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一　
『
義
経
記
』
の
「
軍
記
評
判
」
と
し
て

　

元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
刊
行
の
『
義
経
記
評
判
』
は
、『
義
経
記
』
本

文
を
中
心
に
そ
れ
に
対
す
る
注
釈
や
本
文
の
校
合
、
そ
し
て
「
評
」
に
よ
る
内

容
に
つ
い
て
の
批
判
・
批
評
、
ま
た
「
伝
」
と
し
て
異
伝
・
異
説
等
を
収
載
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
義
経
記
評
判
』
は
、
近
世
前
期
の
『
太
平
記
秘
伝
理

尽
鈔
』（
以
下
『
理
尽
鈔
』
と
す
る
）
に
始
ま
る
「
軍
記
評
判
」
の
盛
行
に
の

っ
て
、『
義
経
記
』
を
総
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
一
つ
の
結
果
と
考
え
ら

れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
『
義
経
記
評
判
』
は
『
異
本
義
経
記
』
と
の
関
係
や
注
釈
的
部
分

の
引
用
書
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
き
た①
。
そ
の
中
で
「
軍
記
評
判
」
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
も
の
の
、『
義
経
記
』
自
体
と
の
距
離
を
測
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
一
見
、『
義
経
記
評
判
』
は
『
理
尽
鈔
』
に
代
表
さ
れ
る
初
期
の
軍

記
評
判
か
ら
は
か
な
り
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
太
平
記
評
判
』

に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
「
評
」
・「
伝
」
を
基
調
と
す
る
方
向
性
が
、『
太
平
記

大
全
』・『
太
平
記
綱
目
』・『
義
経
記
評
判
』
な
ど
で
は
「
語
釈
・
注
釈
の
比
重

が
増
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
、
後
続
の
軍
記
評
判
に
継
承
さ
れ
て

い
る
」
と
し
、『
首
書
太
平
記
』
に
も
軍
記
評
判
の
影
響
が
み
ら
れ
る
と
加
美

宏
氏
が
述
べ
ら
れ
る②
よ
う
に
、『
義
経
記
評
判
』
に
お
い
て
、『
義
経
記
』
理
解

の
た
め
に
「
軍
記
評
判
」
の
方
法
が
受
け
継
が
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、『
義
経
記
評
判
』
を
『
義
経
記
』
受
容
の
一
つ
の
形
と
し
て
と

ら
え
、「
軍
記
評
判
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
『
義
経
記
評
判
』
が
『
義
経
記
』

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ま
た
『
義
経
記
評
判
』
つ
ま
り
は
『
義
経
記
』
を
享

受
す
る
側
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
理
解
を
提
供
し
よ
う
と
し
た
の
か
検
討
を
行

い
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
近
世
に

お
け
る
『
義
経
記
』
受
容
の
様
相
を
、
さ
ら
に
は
「
軍
記
評
判
」
と
い
う
形
で

『
義
経
記
評
判
』
に
み
る
『
義
経
記
』
理
解
の
試
み

―

近
世
に
お
け
る
『
義
経
記
』
受
容
の
一
例
と
し
て―

西　
　

村　
　

知　
　

子
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の
中
世
軍
記
物
語
受
容
の
一
端
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
『
義
経
記
評
判
』
の
伝
本
と
し
て
は
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）、

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）、
ま
た
刊
年
不
明
の
も
の
の
三
種
の
刊
記
の
も
の
が

確
認
さ
れ
る
。
元
禄
十
六
年
と
す
る
も
の
は
刊
記
に
「
于
時
元
禄
十
六
癸
未
歳  

孟
春
大
吉
祥
日  
跡
よ
り  

義
経
再
改
記  

板
行  

京
押
小
路
通
麩
屋
町
西
江

入
町
金
屋  

書
肆  

安
浦
市
兵
衛
刊
行
」、
外
題
は
「
頭
書
絵
入  

義
経
記
評

判  

系
図
伝
記
大
意
附
録
入
」
と
な
っ
て
い
る
。
享
保
四
年
の
も
の
は
刊
記
に

「
享
保
四
年  

己
亥
正
月
吉
旦  
大
坂
安
堂
寺
町
心
斎
橋
筋  

書
肆  

大
野
木

市
兵
衛
」、
こ
ち
ら
の
外
題
は
「
頭
書
絵
入  
義
経
記
大
全  

系
図
伝
記
大
意

附
録
入
」
と
あ
っ
て
、
外
題
を
『
義
経
記
大
全
』
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た

刊
年
不
明
の
も
の
は
巻
末
に
「
大
坂  

書
厨  

千
庫
仁
兵
衛
」
と
だ
け
あ
っ
て

刊
年
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
外
題
は
「
義
経
記
評
判
」
と
あ
る
が
後
か
ら
付
さ

れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
三
種
と
も
本
文
は
全
く
同
じ
も
の
で
あ
り
、
内
題

は
「
義
経
記
評
判
」
と
な
っ
て
い
る
。
元
禄
十
六
年
本
で
は
東
京
国
立
博
物
館

蔵
本
（
八
巻
十
四
冊
）・
東
京
芸
術
大
学
蔵
本
（
八
巻
十
四
冊
）・
筑
波
大
学
蔵

本
（
七
巻
十
三
冊
／
巻
一
欠
）・
京
都
大
学
蔵
本
（
七
巻
七
冊
／
巻
八
欠
）・
高

岡
市
立
中
央
図
書
館
蔵
本
〈
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
よ

り
〉（
三
巻
一
冊
／
巻
六
上
下
・
巻
七
下
）・
上
田
市
立
図
書
館
花
月
文
庫
蔵
本

〈
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
よ
り
〉（
一
巻
一
冊
／
巻
八
）
の

六
本
、
享
保
四
年
本
は
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
本
・
筑
波
大
学
蔵
本
・
東
京
大
学

蔵
本
（
い
ず
れ
も
八
巻
十
冊
）
の
三
本
、
刊
年
不
明
本
は
和
歌
山
大
学
紀
州
藩

文
庫
蔵
本
（
八
巻
五
冊
）
の
一
本
が
確
認
さ
れ
る
。

二　
『
義
経
記
評
判
』
の
注
釈
と
校
合

　
『
義
経
記
評
判
』
は
、『
義
経
記
』
本
文
・
首
書
（
頭
注
）・
割
注
・「
源
遮
那

王
丸
像
伝
」
と
そ
の
挿
絵
・
序
文
・
凡
例
・
系
図
・
目
録
・
跋
文
で
構
成
さ
れ

る
。

　

こ
こ
で
は
、
首
書
・
割
注
を
用
い
た
語
句
等
の
注
釈
・
本
文
の
校
合
の
方
法

の
具
体
的
な
検
討
か
ら
、『
義
経
記
評
判
』
が
『
義
経
記
』
を
ど
の
よ
う
に
理

解
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
考
察
し
て
み
た
い
。

　

序
文
に
よ
れ
ば
、『
義
経
記
評
判③
』
の
著
者
松
風
庵
は
書
肆
に
求
め
ら
れ
て

「
首
書
義
経
記
」
を
著
し
、
そ
の
後
書
肆
が
「
評
判
の
二
字
を
加
ふ
」
と
あ
っ

て
、「
評
判
」
と
し
た
書
肆
の
判
断
は
間
違
っ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
所
期
の
目
的
と
し
て
は
い
わ
ゆ
る
「
首
書
」
を
付
し
た
『
義
経
記
』

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
凡
例
に
「
諸
家
の
伝
記
并
神
社
仏
閣
名
所
旧
跡

引
文
引
歌
等
本
文
に
便
り
あ
る
説
ま
ゝ
首
書
に
あ
ら
は
す
」
と
記
さ
れ
る
よ
う

に
、『
義
経
記
評
判
』
の
首
書
で
は
項
目
を
あ
げ
て
語
句
等
に
対
す
る
注
釈
を

加
え
て
い
る
。
首
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
全
体
の
項
目
の
総
数
は
七
十
六
項
目

で
、
巻
一
で
は
二
十
八
項
目
、
巻
二
上
・
下
で
は
十
四
項
目
と
な
っ
て
い
る
が
、

巻
が
進
む
に
従
っ
て
そ
の
項
目
数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
後
半
は
十
項
目
以
下
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と
な
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、『
義
経
記
』
本
文
冒
頭
で
列
挙
さ
れ
る
人
物
の
一
人
「
た
む

ら
」
に
つ
い
て
、

○
田
村  
く
わ
ん
む
天
皇
二
十
年
坂
上
田
村
丸
勅
を
う
け
て
奥
州
に
お
も

む
き
王
命
に
し
た
が
は
ざ
る
悪
徒
を
ほ
ろ
ほ
し
給
ふ
嵯
峨
の
天
皇
弘
仁
二

年
五
月
十
三
日
に
卒
す
至
レ

今
八
百
九
十
三
年
近
江
の
国
甲
賀
郡
土
山
に

正
一
位
田
村
大
明
神
と
ま
つ
る
は
是
な
り 

 
（
巻
一
「
一　

よ
し
と
も
都
落
の
事
」）

と
首
書
さ
れ
、
坂
上
田
村
丸
の
説
明
と
そ
の
死
去
し
た
年
と
今
に
至
る
ま
で
の

年
数
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
牛
若
が
隠
れ
て
武
芸
の
修
行
を
し
た
鞍
馬
僧
正
が

谷
に
つ
い
て
、

○
僧
正
谷  

く
ら
ま
山
の
お
く
に
あ
り
不
動
明
王
示
現
の
霊
地
な
り 

 

（
巻
一
「
五　

牛
若
き
ぶ
ね
ま
う
で
の
事
」）

と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
、
そ
の
他
に
も
引
歌
を
用
い
て
名
所
旧
跡
を
紹
介
す

る
方
法
も
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
人
物
・
地
名
・
名
所
旧
跡

に
つ
い
て
の
説
明
等
、『
義
経
記
評
判
』
の
首
書
に
お
い
て
は
一
般
的
な
知

識
・
教
養
を
述
べ
る
も
の
が
目
立
つ
。

　

ま
た
割
注
は
約
六
百
五
十
箇
所
あ
り
、
一
つ
に
語
句
の
注
が
重
な
っ
た
り
他

本
と
の
校
合
が
合
わ
さ
っ
た
り
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
次
の
〔  

〕
内

（〔 

〕
内
は
割
注
部
分
を
示
す
。
以
下
同
じ
。）
の
よ
う
に
、

ち
ゝ
よ
し
と
も
は
平
治
元
年
〔
人
王
七
十
八
代
二
条
院
の
年
号
也
〕
二
月

廿
七
日
に
〔
平
治
物
語
に
は
十
二
月
廿
七
日
と
あ
り
う
た
が
ふ
ら
く
は

こ
ゝ
に
十
の
字
を
書
お
と
せ
し
物
な
ら
ん
〕
衛
門
の
か
み
信
頼
卿
に
く
み

し
て
。 

（
巻
一
「
一　

よ
し
と
も
都
落
の
事
」）

年
号
の
説
明
や
、
凡
例
に
史
書
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
保
元
物
語
平
治
物
語
東

鑑
盛
長
日
記
平
家
物
が
た
り
源
平
盛
衰
記
諸
家
大
系
図
等
」
の
よ
う
な
他
文
献

を
用
い
て
考
証
を
行
っ
た
り
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、

ま
つ
ら
さ
よ
姫
が
ひ
れ
ふ
る
の
べ
に
年
を
へ
し
〔
ひ
れ
ふ
る
山
な
る
べ
し

ひ
れ
ふ
る
の
べ
と
い
へ
る
は
あ
や
ま
り
也
〕 

 

（
巻
二
上
「
一　

か
ゞ
み
の
宿
が
う
ど
う
の
事
」）

と
「
ひ
れ
ふ
る
の
べ
」
に
つ
い
て
「
あ
や
ま
り
也
」
と
語
句
を
訂
正
し
た
り
、

あ
は
れ
末
の
世
に
平
家
の
た
め
に
は
（
中
略
）
下
野
の
国
に
し
も
さ
へ
と

申
所
に
候
と
い
ひ
し
な
り
〔
あ
は
れ
す
へ
の
世
に
と
い
ふ
よ
り
是
ま
で
は

み
さ
ゞ
木
が
こ
と
ば
な
り
〕 

 

（
巻
二
上
「
四　

義
経
み
さ
ゞ
き
が
た
ち
を
や
き
給
ふ
事
」）

と
陵
の
会
話
部
分
を
提
示
す
る
。『
義
経
記
評
判
』
に
お
い
て
は
「
軍
記
評

判
」
の
流
れ
を
継
承
し
な
が
ら
、
新
た
に
注
釈
と
い
う
方
向
性
が
強
め
ら
れ

て
い
る
と
関
英
一
氏
は
述
べ
ら
れ
る④
が
、
そ
の
注
釈
は
人
物
・
名
所
旧
跡
と
い

っ
た
語
句
の
説
明
か
ら
『
義
経
記
』
本
文
の
解
釈
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
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あ
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
『
義
経
記
』
本
文
の
校
合
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
校
合
は

「
た
ま
〳
〵
芳
野
本
に
た
づ
ね
て
板
本
の
誤
を
正
し
」（
序
文
）、「
正
本
を
以
校

合
」（
跋
文
）、
ま
た
「
本
文
の
下
に
断
所
は
正
異
の
齟
齬
文
字
の
あ
や
ま
り
年

歴
の
違
目
等
芳
野
本
を
も
つ
て
校
合
」（
凡
例
）
と
い
う
よ
う
に
芳
野
本
『
義

経
記
』
と
の
校
合
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
芳
野
本
『
義
経

記
』
は
現
存
の
も
の
は
静
嘉
堂
文
庫
蔵
の
一
本
の
み
で
あ
り
、
流
布
本
的
な
本

文
に
増
補
改
変
が
施
さ
れ
た
特
殊
な
『
義
経
記
』
で
あ
る⑤
。
こ
の
芳
野
本
が
、

「
芳
野
本
と
い
へ
る
は
予
が
家
に
久
し
く
所
持
の
本
な
り
今
の
板
本
と
異
同
有

今
是
に
よ
つ
て
改
正
す
」（
凡
例
）
と
あ
る
よ
う
に
著
者
の
手
元
に
あ
っ
た
よ

う
だ
。
た
だ
し
芳
野
本
と
あ
っ
て
も
現
存
の
芳
野
本
と
合
致
し
な
い
記
述
も
あ

っ
て
、
芳
野
本
自
体
の
あ
り
方
も
含
め
て
さ
ら
に
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

『
義
経
記
評
判
』
中
で
は
「
よ
し
の
本
（
に
は
）」
と
す
る
芳
野
本
と
の
校
合
だ

け
で
は
な
く
、「
一
本
（
に
）」「
イ
（
い
）
本
（
に
）」「
あ
る
本
」（「
あ
る
い

は
」）
と
い
っ
た
形
で
示
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
芳
野
本
と
明
記
し
た
も
の
が

約
二
百
箇
所
、
そ
れ
以
外
と
思
わ
れ
る
も
の
が
約
五
十
箇
所
と
な
っ
て
い
る

　

た
と
え
ば
、

永
暦
元
年
〔
人
王
七
十
八
代
二
条
院
年
号
〕
正
月
十
七
日
の
暁
。
と
き
は

三
人
の
子
共
ひ
き
ぐ
し
て
。
大
和
国
う
だ
の
こ
ほ
り
き
し
の
お
か
と
い
ふ

所
に
。
け
い
や
く
の
し
た
し
き
も
の
あ
り
〔
よ
し
の
本
に
は
二
月
十
一
日

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚

の
夜
に
入
て
三
人
の
お
さ
な
き
人
を
引
き
ぐ
し
大
和
国
う
だ
の
こ
ほ
り
り

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚

う
も
ん
と
い
ふ
所
に
た
づ
ね
い
た
り
お
ぢ
を
た
の
み
て
か
く
れ
居
け
り
と

惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚
惚

ぞ惚
〕
是
を
た
づ
ね
て
行
け
れ
ど
も
。
世
間
の
み
だ
る
ゝ
を
り
ふ
し
な
れ
ば

た
の
ま
れ
ず
。
其
国
の
だ
い
と
う
し
と
い
ふ
所
に
か
く
れ
居
た
り
け
る
。

〔
一
本
に
大
蔵
寺
と
あ
り

国
国
国
国
国
国
国
国
国
〕 

（
巻
一
「
二　

と
き
は
み
や
こ
落
の
事
」）

の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
芳
野
本
の
該
当
部
分
を
付
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
波
線

部
の
よ
う
に
「
一
本
」
に
よ
る
本
文
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
を
「
大
蔵

寺
」
と
す
る
も
の
は
未
見
で
、
こ
の
「
一
本
」
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
確

定
し
な
い
。
ま
た
こ
の
部
分
の
芳
野
本
は
現
存
の
芳
野
本
本
文
と
一
致
す
る
が
、

た
と
え
ば
、

小
納
言
信
西
と
申
せ
し
人
の
母
か
た
の
お
ぢ
。
み
さ
ゞ
き
の
介
と
申
人
の

嫡
子
み
さ
ゞ
木
の
兵
衛
と
そ
申
け
る
〔
み
さ
ゞ
き
か
事
け
い
つ
に
み
へ
ず

よ
し
の
本
に
み
さ
ゝ
木
の
四
郎
た
め
す
け
と
有
り
し
ん
せ
い
が
は
ゝ
が
た

の
お
ぢ
と
い
ふ
事
は
み
へ
ず
〕 

 

（
巻
二
上
「
三　

あ
の
ゝ
ぜ
ん
じ
に
御
た
い
め
ん
の
事
」）

の
よ
う
に
芳
野
本
を
用
い
て
考
証
・
訂
正
す
る
部
分
や
、

河
つ
ら
の
法
眼
〔
川
く
ら
な
る
べ
し
前
に
み
へ
た
り
此
所
に
い
た
り
て
板

本
を
は
じ
め
よ
し
の
本
に
河
つ
ら
と
有
は
伝
写
の
あ
や
ま
り
な
る
へ
し
〕

其
日
の
矢
合
に
し
そ
ん
じ
て
何
の
用
に
も
あ
は
せ
で
。 

 

（
巻
五
下
「
一　

忠
信
よ
し
野
山
合
戦
の
事
」）
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の
よ
う
に
芳
野
本
の
記
述
を
訂
正
す
る
こ
と
を
試
み
る
部
分
な
ど
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
『
義
経
記
評
判
』
が
芳
野
本
と
す
る
本
文
は
、
現
存
の
芳
野
本
と
は
合

致
し
な
い
記
述
で
あ
り
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
現
存
す
る
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本

と
同
様
の
も
の
を
松
風
庵
が
手
元
に
置
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
の
残
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
義
経
記
評
判
』
に
お
い
て
そ
の
注
釈
・
校
合
は
、
基
本
的
な

語
句
の
意
味
か
ら
、
内
容
の
解
釈
、
ま
た
他
文
献
と
の
比
較
、
そ
し
て
『
義
経

記
』
本
文
の
詞
章
の
比
較
検
討
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
、『
義
経

記
』
本
文
自
体
を
解
釈
し
、
そ
の
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
『
義
経
記
評
判
』
が
執
筆
さ
れ
た
時
期
と
し
て
は
、
凡
例
に
、「
凡
伝
記
に
繋

所
お
の
〳
〵
紀
二

積
年
一

其
例
皆
卒
す
る
年
よ
り
元
禄
十
五
年
に
い
た
る
ま
で
相

去
の
数
を
し
る
し
尊
丈
某
は
至
レ

今
幾
千
百
年
を
得
る
と
云
事
を
し
ら
し
む
」

と
あ
る
よ
う
に
、
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
前
後
と
み
ら
れ
、
完
成
後
程
な

く
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
ま
で
に
『
義
経
記
』
に
お
い
て

は
、
古
活
字
本
を
は
じ
め
と
し
て
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
か
ら
元
禄
十
二
年

（
一
六
九
九
）
に
か
け
て
十
数
種
の
整
版
本
『
義
経
記
』
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、

「
今
此
義
経
記
は
（
中
略
）
ふ
る
く
世
に
な
が
れ
あ
ま
ね
く
人
の
も
て
な
や
み

草
に
な
り
て
古
を
し
た
ひ
今
を
し
の
ぶ
よ
す
が
と
も
な
れ
る
」（
序
文
）、
ま
た

「
世
間
に
義
経
記
は
板
本
多
し
」（
跋
文
）
と
い
う
よ
う
に
『
義
経
記
評
判
』
に

記
さ
れ
る
の
は
、『
義
経
記
』
の
流
布
・
享
受
の
実
際
の
状
況
と
そ
れ
ほ
ど
遠

い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
版
本
化
に
よ
る
『
義
経
記
』
享
受

の
拡
大
は
、『
義
経
記
』
の
本
文
に
つ
い
て
注
釈
・
校
合
し
解
釈
す
る
『
義
経

記
評
判
』
が
登
場
す
る
一
つ
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
義
経
記
評
判
』
元
禄
十
六
年
本
の
刊
記
に
記
さ
れ
る
「
跡
よ
り  

義
経
再
改
記  

板
行
」
に
つ
い
て
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、『
義
経
記
評

判
』
巻
七
下
「
四  

判
官
ひ
ら
い
づ
み
へ
御
着
の
事
」
の
割
注
に
「
七
の
ま
き

の
始
終
八
の
ま
き
に
く
は
し
く
し
る
し
を
き
侍
り
な
を
義
経
さ
い
く
は
い
き
に

く
わ
し
く
し
る
す
も
の
な
り
」
と
あ
っ
て
、『
義
経
記
評
判
』
の
あ
と
に
、
同

じ
著
者
に
よ
る
『
義
経
記
評
判
』
の
続
編
と
い
え
る
よ
う
な
内
容
の
「
義
経
再

改
記
」
刊
行
の
予
定
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
元
禄
十
六
年
本
を
刊

行
し
た
「
書
肆  

安
浦
市
兵
衛
」
は
金
屋
市
兵
衛
の
こ
と⑥
で
、『
義
経
記
評

判
』
の
次
に
「
義
経
再
改
記
」
な
る
も
の
も
計
画
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
金
屋
に
お
い
て
、『
義
経
記
評
判
』
刊
行
直
前
の
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇

二
）
に
、『
義
経
記
』
を
ベ
ー
ス
に
し
た
浮
世
草
子
『
御
前
義
経
記
』（
元
禄
十

三
年
〈
一
七
〇
〇
〉）
に
続
く
西
沢
一
風
に
よ
る
『
女
大
名
丹
前
能
』
が
刊
行

さ
れ
て
い
る
。『
義
経
記
』
を
当
世
化
し
、
そ
の
新
た
な
面
白
さ
を
創
出
す
る

と
い
う⑦
『
御
前
義
経
記
』
の
浮
世
草
子
と
し
て
の
成
功
は
ま
た
、『
義
経
記
』

自
体
に
も
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、『
義
経
記
評
判
』
と
い
う
『
義
経
記
』
本
体
の

理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
試
み
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
動
き
が
、
同
時
期
に
金
屋
周
辺
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
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と
い
う
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
と
い
え
る
。

三　
『
義
経
記
評
判
』
に
お
け
る
「
伝
」
と
「
評
」

　
『
義
経
記
評
判
』
で
は
、
全
編
に
わ
た
っ
て
「
軍
記
評
判
」
に
お
け
る

「
伝
」
的
な
内
容
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
伝
」
的
な
内
容
の
部
分
は
、

後
半
部
に
な
る
と
『
義
経
記
』
本
文
に
つ
い
て
の
異
伝
・
異
説
の
記
述
の
分
量

が
増
え
て
、
た
と
え
ば
、
義
経
主
従
の
北
国
落
ち
に
つ
い
て
、

○
義
経
奥
州
へ
を
ち
給
ひ
し
時
山
伏
の
姿
に
な
り
給
ふ
皆
以
て
其
姿
と
な

る
（
中
略
）
或
曰
彼
関
を
通
り
給
ふ
時
大
樫
が
下
人
見
と
が
め
た
り
し
を

（
中
略
）
を
の
〳
〵
を
と
を
し
け
り
と
云
々 

 

（
巻
七
上
「
一　

判
官
北
国
落
の
事
」）

と
首
書
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
異
本
義
経
記
』
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
か
な
り
の

分
量
を
用
い
て
異
伝
・
異
説
を
収
載
し
て
い
る
。
こ
の
首
書
・
割
注
の
他
に
巻

頭
の
「
像
伝
」・「
系
図
」
に
も
『
異
本
義
経
記
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
『
義
経
記
評
判
』
で
は
『
義
経
記
』
の
異
伝
・
異
説
を
述
べ
る
の
に
、

そ
の
大
半
を
『
異
本
義
経
記
』
に
依
拠
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
た
と
え
ば
、

○
伝
曰
婚
婚
元
暦
二
年
二
月
十
六
日
義
経
八
嶋
へ
か
ど
て
の
時
大
く
ら
の
卿
や

す
つ
ね
朝
臣
か
の
て
い
に
い
た
り
給
ひ
の
た
ま
ひ
け
る
は
（
中
略
）
そ
れ

よ
り
四
国
へ
打
立
給
ふ
と
云
々 

 

（
巻
四
上
「
三　

よ
し
つ
ね
平
家
の
討
手
に
上
り
給
ふ
事
」）

と
い
う
記
述
は
『
異
本
義
経
記⑧
』
の
、

元
暦
二
年
二
月
十
六
日
義
経
八
嶌
ヘ
首
途
ノ
時
大
蔵
卿
泰
経
朝
臣
彼
亭
ニ

至
リ
給
ヒ
宣
ヒ
ケ
ル
ハ
（
中
略
）
其
ヨ
リ
四
国
ヘ
打
立
給
フ
ト
云
リ

（
上
巻
37
丁
オ
）

と
い
う
記
述
を
取
り
込
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。『
異
本
義
経
記
』
の
「
伝
」

と
「
評
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
論
じ
る
機
会
を
得
た⑨
が
、
そ
の
『
異
本
義
経

記
』
の
「
伝
」
的
な
部
分
に
つ
い
て
、『
義
経
記
評
判
』
の
著
者
が
そ
れ
を

「
伝
」
と
し
て
認
識
し
引
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
異
本
義
経
記
』
で
は

「
伝
曰
」
い
っ
た
形
で
「
伝
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
な
い
場
合
が
多

く
あ
り
、
こ
こ
で
挙
げ
た
屋
島
合
戦
前
の
義
経
と
泰
経
の
や
り
と
り
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
義
経
記
評
判
』
で
は
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
「
伝

曰
」
と
冒
頭
に
付
さ
れ
、
こ
の
『
異
本
義
経
記
』
記
事
を
「
伝
」
と
し
て
捉
え

た
上
で
取
り
込
み
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
『
異
本
義
経

記
』
の
そ
う
い
っ
た
内
容
の
記
事
が
「
軍
記
評
判
」
の
「
伝
」
と
つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、『
異
本
義
経
記
』
が
当
時

ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
例
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
登
場
人
物
の
心
情
を
解
き
明
か
す
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
る
。
吉
野

山
で
の
静
と
の
別
れ
の
場
面
で
、
静
と
別
れ
ら
れ
な
い
義
経
に
、
弁
慶
は
女
性

連
れ
の
義
経
と
離
れ
て
我
が
身
の
安
全
を
図
ろ
う
と
片
岡
に
言
い
、
片
岡
は
知
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ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
ほ
っ
て
お
け
と
答
え
る
場
面
で
、『
義
経
記
評
判
』
で
は
、

判
官
し
づ
か
を
ふ
か
く
お
も
ひ
入
給
ひ
て
よ
し
野
山
ま
て
め
し
ぐ
し
給
へ

は
道
す
が
ら
人
の
あ
や
し
む
べ
き
事
を
お
そ
れ
何
と
そ
し
て
し
づ
か
を
は

な
れ
給
は
ん
や
う
に
と
思
ひ
は
か
り
か
ね
て
へ
ん
け
い
と
か
た
を
か
し
め

し
合
て
か
や
う
に
つ
ふ
や
き
け
る
な
る
へ
し 

 
（
巻
五
上
「
一　

判
官
よ
し
野
山
に
入
給
ふ
事
」）

と
、
義
経
の
心
中
を
推
し
量
っ
た
弁
慶
と
片
岡
が
示
し
合
わ
せ
て
行
っ
た
こ
と

だ
と
解
き
明
か
し
、
ま
た
義
経
の
方
も
、

よ
し
つ
ね
さ
と
く
ま
し
ま
せ
は
べ
ん
け
い
な
ど
か
心
て
い
を
さ
つ
し
か
く

い
ふ
は
し
づ
か
を
是
ま
で
ぐ
し
た
る
ゆ
へ
そ
と
と
く
り
や
う
け
ん
有
し
也

（
同
右
）

と
逆
に
彼
ら
の
心
を
察
し
て
い
た
の
だ
と
す
る
。
こ
れ
は
、
実
は
と
明
か
す

「
伝
」
と
そ
の
行
動
を
評
価
す
る
「
評
」
を
合
わ
せ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、

登
場
人
物
の
心
情
・
行
動
に
注
目
し
そ
れ
に
つ
い
て
『
義
経
記
評
判
』
独
自
の

見
解
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
『
義
経
記
評
判
』
の
「
評
」
的
な
記
述
に
つ
い
て
も
、「
評
」
と
明
記
す
る
場

合
、
し
な
い
場
合
が
あ
る
が
、『
義
経
記
評
判
』
全
体
に
わ
た
っ
て
「
評
」
的

な
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

吉
野
で
義
経
一
行
と
別
れ
、
一
人
都
へ
戻
っ
て
き
た
佐
藤
忠
信
が
六
波
羅
方

に
追
い
つ
め
ら
れ
、
最
期
の
場
所
を
義
経
ゆ
か
り
の
六
条
堀
川
の
邸
を
選
ん
だ

こ
と
に
つ
い
て
、『
義
経
記
評
判
』
で
は
、

○
評
に
い
は
く
よ
し
つ
ね
の
す
み
給
ひ
し
六
条
ほ
り
川
の
家
は
判
官
都
を

お
ち
給
ひ
て
い
ま
だ
日
か
ず
も
い
く
ば
く
な
ら
ざ
る
に
か
ぢ
は
ら
か
げ
ひ

さ
申
あ
づ
か
り
て
す
み
侍
る
と
云
々
し
か
ら
ば
た
ゞ
の
ぶ
此
家
に
入
来
り

け
る
と
は
い
か
ゞ 

（
巻
六
上
「
二　

た
ゞ
の
ぶ
さ
い
ご
の
事
」）

と
忠
信
が
屋
敷
に
入
っ
た
こ
と
に
異
議
を
唱
え
る
よ
う
に
、『
義
経
記
』
本
文

の
理
屈
に
合
わ
な
い
内
容
を
取
り
上
げ
批
評
・
批
判
す
る
。
こ
の
よ
う
な
合
理

的
な
解
釈
は
『
理
尽
鈔
』
以
来
の
「
軍
記
評
判
」
の
方
法
を
継
承
す
る
も
の
で
、

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
『
義
経
記
』
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
、『
異
本
義
経
記
』
の
場
合
と
同
様
に
『
義
経
記
評
判
』
に
お
い
て
も
、

義
経
を
は
じ
め
と
し
た
登
場
人
物
の
行
動
や
心
情
を
中
心
に
評
す
る
傾
向
が
見

受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
先
に
挙
げ
た
忠
信
に
つ
い
て
は
概
ね
高
い
評
価
が
与

え
ら
れ
る
。
吉
野
山
合
戦
で
忠
信
に
付
き
従
っ
た
郎
等
六
人
が
討
ち
死
に
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、

○
評
曰
誠
に
た
ゞ
の
ふ
其
う
つ
は
か
た
け
れ
ば
付
し
た
が
ふ
者
と
い
へ
ど

も
義
を
お
も
く
し
命
を
か
ろ
く
す
る
事
か
く
の
ご
と
し
あ
る
説
に
た
ゝ
の

ぶ
よ
し
の
山
に
と
ゞ
ま
れ
る
時
は
付
し
た
が
ふ
ら
う
ど
う
一
人
も
な
か
り

し
は
じ
め
奥
州
よ
り
め
し
ぐ
し
た
る
も
の
八
人
有
け
れ
ど
も
八
し
ま
の
か

つ
せ
ん
に
う
ち
死
し
て
の
こ
る
も
の
あ
ら
ざ
り
け
る
と
也 

 

（
巻
五
下
「
一　

忠
信
よ
し
野
山
合
戦
の
事
」）
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と
忠
信
自
身
の
人
間
性
を
評
価
す
る
。
し
か
し
、『
理
尽
鈔
』
の
場
合
と
同
じ

く
、
こ
こ
で
も
是
々
非
々
主
義
が
受
け
継
が
れ
た
よ
う
で
、
忠
信
が
女
に
名
残

を
惜
し
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、

よ
し
つ
ね
は
し
づ
か
を
ぐ
し
て
よ
し
の
山
に
入
給
ふ
故
に
山
ほ
う
し
に
さ

へ
ら
れ
て
う
き
め
に
あ
ひ
給
ひ
た
ゞ
の
ぶ
は
女
に
な
ご
り
を
お
し
み
て
た

め
ら
ひ
し
ば
か
り
に
命
を
す
て
ぬ
ま
こ
と
に
さ
ふ
ら
ひ
の
つ
ゝ
し
む
べ
き

は
色
の
道
な
り 
（
巻
六
上
「
一　

た
ゞ
の
ぶ
都
へ
忍
び
上
る
事
」）

と
、
義
経
と
と
も
に
忠
信
に
対
す
る
厳
し
い
評
価
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
理
尽
鈔
』
で
は
「
評
」
に
お
い
て
、
大
将
と
し
て
の
心
構
え
・
為
政
者
の

心
得
と
い
っ
た
軍
略
・
政
治
性
、
倫
理
・
道
徳
的
な
事
柄
を
評
す
る
点
が
挙
げ

ら
れ
る⑩
が
、『
義
経
記
評
判
』
に
お
い
て
評
さ
れ
る
の
は
「
義
」
で
あ
り
「
色

の
道
」
で
あ
っ
て
、『
理
尽
鈔
』
と
は
異
な
る
視
点
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
は
軍
略
・
政
治
性
に
よ
ら
な
い
一
般
的
・
普
遍
的
な
倫
理
性
や
人
間
性
、

常
識
や
機
知
と
い
っ
た
も
の
の
評
価
に
重
点
を
置
く
傾
向
が
あ
り
、
そ
こ
に

『
理
尽
鈔
』
と
『
義
経
記
評
判
』
の
想
定
す
る
享
受
者
層
の
違
い
が
反
映
さ
れ

て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
清
盛
に
従
っ
た
常
盤
に
つ
い
て
『
義
経

記
評
判
』
で
は
、

と
き
は
が
母
せ
き
や
と
申
も
の
や
ま
も
ゝ
町
に
有
け
る
を
六
条
よ
り
取
出

し
が
う
も
ん
せ
ら
る
ゝ
よ
し
聞
え
け
れ
ば
。
と
き
は
ゝ
是
を
か
な
し
み
。

母
の
命
を
た
す
け
ん
と
す
れ
ば
三
人
の
子
ど
も
を
き
ら
る
へ
し
。
子
共
を

た
す
け
ん
と
す
れ
ば
老
た
る
母
を
う
し
な
ふ
べ
し
。
子
に
お
や
を
ば
い

か
ゞ
お
も
ひ
か
へ
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
。
お
や
の
け
う
よ
う
す
る
も
の
を
ば
け

ん
ら
う
地
神
も
な
う
じ
う
あ
る
と
な
れ
ば
。
子
ど
も
の
た
め
に
も
な
り
な

ん
と
お
も
ひ
つ
ゞ
け
。
三
人
の
子
を
引
ぐ
し
て
泣
〳
〵
京
へ
ぞ
出
に
け
る

（
巻
一
「
二　

と
き
は
み
や
こ
落
の
事
」）

と
い
う
『
義
経
記
』
本
文
に
、
割
注
と
し
て
芳
野
本
の
、

よ
し
の
本
に
と
き
は
が
母
を
か
ら
め
と
つ
て
た
づ
ね
よ
と
て
ろ
く
は
ら
へ

め
し
出
し
や
う
〳
〵
に
い
ま
し
め
と
は
れ
け
り
母
な
く
〳
〵
申
け
る
は
わ

れ
六
十
に
あ
ま
る
身
の
い
の
ち
あ
す
を
も
し
ら
ぬ
お
ひ
の
身
を
お
し
み
て

い
ま
だ
ゆ
く
す
ゑ
な
が
き
孫
ど
も
の
い
の
ち
を
ば
い
か
で
う
し
な
ひ
侍
へ

き
な
れ
ば
し
り
た
り
と
も
申
ま
じ
ま
し
て
し
ら
ぬ
ゆ
く
ゑ
な
に
と
か
申
侍

ら
ん
と
く
ど
き
け
れ
ば
水
火
の
せ
め
に
も
お
よ
ぶ
べ
か
り
し
を
と
き
は
う

だ
の
こ
ほ
り
に
て
此
よ
し
つ
た
へ
き
ゝ
わ
れ
ゆ
へ
は
ゝ
の
う
き
目
に
あ
ひ

給
ふ
ら
ん
こ
そ
か
な
し
け
れ
仏
神
三
ぼ
う
も
さ
こ
そ
に
く
し
と
お
ぼ
し
め

す
ら
め
子
と
も
に
母
を
お
も
ひ
か
へ
て
し
の
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
と
て
三
人

の
子
ど
も
を
引
ぐ
し
て
六
は
ら
へ
ま
い
る
と
云
々

と
い
う
、『
平
治
物
語
』
と
同
様
の
、
我
が
身
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
孫
た
ち

を
守
ろ
う
と
す
る
常
盤
の
母
の
記
述
を
挿
入
す
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、

私
曰
よ
の
つ
ね
の
人
は
老
た
る
母
を
う
し
な
ふ
共
後
世
を
こ
そ
と
ふ
ら
は
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め
お
さ
な
き
子
共
を
ば
い
か
に
こ
ろ
さ（
マ
マ
）ん
と
思
ふ
べ
き
に
子
共
を
ば
う
し

な
ふ
共
母
を
た
す
け
ん
と
思
う
孝
行
の
こ
ゝ
ざ
し
は
尤
よ
し
さ
り
な
が
ら

後
に
は
子
ど
も
に
ま
よ
ひ
て
夫
の
道
を
わ
す
れ
貞
節
を
う
し
な
ひ
清
も
り

の
心
に
し
た
か
ひ
給
ふ
事
浅
ま
し
き
心
て
い
な
る
べ
し
も
ち
ろ
ん
か
た
き

の
手
に
入
て
夫
の
あ
た
を
報
ず
る
事
も
あ
る
べ
き
か
な
れ
ど
も
と
き
は
に

於
て
は
其
志
み
へ
ず
し
か
も
後
に
清
も
り
に
な
れ
そ
め
て
女
子
を
生
ず
と

也

と
い
う
よ
う
な
、
平
治
の
乱
後
の
常
盤
の
身
の
処
し
方
に
つ
い
て
『
義
経
記
評

判
』
独
自
の
見
解
が
提
示
さ
れ
、
こ
こ
で
は
夫
の
敵
で
あ
る
清
盛
に
従
っ
た
常

盤
の
行
動
・
心
情
が
批
判
さ
れ
る
。
こ
の
『
義
経
記
評
判
』
の
「
評
」
は
、
あ

る
意
味
女
性
へ
の
教
訓
・
教
化
と
受
け
取
れ
る
記
述
の
あ
り
方⑪
で
、
こ
の
よ
う

な
方
向
性
は
常
盤
や
静
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述
の
諸
処
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
凡
例
に
「
大
概
俗
語
を
用
ひ
て
平
仮
名
に
し
る
す
事
は
少

人
女
子
の
見
や
す
か
ら
ん
が
為
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
義
経
記
評
判
』
ひ

い
て
は
『
義
経
記
』
の
享
受
対
象
と
し
て
「
少
人
女
子
」
を
想
定
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
注
目
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
義
経
記
』
に
お
い
て
は

そ
の
性
格
上
、
伝
奇
的
・
浪
漫
的
な
側
面
が
強
く
、
い
わ
ゆ
る
御
伽
草
子
な
ど

と
共
通
す
る
世
界
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
『
義
経
記
』
は
幅
広
く
受

け
容
れ
ら
れ
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
い
っ
た
点
か
ら
『
義
経

記
評
判
』
が
そ
の
享
受
層
と
し
て
そ
れ
ら
を
想
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

た
と
え
ば
『
理
尽
鈔
』
が
『
太
平
記
』
自
体
の
性
格
を
反
映
し
て
治
世
・
軍
略

の
書
と
し
て
武
士
階
級
に
も
て
は
や
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
持
つ⑫
の
に
対
し
て
、

『
義
経
記
』
を
基
に
し
た
『
義
経
記
評
判
』
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
義
経
記
評
判
』
は
広
く
一
般
大
衆
を
対
象
と
し
た
「
軍
記

評
判
」
と
い
え
る
。『
義
経
記
』
享
受
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
そ
の
方
法
を
用

い
な
が
ら
最
初
か
ら
大
衆
と
い
う
享
受
層
を
視
野
に
入
れ
た
「
軍
記
評
判
」
と

し
て
、『
義
経
記
評
判
』
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
『
義
経
記
評
判
』
に
お
い
て
は
、『
義
経
記
』
本
文
に
密
着
し
て
そ
の
理
解
を

深
め
る
こ
と
を
試
み
、「
軍
記
評
判
」
と
い
う
方
法
を
踏
襲
し
つ
つ
、
さ
ら
に

そ
れ
を
独
自
に
展
開
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、『
義
経
記
』
に

み
ら
れ
る
歴
史
的
人
物
や
名
所
旧
跡
等
に
対
す
る
注
釈
に
重
点
を
置
き
、『
義

経
記
』
本
文
の
解
釈
を
行
い
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
批
評
・
批
判
、
異
伝
・

異
説
を
収
載
す
る
と
い
う
、
総
合
的
な
理
解
の
方
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

享
保
四
年
本
に
お
い
て
『
義
経
記
』
に
つ
い
て
の
集
成
書
・
百
科
全
書
的
な
も

の
と
い
う
『
義
経
記
大
全
』
と
い
う
外
題
が
付
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
方
向
性
を

示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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〇

　
『
義
経
記
評
判
』
の
序
文
で
は
、

古
今
武
勇
を
も
つ
て
世
に
鳴
者
多
し
と
い
へ
ど
も
ひ
さ
し
く
人
口
に
あ
づ

か
り
都
鄙
遠
境
に
お
よ
び
貴
賤
老
少
と
も
に
専
名
を
称
す
る
も
の
は
唯
義

経
一
人
の
み

と
義
経
は
評
価
さ
れ
る
。
義
経
は
近
世
に
入
り
、
悲
劇
の
英
雄
と
し
て
だ
け
で

は
な
く
、
た
と
え
ば
美
男
・
好
色
の
遊
冶
郎⑬
と
い
う
よ
う
な
貴
公
子
的
側
面
を

強
調
さ
れ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
傾
向
は
義
経
の
異
伝
・
異

説
の
方
向
性
と
も
重
な
っ
て
、『
義
経
記
』
も
ま
た
変
容
し
、
新
し
い
分
野
に

お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
い
っ
た
新
し
い
義
経
像

の
形
成
・
強
調
さ
れ
る
時
期
に
あ
っ
て
、『
義
経
記
』
本
体
の
総
合
的
な
理
解

が
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
義
経
記
評
判
』
に
は
そ
れ
ま
で
の
政
治
・
軍
略
を
説
い
た
「
軍
記
評
判
」

の
あ
り
方
と
は
異
な
り
、『
義
経
記
』
に
登
場
す
る
人
物
の
心
情
に
深
く
踏
み

込
ん
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も

の
は
、『
理
尽
鈔
』
で
の
武
士
階
級
中
心
に
向
け
ら
れ
た
批
評
・
批
判
で
は
な

く
、
一
般
の
人
々
が
自
分
た
ち
の
思
い
を
『
義
経
記
』
の
登
場
す
る
人
物
た
ち

の
心
情
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
理
解
さ
れ
、
指
針
と
な
る
倫
理
観
・
道
徳
観

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
義
経
と
彼
を
め
ぐ
る
人
物
た
ち

を
中
心
に
述
べ
る
と
い
う
『
義
経
記
』
の
独
自
性
で
あ
り
、
ま
た
『
義
経
記
』

が
広
く
一
般
に
享
受
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。『
義
経
記
評
判
』

の
登
場
は
、
近
世
と
い
う
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
の
『
義
経
記
』
の
新
し
い
受

容
の
様
相
と
い
え
る
。

注①　

島
津
久
基
氏
『
義
経
伝
説
と
文
学
』（
明
治
書
院  

一
九
三
五
）、
高
橋
貞
一
氏

「
異
本
義
経
記
」（「
仏
教
大
学
研
究
紀
要
」
一
九
七
三
・
三
）、
関
英
一
氏
「『
義
経

記
評
判
』
の
注
釈
態
度―

引
用
書
の
検
討
を
中
心
と
し
て―

」（「
國
學
院
大
學
大
學

院
文
学
研
究
科
紀
要
」
一
六  

一
九
八
五
・
三
）。

②　

加
美
宏
氏
「
評
判
記
の
先
駆―

軍
記
評
判
」（「
歌
舞
伎
評
判
記
集
成  

第
二
期
第

七
巻
付
録
月
報
」
岩
波
書
店  

一
九
八
九
／
『
太
平
記
の
受
容
と
変
容
』
翰
林
書
房  

一
九
九
七  

所
収
）。

③　
『
義
経
記
評
判
』
本
文
の
引
用
は
、
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
も
の
は
大
阪
府
立
図

書
館
蔵
本
（『
義
経
記
大
全
』
・
享
保
四
年
）
を
使
用
（
以
下
同
じ
）。
な
お
私
に
旧

字
体
等
は
通
行
字
体
に
し
、
傍
線
等
を
付
し
た
。
翻
刻
に
際
し
て
は
、
吉
澤
義
則
氏

編
『
未
刊
国
文
古
註
釈
大
系  

第
十
四
冊
』（
帝
国
教
育
会
出
版
部  

一
九
三
四
）

所
収
の
『
義
経
記
大
全
』
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

④　

注
①
関
氏
論
文
。

⑤　

山
岸
徳
平
氏
「
芳
野
本
義
経
記
解
題
」（『
静
嘉
堂
文
庫
蔵  

芳
野
本
義
経
記
』
古

典
研
究
会  

一
九
六
五
）、
志
田
元
氏
「
芳
野
本
「
義
経
記
」
の
一
考
察
」（「
伝
承

文
学
研
究
」
九  

一
九
六
七
・
九
）。

⑥　

こ
の
金
屋
市
兵
衛
に
つ
い
て
、
井
上
和
人
氏
（「
西
沢
一
風
と
出
版
書
肆―

初
期

作
品
の
出
版
を
め
ぐ
る
交
渉―

」〈「
近
世
文
芸
」
六
四  

一
九
九
六
・
六
〉）
は

「
浮
世
草
子
の
出
版
に
実
績
の
な
い
書
肆
」
で
は
と
し
、「『
女
大
名
丹
前
能
』
と
同

じ
元
禄
十
五
年
正
月
に
雑
俳
撰
集
『
誹
諧
若
え
び
す
』（
青
木
鷺
水
編
序
、
北
条
団

水
跋
）
を
刊
行
し
た
以
外
、
活
動
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ず
れ
規
模
の
小



『
義
経
記
評
判
』
に
み
る
『
義
経
記
』
理
解
の
試
み 

一
一

さ
な
書
肆
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。」
と
指
摘
さ
れ
る
。

⑦　

長
谷
川
強
氏
（『
浮
世
草
子
の
研
究
』
桜
楓
社  

一
九
六
九
）
は
『
御
前
義
経

記
』
の
狙
い
は
『
義
経
記
』
に
関
す
る
謡
曲
・
舞
曲
・
浄
瑠
璃
等
を
か
す
め
、
も
じ

ょ
り
な
が
ら
、『
義
経
記
』
を
当
世
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
神

谷
勝
広
氏
（「『
御
前
義
経
記
』
小
考―

浄
瑠
璃
と
の
関
連
を
軸
に―

」〈「
日
本
文

学
」
五
二―

一
〇　

二
〇
〇
三
・
一
〇
〉）
は
『
義
経
記
』
の
持
っ
て
い
な
か
っ
た

新
た
な
面
白
さ
を
『
御
前
義
経
記
』
は
創
出
し
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
る
。

⑧　
『
異
本
義
経
記
』
の
引
用
は
静
嘉
堂
文
庫
蔵
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
本
を
使
用
。
な

お
私
に
旧
字
体
等
は
通
行
字
体
に
す
る
。

⑨　

拙
稿
「『
義
経
記
』
と
軍
記
評
判―
『
異
本
義
経
記
』
の
方
法―

（
谷
村
知
子
）」

（
関
西
軍
記
物
語
研
究
会
編
『
軍
記
物
語
の
窓  

第
二
集
』
和
泉
書
院  

二
〇
〇

二
）
・「『
異
本
義
経
記
』
の
展
開
と
そ
の
享
受―
『
義
経
記
』
変
容
の
一
過
程―

」

（「
同
志
社
国
文
学
」
五
八  

二
〇
〇
三
・
三
）。

⑩　
『
理
尽
鈔
』
に
お
け
る
為
政
者
正
成
像
に
つ
い
て
は
、
加
美
宏
氏
（「『
太
平
記
評

判
秘
伝
理
尽
鈔
』
を
め
ぐ
っ
て
」〈「
日
本
文
学
」
三
四
三  
一
九
八
二
・
七
／
『
太

平
記
享
受
史
論
考
』
桜
楓
社  

一
九
八
五  

所
収
〉）、
佐
伯
真
一
氏
（「
合
理
的
政

治
論
と
し
て
の
『
理
尽
鈔
』
／
『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
輪
読
報
告
」〈「
軍
記

と
語
り
物
」
三
三  

一
九
九
七
・
三
〉）、
若
尾
政
希
氏
（『「
太
平
記
読
み
」
の
時
代  

近
世
政
治
思
想
史
の
構
想  

平
凡
社
選
書  

一
九
二
』
平
凡
社  

一
九
九
九
）、
今

井
正
之
助
氏
（「『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』「
評
」
の
世
界―

正
成
の
討
死
を
め

ぐ
っ
て―

」〈
長
谷
川
端
氏
編
『
太
平
記
の
世
界  

軍
記
文
学
研
究
叢
書  

九
』
汲

古
書
院  

二
〇
〇
〇
〉）
等
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
る
。

⑪　

山
本
淳
氏
（「『
曽
我
物
語
』
の
周
辺―

『
曽
我
物
語
評
判
』
の
女
性
像―

」〈『
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊  

曽
我
物
語
の
作
品
宇
宙
』
至
文
堂  

二
〇
〇
三
・
一
〉）

は
『
曽
我
物
語
評
判
』
と
の
関
連
に
お
い
て
『
義
経
記
評
判
』
の
女
性
像
に
つ
い
て
、

良
将
と
し
て
の
武
士
の
障
害
と
な
る
も
の
と
い
っ
た
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。

⑫　

注
⑩
加
美
氏
論
文
。

⑬　

長
谷
川
強
氏
「
古
典
へ
の
招
待  

浮
世
草
子
の
一
ピ
ー
ク―

趣
向
主
義
の
時
代
」

（
長
谷
川
強
氏
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集  

浮
世
草
子
集
』
小
学
館  

二
〇
〇
〇
）。

付
記

　
　

本
稿
は
軍
記
・
語
り
物
研
究
会
第
三
五
二
回
例
会
（
二
〇
〇
三
年
四
月
二
〇
日
・

於
法
政
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
の
一
部
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
席
上
ご
教

示
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
方
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
閲
覧
・
複
写
等
の
便
宜

を
賜
り
ま
し
た
諸
機
関
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


