
が
あ
り
、
上
下
巻
の
冒
頭
に
も
歌
謡
『
鑓
権
三
男
踊
』
を
引
用
し
て

い
る
。
そ
し
て
結
句
も
お
さ
ゐ
で
は
な
く
権
三
で
結
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
い

ま
ま
で
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
権
三
像
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
た
い
。

従
来
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）
　
　
　
　
　
（
７
）

本
作
の
主
題
を
論
じ
た
も
の
に
は
、
廣
末
保
氏
と
井
口
洋
氏
の
説
が
あ
る
。

廣
末
氏
は
「
姦
通
を
人
問
的
欲
求
に
根
ざ
す
行
為
と
し
て
書
き
え
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
と
か
ら
く
る
ね
じ
れ
は
、
こ
の
作
品
に
も
ま
た
、
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

つ
た
」
と
し
、
そ
の
結
果
「
こ
の
劇
は
、
い
つ
の
間
に
か
、
お
さ
ゐ
と
権
三
の

駆
落
と
い
う
、
瞬
問
的
に
盛
り
あ
げ
ら
れ
た
悲
劇
的
状
況
を
前
提
と
し
て
は
じ

ま
る
新
し
い
悲
劇
　
　
従
属
的
な
悲
劇
を
中
心
と
し
た
新
し
い
悲
劇
に
転
換
し

て
ゆ
く
」
と
さ
れ
る
。
お
さ
ゐ
と
権
三
の
悲
劇
は
「
逢
か
に
情
緒
的
・
感
覚
的

に
印
象
づ
け
ら
れ
て
」
い
る
の
に
対
し
て
、
「
忠
太
兵
衛
や
市
之
進
ら
の
悲
劇

に
主
題
が
あ
る
」
と
捉
え
ら
れ
た
。

　
た
し
か
に
下
之
巻
は
、
廣
末
氏
説
の
通
り
忠
太
兵
衛
の
苦
悩
が
大
き
な
見
せ

場
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
通
り
主
人
公
の
ド
ラ
マ
は
「
情
緒

的
・
感
覚
的
」
な
描
写
ば
か
り
と
は
い
え
な
い
。
妻
敵
討
の
場
に
っ
い
て
も
事

件
の
再
現
を
図
っ
て
い
る
。
忠
太
兵
衛
ら
の
悲
劇
に
主
題
が
あ
っ
て
、
お
さ
ゐ

と
権
三
の
悲
劇
は
、
そ
の
た
め
の
「
瞬
問
的
に
盛
り
あ
げ
ら
れ
た
悲
劇
的
状

況
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
権
三
像
の
検
討
か
ら
考
え
た
い
。

　
一
方
「
主
題
的
な
統
一
」
の
必
要
を
説
か
れ
る
井
口
氏
は
、
前
の
廣
末
氏
に

反
論
し
、
主
題
を
「
お
さ
ゐ
と
い
う
女
主
人
公
の
犯
し
た
錯
誤
」
と
と
ら
え
ら

れ
る
。
「
錯
誤
」
と
い
う
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
自
分
で
は
ど
こ
ま
で
も
「
実
」
な
り
「
道
義
」
な
り
の
た
め
に
身
を
捨
て

　
　
る
こ
と
と
信
じ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
と
し
て
そ
れ
ら
の
欠
落

　
　
し
た
、
内
容
の
伴
わ
な
い
「
名
」
や
「
世
問
の
聞
一
」
え
」
だ
け
を
選
び
取

　
　
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
権
三
に
つ
い
て
も
、

　
　
　
　
　
『
鑓
の
権
三
重
唯
子
』
論

　
　
そ
れ
な
ら
ば
権
三
は
、
い
や
権
三
も
ま
た
、
す
で
に
形
骸
化
し
た
観
念
を
、

　
　
そ
う
と
は
気
づ
か
ず
信
じ
た
た
め
に
、
そ
の
観
念
自
体
に
裏
切
ら
れ
て
い

　
　
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
権
三
の
ば
あ
い
、
そ
の
よ
う
な
観
念
の
形
骸
化
を

　
　
み
ず
か
ら
体
現
し
て
い
な
が
ら
、
な
お
そ
れ
を
自
覚
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、

　
　
錯
誤
を
決
断
し
た
者
の
痛
ま
し
い
最
期
を
迎
え
た
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
っ
た

と
新
し
い
解
釈
を
出
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
主
人
公
が
妻
敵
討
に
よ
っ
て
命
を
落
と
す
こ
と
は
劇
の
初
め
か
ら
誰
も

が
承
知
し
て
い
る
事
柄
で
あ
る
が
、
近
松
は
二
人
が
迎
え
る
死
を
「
錯
誤
」
に

よ
る
「
痛
ま
し
い
最
期
」
と
は
直
接
描
い
て
い
な
い
。
仮
に
近
松
が
主
人
公
の

「
錯
誤
」
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
の
姦
通
曲
の

『
堀
川
波
鼓
』
や
『
大
経
師
昔
暦
』
の
女
主
人
公
の
よ
う
に
「
我
身
に
悪
魔
の

見
入
か
」
（
『
堀
川
波
鼓
』
）
と
悔
や
む
場
を
設
け
て
も
よ
い
が
、
お
さ
ゐ
も
権

三
も
自
分
た
ち
の
選
択
が
「
錯
誤
」
で
あ
っ
た
と
自
覚
す
る
状
況
を
作
っ
て
い

な
い
。
討
た
れ
る
時
で
さ
え
「
錯
誤
」
を
口
に
さ
せ
て
い
な
い
。
井
口
氏
は
劇

の
上
に
表
れ
て
い
な
い
部
分
、
っ
ま
り
受
け
取
り
手
の
解
釈
を
主
題
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
、
作
品
は
ま
だ
十
分
に
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
従
来
の
研

究
は
、
作
品
が
実
際
の
妻
敵
討
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妻

敵
討
の
場
の
検
討
が
不
十
分
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

一
五



『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
論

二
　
妻
敵
討

　
際
物
で
あ
る
本
作
に
妻
敵
討
の
場
は
欠
か
せ
な
い
が
、
制
作
意
図
と
し
て
、

ま
ず
こ
の
妻
敵
討
の
場
を
正
確
に
再
現
し
よ
う
と
の
思
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。　

本
作
に
は
『
好
色
橋
弁
慶
』
と
い
う
内
題
の
つ
い
た
版
本
が
別
に
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

そ
の
版
本
と
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
橋
正
叔
氏
の

研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
版
木
は
「
最
初
か
ら
草
子
用
と
浄
瑠
璃
正
本
用

と
二
つ
の
使
途
を
考
え
て
彫
ら
れ
た
」
も
の
で
、
草
子
用
は
ま
ず
『
好
色
橋
弁

慶
』
と
題
し
、
匡
郭
を
付
け
た
形
で
作
ら
れ
た
。
そ
の
用
が
済
ん
で
か
ら
、
浄

瑠
璃
正
本
と
し
て
刷
ら
れ
る
時
に
匡
郭
と
『
好
色
橋
弁
慶
』
を
削
り
、
埋
木
に

よ
っ
て
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
と
替
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
草
子
用
の

『
好
色
橋
弁
慶
』
と
い
う
題
名
は
妻
敵
討
の
場
の
男
の
姿
を
示
し
て
い
る
が
、

正
本
用
に
変
え
ら
れ
た
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
も
そ
の
場
を
意
識
し
て
の
題
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
当
時
の
記
録
で
あ
る
『
月
堂
見
聞
集
』
や
『
摂
陽
落
穂

集
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
最
期
に
男
は
越
後
縮
の
唯
子
を
、
女
は
絹
縮

　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

の
唯
子
を
着
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
題
名
も
当
時
の
大
坂
の
人
々

を
大
い
に
驚
か
せ
た
妻
敵
討
で
あ
る
こ
と
を
表
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
本
作
の
妻
敵
討
の
場
は
、
当
時
の
記
録
と
合
わ
せ
る
と
共
通
点
が
か
な
り
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
一
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

い
。
参
考
と
な
る
記
録
に
は
、
先
に
あ
げ
た
『
月
堂
見
聞
集
』
『
摂
陽
落
穂
集
』
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

そ
し
て
名
古
屋
に
お
い
て
筆
録
さ
れ
た
『
鶏
鵡
籠
中
記
』
が
あ
る
。
『
鶏
鵡
籠

中
記
』
の
記
事
は
い
く
っ
か
の
浮
世
草
子
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
が
、
本
作
や
他
の
記
録
と
の
矛
盾
点
は
な
い
。

　
実
名
は
、
記
録
で
は
少
し
ず
つ
異
な
り
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
松
江
藩
茶

役
の
妻
（
二
エ
ハ
歳
）
と
小
姓
で
あ
っ
た
男
（
二
四
歳
）
の
不
義
者
が
、
茶
役
の

夫
（
四
八
歳
）
と
妻
の
弟
（
三
四
歳
）
の
二
人
に
討
た
れ
た
と
す
る
。
近
松
は

実
名
を
用
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
と
茶
役
と
い
う
身

分
は
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
る
。

　
妻
敵
討
の
場
を
照
合
す
る
。
二
人
が
市
之
進
と
顔
を
合
わ
せ
る
場
面
か
ら
し

ば
ら
く
本
文
を
引
用
し
た
い
。

　
　
「
笹
野
権
三
浅
香
市
之
進
が
妻
敵
。
覚
え
た
か
」
と
い
ふ
よ
り
早
く
打
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

　
　
く
る
。
「
ヲ
・
待
受
た
り
」
と
指
上
る
。
弓
手
の
小
腕
水
も
た
ま
ら
ず
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
落
せ
ば
。
飛
し
さ
っ
て
武
士
の
役
。
作
法
計
と
一
尺
八
寸
抜
合
せ
て
刃
向

　
　
ふ
た
り
。
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
女
は
甚
平
を
ち
ら
り
と
見
て
望
は
夫
の
切
先
弟
に
討
れ
犬
死
と
し
ば
し
身

　
　
を
引
橋
の
影
。

右
の
傍
線
部
¢
に
つ
い
て
、
腕
を
切
り
落
と
し
た
こ
と
は
『
摂
陽
落
穂
集
』
に

記
さ
れ
、
傍
線
部
　
の
刀
に
っ
い
て
も
、
男
が
長
さ
「
一
尺
七
寸
五
分
」
の
刀

を
使
っ
た
こ
と
が
そ
れ
に
記
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
　
の
女
の
行
動
に
つ
い
て
、

『
鶏
鵡
籠
中
記
』
に
は
女
が
一
旦
そ
の
場
を
逃
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。



続
く
権
三
の
最
期
の
様
子
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
権
三
が
ふ
ん
ご
み
打
切
先
欄
干
に
切
込
ん
で
。
街
へ
止
め
た
る
刀
を
捨
。

　
「
工
・
竹
が
な
一
本
。
一
手
使
ふ
て
鑓
の
権
三
と
名
を
取
印
。
諸
人
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ク
リ

　
見
に
残
さ
ん
物
。
足
取
成
共
見
物
せ
よ
」
と
。
刃
を
く
“
る
無
刀
の
働
さ
す

　
が
へ
成
け
る
手
負
ぶ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
一
生
一
世
と
念
力
に
切
こ
ん
だ
る
右
の
肩
先
。
胸
板
を
筋
交
い
に
は
ら
り

　
　
ず
ん
ど
切
ら
れ
て
も
。
猶
身
を
引
ぬ
最
期
の
身
振
り
。
橋
は
さ
な
が
ら
紅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
葉
の
ま
れ
に
逢
瀬
の
敵
と
敵
ふ
全
み
。
く
五
刀
。
切
ら
れ
て
の
つ
け

　
　
に
返
せ
共
。
武
士
の
死
骸
の
見
事
さ
や
逃
疵
さ
ら
に
な
か
り
け
り
。

傍
線
＠
の
男
が
さ
ん
ざ
ん
に
切
ら
れ
て
息
絶
え
た
こ
と
は
、
や
は
り
『
月
堂
見

聞
集
』
に
「
疵
は
大
小
十
二
ヶ
所
」
、
『
摂
陽
落
穂
集
』
に
「
疵
三
ヶ
所
、
み
け

ん
疵
二
ヶ
所
、
と
“
め
有
」
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
一
方
お
さ
ゐ
は
、
弟
甚
平
に
突
き
出
さ
れ
て
夫
に
「
な
ふ
懐
か
し
や
」
と
寄

る
と
こ
ろ
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
片
手
な
ぐ
り
に
腰
の
番
。
く
は
ら
り
ず
ん
と
切
下
げ
ら
れ
あ
っ
と
計
に
臥

　
　
た
り
け
る
。

と
い
う
最
期
を
迎
え
る
と
描
く
。
傍
線
　
は
、
『
月
堂
見
聞
集
』
に
「
疵
一
ヶ

所
け
さ
ぎ
り
」
、
『
摂
陽
落
穂
集
』
に
は
「
背
中
大
疵
二
ヶ
所
、
其
外
小
疵
と
“

め
有
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
実
事
件
で
は
女
は
男
に
比
べ
て
あ
っ
け
な
く
討
た

れ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
本
作
で
市
之
進
は
お
さ
ゐ
を
討
つ
と
き
足

　
　
　
　
　
『
鑓
の
権
三
重
唯
子
』
論

に
傷
を
負
う
が
、
そ
の
点
も
『
月
堂
見
聞
集
』
に
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
以

上
、
事
件
を
か
な
り
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
記
録
と
重
な
る
部
分
以
外
の
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
近
松
は

男
女
が
「
待
受
」
け
た
最
期
と
い
う
も
の
を
意
図
的
に
描
き
加
え
て
い
る
。
二

人
は
岩
木
甚
平
の
姿
を
見
て
死
期
が
近
い
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

の
権
三
の
言
葉
を
「
サ
ア
く
二
人
の
望
か
な
ふ
た
覚
悟
あ
れ
一
と
し
、
お
さ

ゐ
も
ま
た
、
「
ア
・
そ
れ
は
覚
悟
の
ま
え
。
国
を
出
る
そ
の
夜
よ
り
夫
に
進
ぜ

た
命
。
お
し
い
と
は
思
は
ね
共
。
も
し
弟
の
甚
平
が
手
に
か
・
ら
ば
口
惜
し
い

犬
死
」
と
覚
悟
す
る
と
描
く
。

　
こ
の
男
女
の
「
望
み
」
と
は
、
お
さ
ゐ
の
夫
の
「
一
分
」
を
立
て
る
こ
と
で

あ
る
と
し
た
。
そ
れ
は
上
之
巻
数
寄
屋
の
場
で
の
二
人
の
取
り
決
め
に
よ
る
。

自
害
し
よ
う
と
し
た
権
三
を
お
さ
ゐ
が
止
め
、
「
只
今
二
人
が
問
男
と
。
い
ふ

不
義
者
に
成
き
は
め
て
。
市
之
進
殿
に
討
れ
て
男
の
一
分
。
立
て
進
ぜ
て
下
さ

れ
た
ら
。
な
ふ
恭
け
な
か
ら
ふ
」
と
す
が
る
。
そ
れ
で
も
「
い
か
に
し
て
も
問

男
に
成
極
る
は
口
惜
し
い
」
と
い
う
権
三
に
対
し
て
お
さ
ゐ
は
泣
崩
れ
、

　
　
ヲ
・
い
と
し
や
口
惜
し
い
は
尤
な
れ
ど
。
跡
に
我
々
名
を
清
め
て
は
。
市

　
　
之
進
は
妻
敵
を
討
誤
り
。
二
度
の
恥
と
い
ふ
物
。
不
請
な
が
ら
今
麦
で
女

　
　
房
じ
や
夫
じ
や
と
。
；
日
い
ふ
て
下
さ
れ
思
は
ぬ
難
に
名
を
な
が
し
。
命

　
　
を
果
た
す
お
ま
へ
も
い
と
し
ひ
は
い
と
し
ひ
か
。
三
人
の
子
を
な
し
た
。

　
　
廿
年
の
名
染
に
は
。
わ
し
や
代
へ
ぬ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
『
鑓
の
権
三
重
唯
子
』
論

と
男
を
妻
敵
討
へ
と
導
く
。
男
主
人
公
を
ド
ラ
マ
の
結
末
へ
と
導
く
力
を
女
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

人
公
が
持
つ
　
　
向
井
芳
樹
氏
は
こ
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
を
「
女
の
ド
ラ
マ
」
と

呼
ん
で
お
ら
れ
る
が
、
本
作
の
数
寄
屋
の
場
で
も
近
松
は
そ
の
方
法
を
と
っ
て

い
る
。
と
も
あ
れ
男
女
は
「
一
分
」
の
た
め
に
討
た
れ
る
こ
と
を
「
望
み
」
と

す
る
が
、
そ
れ
で
も
不
義
者
の
汚
名
を
被
っ
て
死
ぬ
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
い

い
出
す
お
さ
ゐ
は
と
も
か
く
、
権
三
に
と
っ
て
は
武
士
の
「
一
分
」
を
捨
て
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
お
さ
ゐ
に
従
う
と
す
る
権
三
像
に
注
目
し
た
い
。

三
　
「
伊
達
者
」

　
冒
頭
で
権
三
を
「
鑓
の
権
三
は
伊
達
者
の
ど
う
で
も
権
三
は
よ
い
男
。
う
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

ひ
は
や
ら
す
美
男
草
」
と
紹
介
す
る
が
、
こ
れ
は
歌
謡
「
鑓
権
三
男
踊
」
（
『
落

葉
集
』
所
収
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
歌
謡
で
は
「
鑓
の
権
三
は
蓮
葉
に
御
座

る
」
・
「
ど
う
で
も
権
三
は
ぬ
れ
者
だ
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
近
松
が
「
伊
達
者
」

に
変
更
し
た
。

　
「
伊
達
」
の
意
味
は
、
『
江
戸
語
大
辞
典
』
（
前
田
勇
氏
）
に
よ
る
と
一
〇
意

気
な
こ
と
。
見
え
を
張
る
こ
と
。
　
派
手
に
装
い
飾
る
こ
と
一
の
二
つ
の
意
味

を
あ
げ
る
。
ま
た
『
近
世
上
方
語
辞
典
』
（
前
田
勇
氏
）
で
は
一
〇
は
で
。
「
じ

み
」
の
対
。
　
は
で
に
振
舞
う
こ
と
。
　
は
で
に
装
い
飾
る
こ
と
。
　
気
持
が

さ
ば
け
て
い
る
こ
と
。
粋
な
こ
と
。
　
見
え
を
飾
る
こ
と
一
の
五
っ
の
意
味
を

載
せ
る
。
本
作
の
権
三
の
「
伊
達
者
」
は
、
『
江
戸
語
大
辞
典
』
の
０
、
『
近
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

上
方
語
辞
典
』
で
は
＠
の
意
味
に
近
い
と
考
え
る
。
後
者
＠
の
用
例
に
は
、
本

作
の
お
さ
ゐ
の
紹
介
部
分
で
あ
る
「
さ
す
か
茶
人
の
妻
。
物
好
き
も
能
ク
気
も

伊
達
に
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
権
三
の
人
物
像
も
ま
た
「
意
気
・
粋
」
の
意
味

を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
結
論
か
ら
い
え
ば
、
権
三
の
造
型
は
、
イ
「
よ
い
男
」
・
好
か
れ
る
男
、
口

面
目
や
名
を
重
ん
じ
る
男
、
ハ
弱
い
者
を
見
捨
て
て
置
け
な
い
男
、
こ
の
三
っ

の
点
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
説
明
し
た
い
。

イ
　
「
よ
い
男
」
・
好
か
れ
る
男

　
権
三
が
武
道
と
茶
道
に
優
れ
て
い
る
こ
と
は
、
伴
之
丞
と
の
対
比
で
わ
か
る

よ
う
に
す
る
。
そ
し
て
伴
之
丞
の
妹
雪
は
権
三
を
慕
い
祝
言
を
迫
る
が
、
お
さ

ゐ
も
娘
の
菊
の
婿
に
定
め
る
と
す
る
。
こ
の
お
さ
ゐ
に
よ
っ
て
伴
之
丞
と
権
三

の
評
価
が
ま
っ
た
く
対
照
的
な
も
の
と
な
る
。
伴
之
丞
に
対
し
て
は
「
侍
畜

生
」
と
侮
る
と
す
る
が
、
権
三
に
は
「
器
量
は
お
国
一
番
武
芸
よ
ふ
て
茶
の
道

も
。
弟
子
衆
に
っ
“
く
は
な
い
。
そ
し
て
気
立
と
い
ふ
物
が
万
人
に
も
憎
ま
れ

ぬ
。
い
と
し
ら
し
い
か
た
気
。
男
の
生
粋
く
一
と
惚
れ
込
み
、
「
ほ
ん
に
市

之
進
殿
と
い
ふ
男
を
持
た
ね
ば
。
人
手
に
渡
す
権
三
様
じ
や
な
い
わ
ひ
の
」
と

お
さ
ゐ
自
身
の
思
慕
の
念
を
掻
立
て
る
こ
と
に
な
る
。

口
　
面
目
や
名
を
重
ん
じ
る
男

　
雪
が
裡
言
を
迫
る
と
「
名
が
立
て
は
」
と
あ
し
ら
い
、
ま
た
忠
太
兵
衛
が
巻

物
伝
授
の
話
を
持
ち
掛
け
る
と
「
か
様
の
こ
と
を
勤
め
ね
ば
武
士
の
奉
公
秀
が



た
し
」
と
面
子
を
気
に
か
け
る
。
こ
れ
が
の
ち
に
「
一
分
」
を
立
て
る
と
い
う

状
況
へ
発
展
す
る
。

ハ
　
弱
い
者
を
見
捨
て
て
置
け
な
い
男

　
泣
き
臥
し
て
懇
願
す
る
お
さ
ゐ
を
前
に
、
権
三
は
「
五
臓
六
腋
を
吐
き
出
し

鉄
の
熱
湯
が
。
咽
を
通
る
苦
し
み
よ
り
主
の
有
女
房
を
。
我
女
房
と
い
ふ
苦
患

百
倍
千
倍
無
念
な
が
ら
」
と
「
男
泣
」
に
泣
き
な
が
ら
も
お
さ
ゐ
に
従
う
と
す

る
。
こ
の
場
を
検
討
し
た
い
。

　
権
三
像
の
考
察
に
入
る
前
に
、
お
さ
ゐ
の
造
型
を
考
え
て
み
た
い
。
近
年
の

解
釈
で
は
、
お
さ
ゐ
の
そ
の
必
死
の
懇
願
を
権
三
へ
の
思
慕
か
ら
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

「
夫
へ
の
愛
情
の
故
」
で
あ
る
と
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
の
場
を
み
る

と
、
近
松
は
お
さ
ゐ
に
権
三
へ
の
執
心
が
あ
っ
た
と
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

権
三
へ
の
執
心
と
、
そ
の
後
の
夫
へ
の
「
愛
情
」
を
ど
の
よ
う
に
結
び
っ
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

考
え
れ
ば
よ
い
か
。
井
口
洋
氏
は
、
こ
の
点
に
っ
い
て
、
お
さ
ゐ
の
執
心
は

「
本
来
は
市
之
進
に
向
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
願
望
を
、
お
さ
ゐ
が
み
ず
か
ら

、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

抑
圧
し
た
た
め
に
生
じ
た
、
転
位
の
証
し
」
と
そ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
解
釈

を
出
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
し
か
し
な
が
ら
、
お
さ
ゐ
の
執
心
は
「
転
位
」
と
い
う
に
は
、
か
な
り
念
の

入
っ
た
描
き
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
の
ち
の
お
さ
ゐ
の
懇

願
を
、
単
に
「
夫
へ
の
愛
情
の
故
」
と
だ
け
捕
捉
す
る
な
ら
ば
、
お
さ
ゐ
に
従

う
と
す
る
権
三
像
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
武
士
の
「
一
分
」
を
、
夫
婦
の
た

　
　
　
　
　
『
鑓
の
権
三
重
唯
子
』
論

め
に
と
捨
て
て
し
ま
う
男
を
近
松
が
意
図
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
近
松
は
、

お
さ
ゐ
の
権
三
へ
の
執
心
を
は
っ
き
り
と
描
き
、
そ
の
上
で
お
さ
ゐ
に
罪
を
被

せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
お
さ
ゐ
の
「
夫
へ
の
愛
情
」
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

　
破
局
が
お
さ
ゐ
に
よ
っ
て
発
動
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
多
く
の
指
摘
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

あ
る
通
り
で
、
高
野
正
巳
氏
は
、
伴
之
丞
に
つ
い
て
「
こ
の
両
人
が
姦
通
を
犯

す
一
歩
前
に
救
つ
た
救
い
の
主
」
で
あ
っ
て
、
「
若
し
仮
に
伴
之
丞
が
な
か
つ

た
と
し
た
な
ら
ば
、
彼
等
二
人
は
正
真
正
銘
の
姦
夫
姦
婦
と
成
り
果
て
ね
ば
な

ら
な
か
つ
た
」
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
巻
物
伝
授
の
場
で
は
、
数
寄
屋
の

庭
よ
り
聞
一
」
え
る
「
蛙
の
士
仁
と
い
う
も
の
を
何
度
も
繰
り
返
し
描
き
、
観
客

の
注
意
を
向
け
、
「
蛙
」
が
恐
れ
る
「
蛇
」
を
出
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
蛇
」
と
は
お
さ
ゐ
で
あ
る
。
お
さ
ゐ
は
権
三
と
は
違
っ
て
「
蛙
の
声
を
聞
か

　
　
（
１
９
）

な
か
っ
た
」
。
権
三
が
「
ち
よ
っ
と
吟
味
」
と
立
っ
や
、
そ
れ
を
契
機
に
お
さ

　
　
　
　
　
　
、
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

ゐ
は
「
権
三
に
か
ら
み
は
じ
め
る
の
で
あ
る
」
。
権
三
が
身
に
っ
け
て
い
る
帯

が
雪
の
も
の
で
あ
る
と
知
る
と
「
噛
ち
ぎ
っ
て
の
け
ふ
と
飛
か
・
り
む
し
や
ぶ

り
付
」
き
、
さ
ら
に
権
三
の
帯
を
ほ
ど
い
て
「
不
請
な
が
ら
此
帯
な
さ
れ
。
一

念
の
蛇
と
成
て
腰
に
巻
付
離
れ
ぬ
」
と
自
分
の
帯
を
権
三
の
前
に
投
げ
出
す
こ

と
に
な
る
。
執
心
の
深
さ
の
た
め
に
女
が
蛇
と
変
身
し
た
の
は
道
成
寺
説
話
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
想
起
し
て
の
造
型
で
あ
ろ
う
。
近
松
は
お
さ
ゐ
の
執
念
深

さ
を
念
入
り
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
「
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
論

　
そ
の
お
さ
ゐ
を
権
三
が
救
っ
て
や
る
と
す
る
。
お
さ
ゐ
は
権
三
に
「
一
念
の

蛇
と
成
て
腰
に
巻
付
離
れ
ぬ
」
と
帯
を
差
し
出
す
が
、
そ
の
帯
は
す
ぐ
に
第
三

者
の
手
に
よ
っ
て
不
義
の
証
拠
と
な
る
。
そ
れ
を
目
前
に
す
る
お
さ
ゐ
は
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

己
の
蛇
の
よ
う
な
執
心
が
招
い
た
過
ち
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
と
い
う
よ
う

に
導
い
て
い
く
。
夫
の
二
分
」
を
立
て
る
こ
と
は
、
夫
を
愛
す
る
妻
の
「
一

分
」
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
で
お
さ
ゐ
は
「
三
人
の
子
を
な
し
た
。

什
年
の
名
染
に
は
。
わ
し
や
代
へ
ぬ
ぞ
」
と
、
妻
で
あ
る
か
ら
と
懇
願
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

こ
の
罪
深
い
お
さ
ゐ
を
見
捨
て
て
お
け
な
い
権
三
が
侍
の
「
一
分
」
を
捨
て
る

状
況
に
発
展
す
る
。

　
以
上
、
権
三
の
造
型
を
、
「
意
気
・
粋
」
と
い
う
言
葉
か
ら
考
え
て
み
た
。

「
伊
達
者
」
権
三
は
、
面
目
を
重
ん
じ
、
義
理
を
立
て
通
す
男
、
そ
し
て
お
さ

ゐ
に
慕
わ
れ
、
お
さ
ゐ
を
見
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
命
を
捨
て
よ
う
と

す
る
勇
み
肌
の
男
と
し
て
造
型
し
て
い
る
。
近
松
は
、
討
た
れ
る
た
め
に
逐
電

を
遂
げ
た
男
女
の
「
縁
」
を
説
明
す
る
た
め
に
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
人

物
像
の
創
造
に
力
を
尽
く
し
た
。

四
　
男
女
の

「
縁
」

　
下
之
巻
の
忠
太
兵
衛
屋
敷
の
場
を
み
て
お
き
た
い
。
残
さ
れ
た
家
族
の
深
い

悲
し
み
を
描
く
こ
の
場
面
は
大
き
な
見
せ
場
と
な
っ
て
い
る
。
主
人
公
の
逐
電

の
あ
と
、
「
不
義
人
の
諸
道
具
」
が
父
母
の
屋
敷
に
送
り
返
さ
れ
て
く
る
場
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

か
ら
始
ま
る
。
母
は
娘
が
二
十
年
に
な
る
道
具
を
古
び
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
に

目
を
と
め
て
、
「
そ
も
や
悪
事
を
な
ん
の
せ
う
。
物
の
見
入
か
報
ひ
か
」
と
嘆

き
悲
し
み
、
父
の
忠
太
兵
衛
は
「
人
問
外
れ
の
女
」
の
「
汚
れ
し
道
具
」
は

「
武
士
の
家
が
汚
る
・
」
と
し
て
叩
き
割
る
。
残
さ
れ
た
三
人
の
孫
を
前
に
し

て
は
、
「
す
ぐ
つ
た
様
な
子
共
の
成
人
。
見
た
い
心
も
な
き
母
め
は
い
か
成
畜

生
ぞ
や
」
と
恨
み
嘆
く
。
そ
し
て
屋
敷
へ
立
ち
寄
っ
た
市
之
進
に
は
、
「
娘
さ
ゐ

め
が
提
首
を
お
目
に
か
け
い
で
口
惜
し
い
」
と
詫
び
る
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
近
松
は
父
母
の
っ
き
る
こ
と
の
な
い
苦
悩
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
描
き
、

市
之
進
に
「
切
成
共
突
成
共
や
が
て
本
望
く
一
と
送
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

す
る
。
市
之
進
自
身
も
ま
た
、
子
供
の
「
権
三
め
は
切
殺
し
。
母
様
は
息
災
で

連
れ
て
戻
て
下
さ
れ
」
と
訴
え
る
声
を
ふ
り
き
っ
て
妻
敵
討
へ
旅
立
つ
と
描
く
。

　
以
前
の
『
堀
川
波
鼓
』
と
『
大
経
師
昔
暦
」
で
は
、
本
作
と
は
対
照
的
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

家
族
の
苦
悩
を
通
し
て
「
受
難
者
」
で
あ
る
主
人
公
の
救
済
を
願
う
姿
を
描
い

て
い
た
。
た
と
え
ば
『
堀
川
波
鼓
』
で
は
、
お
種
を
殺
さ
せ
な
い
た
め
に
画
策

す
る
妹
藤
、
お
種
の
罪
を
許
し
た
上
で
「
尼
」
に
し
よ
う
と
し
た
夫
彦
九
郎
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

あ
る
。
夫
の
言
葉
は
、
向
井
芳
樹
氏
の
御
指
商
の
通
り
、
お
種
が
「
来
世
的
に

救
済
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
年
忌
物
の
『
大
経
師
昔
暦
』
の

場
合
は
、
お
さ
ん
を
「
助
け
下
さ
れ
や
れ
」
と
い
う
父
母
の
切
な
る
願
い
は
、

最
後
の
場
で
絶
対
的
な
威
力
を
発
揮
す
る
「
衣
の
徳
」
に
よ
っ
て
適
う
と
し
た
。

家
族
は
「
受
難
者
」
で
あ
る
主
人
公
の
罪
と
苦
悩
を
自
分
た
ち
の
苦
悩
と
し
、



贋
罪
を
願
う
。
だ
か
ら
ド
ラ
マ
の
上
で
主
人
公
の
救
済
を
約
束
す
る
こ
と
は
、

結
局
そ
の
家
族
を
救
う
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
と
し
て
い
る
。

　
　
　
（
２
５
一

　
廣
末
保
氏
は
、
「
こ
こ
で
一
番
大
き
い
問
題
は
、
忠
太
兵
衛
や
市
之
進
ら
の

悲
劇
が
深
刻
に
描
か
れ
れ
ば
描
か
れ
る
ほ
ど
、
そ
し
て
、
そ
の
悲
劇
へ
の
共
感

が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
権
三
と
お
さ
ゐ
に
対
す
る
非
難
の
感
情
が
芽
生
え
、

こ
の
姦
通
の
悲
劇
に
対
し
て
、
何
か
割
り
き
れ
な
い
気
持
を
起
さ
せ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
れ
ば
、
こ
の
『
鑓
の
権
三
重
唯
子
』
は
、
文
字
通

り
、
忠
太
兵
衛
や
市
之
進
ら
の
悲
劇
に
主
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と

説
い
て
お
ら
れ
る
。
ふ
た
た
び
上
之
巻
を
ふ
り
か
え
る
と
、
お
さ
ゐ
は
市
之
進

の
「
男
の
一
分
」
の
た
め
に
落
ち
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
と
描
き
、
権
三
は

「
五
臓
六
腋
を
吐
き
出
し
鉄
の
熱
湯
が
。
咽
を
通
る
苦
し
み
よ
り
主
の
有
女
房

を
。
我
女
房
と
い
ふ
苦
患
百
倍
千
倍
無
念
な
が
ら
」
と
泣
き
な
が
ら
逐
電
を
承

知
す
る
と
描
い
た
。
と
こ
ろ
が
せ
っ
か
く
の
当
事
者
の
決
意
は
家
族
に
伝
わ
ら

な
い
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
家
族
を
苦
悩
に
陥
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。

主
人
公
の
努
力
と
、
残
さ
れ
た
家
族
の
悲
劇
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
た

し
か
に
廣
末
氏
の
「
何
か
割
り
き
れ
な
い
」
と
の
説
が
納
得
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
も
う
一
度
当
事
者
の
「
縁
」
を
考
え
て
み
た
い
。
本
作
は
、
発
生
後

ま
も
な
い
妻
敵
討
の
事
件
の
再
現
を
前
提
と
し
た
姦
通
曲
で
あ
る
た
め
、
そ
こ

で
は
、
男
女
が
手
を
取
り
合
っ
て
逐
電
す
る
こ
と
に
な
る
事
情
、
す
な
わ
ち
二

人
の
「
縁
」
を
説
明
す
る
場
と
、
そ
の
男
女
の
「
縁
」
を
認
め
、
妻
敵
討
へ
向

　
　
　
　
　
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
論

か
わ
ざ
る
を
え
な
い
家
族
の
悲
し
み
の
場
を
必
要
と
し
た
。
高
麗
橋
の
事
件
を

知
る
当
時
の
観
客
の
一
番
の
関
心
事
は
、
前
者
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
近
松

は
、
そ
の
男
女
の
「
縁
」
を
姦
通
な
き
逐
電
に
よ
る
も
の
と
し
、
ま
た
そ
れ
を

説
明
す
る
た
め
に
、
苦
労
し
て
「
伊
達
者
」
と
い
う
男
主
人
公
を
生
み
だ
し
た
。

こ
の
点
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
上
下
巻
の
冒
頭
に
「
鑓
の
権
三
は

伊
達
者
で
ご
ざ
る
」
で
始
ま
る
歌
謡
を
お
き
、
作
品
の
冒
頭
か
ら
妻
敵
討
の
場

ま
で
、
忠
太
兵
衛
屋
敷
の
場
を
除
く
す
べ
て
の
場
に
権
三
を
登
場
さ
せ
て
、
そ

の
「
伊
達
者
」
ぶ
り
を
紹
介
し
印
象
づ
け
よ
う
と
す
る
。
近
松
は
、
主
人
公
の

必
死
の
努
力
が
何
物
も
生
み
出
さ
な
い
と
い
う
違
和
感
を
与
え
て
ま
で
も
、

「
一
分
」
の
た
め
の
逐
電
に
力
を
傾
け
て
い
る
。

　
上
之
巻
、
髪
杭
き
の
場
で
、
お
さ
ゐ
の
権
三
へ
の
入
れ
込
み
様
を
示
し
、
そ

れ
を
「
時
の
座
興
の
深
戯
も
過
去
の
悪
世
の
縁
な
ら
め
」
と
男
女
の
「
縁
」
に

観
客
の
注
意
を
向
け
る
。
そ
し
て
そ
の
後
は
、
二
人
の
辿
る
運
命
が
前
世
の
悪

業
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
現
世
の
こ
の
逐
電
の
真
相
は
、
あ
く
ま
で
も
不
義
に

よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
説
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
近
松
は
、
自
ら
汚
名
を

か
ぶ
っ
て
で
も
「
一
分
」
の
た
め
の
死
を
選
択
し
、
ま
た
そ
の
た
め
に
討
た
れ

た
「
伊
達
者
」
権
三
と
お
さ
ゐ
の
ド
ラ
マ
を
描
い
た
。

結
び

近
松
は
そ
れ
ま
で
の
姦
通
曲
で
、

主
人
公
が
犯
し
て
し
ま
っ
た
姦
通
を
い
か

　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
　
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
－
論

に
偶
発
的
な
も
の
と
し
て
い
く
か
に
力
を
尽
く
し
た
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
女
主

人
公
の
姦
通
の
相
手
は
、
『
堀
川
波
鼓
』
で
は
初
対
面
の
男
を
、
『
大
経
師
昔

暦
』
で
は
善
良
な
手
代
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
『
大
経

師
昔
暦
』
の
逐
電
に
っ
い
て
も
そ
の
よ
ん
ど
こ
ろ
な
い
理
由
を
「
従
属
的
な
悲

（
２
６
）劇

」
を
か
ら
ま
せ
つ
つ
描
き
、
主
人
公
お
さ
ん
は
「
ほ
ん
の
因
果
の
回
り
合

ひ
」
を
嘆
く
と
し
た
。
し
か
し
本
作
で
は
、
妻
敵
討
の
場
の
再
玩
の
た
め
、

「
ほ
ん
の
」
で
は
す
ま
な
い
男
女
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
、
「
過
去
の
悪
世
の
縁
」
に

踏
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
事
件
は
、
お
さ
ゐ
と
権
三
の
巻
物
伝
授
を
始
ま
り
と
す
る
。
伝
授
の
場
は

「
灯
し
火
の
。
影
は
障
子
に
男
と
女
忍
ぶ
会
ふ
夜
の
さ
・
め
こ
と
。
う
な
づ
き

あ
ふ
て
顔
と
顔
寄
せ
て
し
つ
ほ
る
濡
れ
の
露
」
と
危
険
な
予
感
を
与
え
な
が
ら

も
、
近
松
は
姦
通
を
犯
す
に
至
る
「
男
と
女
」
を
描
こ
う
と
は
し
な
い
。
描
い

た
の
は
女
の
凄
ま
じ
い
情
念
と
罪
悪
感
、
そ
の
女
を
見
捨
て
る
こ
と
の
で
き
な

い
権
三
で
あ
っ
た
。
「
伊
達
者
」
で
あ
っ
た
権
三
と
お
さ
ゐ
の
二
人
は
、
姦
通

の
事
実
も
な
い
ま
ま
に
市
之
進
の
た
め
の
逐
電
を
選
び
、
共
に
伴
之
丞
の
こ
し

ら
え
た
「
抜
け
穴
道
」
を
潜
っ
て
妻
敵
討
へ
急
ぐ
と
い
う
状
況
を
作
り
出
し
、

そ
れ
が
真
相
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
茶
役
の
妻
と
の
「
縁
」
を
説
明
す
る
た
め
に
「
伊
達
者
」
と
い
う
男
主
人
公

を
造
型
す
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
運
命
を

受
け
止
め
、
潔
い
最
期
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
当
事
者
の
け
な
げ
な
姿
勢
を
描
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
一

こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。
姦
夫
を
武
芸
名
高
い
鑓
の
権
三
に
こ
と
よ
せ
、
そ

の
権
三
の
名
を
題
や
各
巻
の
冒
頭
、
そ
し
て
結
句
に
付
し
た
の
も
、
無
惨
な
死

を
遂
げ
た
者
へ
の
同
情
を
示
す
も
の
と
な
っ
た
。

注
（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

　
『
近
世
風
俗
見
聞
集
』
１
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
二
一
年
、
四
五
二
頁
）
。

　
近
松
研
究
第
一
会
対
談
『
槍
権
三
重
帷
子
』
（
守
随
憲
治
氏
他
編
『
近
松
増
補

国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
』
１
０
、
三
省
堂
、
一
九
七
七
年
、
二
三
七
頁
）
。

　
例
え
ば
、
「
目
本
古
典
文
学
大
辞
典
－
（
岩
波
書
店
）
の
「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」

の
項
（
松
平
進
氏
執
筆
）
。

　
お
さ
ゐ
と
権
三
の
間
の
思
慕
を
考
察
し
た
主
な
論
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
坪
内
造
遙
氏
、
近
松
研
究
第
一
会
対
談
『
槍
権
三
重
帷
子
」
（
守
随
憲
治
氏
他

編
『
近
松
増
補
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
』
１
０
、
三
省
堂
、
一
九
七
七
年
、
二

二
五
頁
）
。
木
谷
蓬
吟
氏
「
鑓
の
権
三
重
帷
子
解
説
」
（
『
大
近
松
全
集
』
７
、
大

近
松
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
二
年
、
五
〇
四
頁
）
。
井
上
澄
子
氏
「
近
松
の
女
性

（
そ
の
一
）
『
鑓
ノ
権
三
重
帷
子
』
の
お
さ
ゐ
」
（
近
松
研
究
会
編
『
近
松
門
左
衛

門
－
研
究
入
門
１
」
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
六
年
、
二
〇
〇
頁
）
。
井
口
洋

氏
「
『
鑓
の
権
三
重
唯
子
』
論
」
（
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
論
』
、
和
泉
書
院
、
一
九
八

六
年
、
二
〇
五
頁
）
。

　
こ
の
う
ち
坪
内
氏
と
木
谷
氏
は
お
さ
ゐ
に
権
三
へ
の
思
慕
あ
り
と
見
ら
れ
、
井

上
氏
と
井
口
氏
は
反
対
の
説
を
出
さ
れ
て
い
る
。

　
松
平
進
氏
「
『
鑓
の
権
三
重
唯
子
』
論
」
（
『
語
文
（
大
阪
大
学
）
』
２
５
、
一
九
六

五
年
三
月
）
。

　
廣
末
保
氏
「
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
－
の
方
法
」
（
『
増
補
近
松
序
説
』
、
未
来
社
、

一
九
五
七
年
）
。



（
７
）
　
井
口
洋
氏
「
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
論
」
（
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
論
』
、
和
泉
書
院
、

　
　
一
九
八
六
年
）
。

（
８
）
　
大
橋
正
叔
氏
「
『
好
色
橋
弁
慶
』
に
つ
い
て
－
浄
瑠
璃
本
の
出
版
（
そ
の
三
）

　
　
－
」
（
『
山
辺
道
』
２
８
、
一
九
八
四
年
三
月
）
。

（
９
）
　
鳥
越
文
蔵
氏
校
注
日
本
古
典
文
学
全
集
『
近
松
門
左
衛
門
集
』
二
（
小
学
館
、

　
　
三
一
一
頁
、
頭
注
）
。

（
１
０
）
　
注
（
１
）
に
同
じ
。

（
ｕ
）
　
『
新
燕
石
十
種
』
５
一
国
書
刊
行
会
、
一
九
二
二
年
、
三
九
〇
頁
）
。

（
１
２
）
　
『
名
古
屋
叢
書
続
編
』
１
２
（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
、
一
九
六
九
年
、
六
九

　
　
三
頁
）
。

（
１
３
）
向
井
芳
樹
氏
「
『
曽
根
崎
心
中
』
の
方
法
－
女
の
ド
ラ
マ
の
発
見
－
」
（
『
同
志

　
　
社
国
文
学
』
２
５
、
一
九
八
四
年
二
一
月
）
。

（
１
４
）
　
元
禄
期
（
一
六
八
八
－
一
七
〇
四
年
）
の
も
の
か
。
『
落
葉
集
』
５
「
祇
園
町

　
　
踊
之
唱
歌
」
（
高
野
辰
之
氏
編
『
日
本
歌
謡
集
成
』
６
）
所
収
。

（
１
５
）
　
白
方
勝
氏
「
『
夕
霧
阿
波
鳴
渡
』
付
り
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
」
一
『
近
松
浄
瑠
璃

　
　
の
研
究
』
、
風
間
書
房
、
一
九
九
三
年
、
四
九
〇
頁
）
ほ
か
。

　
　
　
例
え
ば
、
井
上
澄
子
氏
「
近
松
の
女
性
（
そ
の
一
）
『
鑓
ノ
権
三
重
唯
子
』
の

　
　
お
さ
ゐ
」
（
近
松
研
究
会
編
『
近
松
門
左
衛
門
－
研
究
入
門
－
』
、
東
京
大
学
出
版
、

　
　
一
九
五
六
年
、
二
〇
〇
頁
）
や
、
廣
末
保
氏
「
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
の
方
法
」

　
　
（
『
増
補
近
松
序
説
』
、
未
来
社
、
一
九
五
七
年
、
二
四
二
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

（
１
６
）
　
注
（
７
）
に
同
じ
。
二
二
一
頁
。

（
１
７
）
　
例
え
ば
、
諏
訪
春
雄
氏
「
戯
曲
作
法
と
そ
の
類
型
」
一
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
研

　
　
究
』
、
笠
問
書
院
、
一
九
七
四
年
、
三
四
四
頁
）
。

（
１
８
）
　
高
野
正
巳
氏
「
近
松
の
悲
劇
に
於
け
る
敵
役
の
意
義
」
（
『
近
世
演
劇
の
研
究
』
、

　
　
東
京
堂
、
一
九
四
一
年
、
九
二
頁
）
。

（
１
９
）
　
樋
口
慶
千
代
氏
「
妻
女
考
」
一
『
近
松
考
』
、
冨
山
房
、
一
九
五
五
年
、
九
一
頁
）
。

『
鑓
の
権
三
重
唯
子
』
論

（
２
０
）
　
注
（
６
）
に
同
じ
。
二
四
〇
頁
。

（
２
１
）
　
「
よ
い
男
」
権
三
へ
の
執
心
を
自
覚
す
る
お
さ
ゐ
を
、
そ
れ
ま
で
に
も
一
度
描

　
　
い
て
い
る
。
お
さ
ゐ
は
、
数
寄
屋
で
権
三
を
待
ち
な
が
ら
、
「
是
程
倍
気
深
ふ
て

　
　
は
」
と
泣
き
な
が
ら
自
分
を
戒
め
る
と
し
て
い
る
。

（
２
２
）
弱
い
立
場
の
者
を
見
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
権
三
像
は
、
最
初
の
浜
の
宮
の

　
　
場
で
描
い
て
い
る
。
「
お
ろ
く
一
と
泣
き
な
が
ら
祝
言
を
迫
る
壷
一
に
対
し
て
、

　
　
「
心
底
変
ら
ぬ
く
一
と
あ
ら
た
め
て
誓
い
を
一
止
て
る
と
す
る
。

（
２
３
）
向
井
芳
樹
氏
「
『
堀
川
波
鼓
』
小
考
」
（
『
近
松
の
方
法
－
、
桜
楓
社
、
一
九
七
六

　
　
年
、
一
五
六
頁
）
。

（
２
４
）
　
注
（
２
３
）
に
同
じ
。

（
２
５
）
　
注
（
６
）
に
同
じ
。
二
五
一
頁
。

（
２
６
）
　
廣
末
保
氏
「
『
大
経
師
昔
暦
』
１
意
志
な
き
姦
通
と
従
属
的
悲
劇
に
つ
い
て
ー
」

　
　
（
『
増
補
近
松
序
説
』
、
未
来
杜
、
一
九
五
七
年
、
二
二
五
頁
）
。
廣
末
氏
は
「
お

　
　
さ
ん
・
茂
兵
衛
は
、
二
人
を
救
お
う
と
す
る
二
組
の
悲
劇
を
う
け
と
め
る
こ
と
で
、

　
　
丹
波
へ
と
落
ち
て
ゆ
け
る
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
る
。
「
二
組
の
悲
劇
」
と
は
道

　
　
順
夫
婦
の
悲
劇
と
玉
・
梅
龍
の
悲
劇
を
さ
す
。

※
諸
先
学
の
論
考
の
引
用
に
際
し
、
旧
字
体
の
漢
字
を
新
字
体
に
改
め
た
。
た
だ
し
、

　
仮
名
表
記
に
つ
い
て
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
近
松
作
品
の
本
文
引
用
は
『
近
松
全

　
集
』
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

二
三
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