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『
義
経
記
』
は
早
く
柳
田
国
男
氏
に
よ
り
「
非
常
な
寄
せ
集
め
の
継
ぎ

は
ぎ
で
、
従
つ
て
不
必
要
に
引
延
ば
し
て
あ
る
。
一
言
で
い
ふ
な
ら
ば
ま

(
l
)
 

づ
感
心
せ
ぬ
本
で
あ
る
。
」
と
評
さ
れ
た
。
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
、
そ

の
一
貫
性
を
欠
如
し
た
性
質
に
よ
っ
て
一
般
的
な
軍
記
の
枠
内
か
ら
遠
ざ

(
2
)
 

け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
例
え
ば
大
津
雄
一
氏
は
そ
の
金
字
塔

的
著
書
『
軍
記
と
王
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
い
て
『
将
門
記
』
か
ら
『
応

永
記
』
に
至
る
ま
で
多
様
な
軍
記
物
語
を
俎
上
に
載
せ
、
軍
記
一
般
の
論

理
的
枠
組
み
と
し
て
〈
王
権
の
絶
対
性
の
物
語
〉
と
い
う
視
角
を
提
出
さ

(

3

)

 

れ
た
。
氏
の
鮮
や
か
な
分
析
に
よ
り
、
多
く
の
軍
記
が
王
権
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
基
層
構
造
と
し
て
内
包
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
訳
だ

(
4
)
 

が
、
同
書
の
分
析
対
象
に
『
義
経
記
』
は
入
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
大
津
氏
の
路
線
を
継
承
し
て
物
語
内
部
の
権
力
構

造
に
注
目
し
つ
つ
、
『
義
経
記
』
に
お
け
る
、
あ
る
一
貫
し
た
論
理
的
枠

組
み
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
方
法
と
し
て
、
巻
第
四
「
頼

朝
義
経
対
面
の
事
」
に
お
け
る
『
義
経
記
』
独
自
記
事
に
焦
点
を
当
て
、

は
じ
め
に 頼

朝
義
経
対
面
場
面
に
お
け
る
『
義
経
記
』
独
自
記
事

『
義
経
記
』
の
枠
組
み
に
関
す
る
試
論
と
し
て

享
受
者
が
こ
の
場
面
を
、
ひ
い
て
は
〈
義
経
の
物
語
〉
全
体
を
い
か
に
捉

(
5
)
 

え
て
い
た
か
、
と
い
う
点
を
視
野
に
入
れ
て
検
討
す
る
。

本
稿
が
主
な
分
析
対
象
と
す
る
頼
朝
と
義
経
と
の
対
面
場
面
は
、
和
辻

(
6
)
 

哲
郎
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
『
義
経
記
』
前
半
最
大
の
山
場
で
あ
り
、
『
義

経
記
』
の
中
で
義
経
が
唯
一
表
立
っ
て
評
価
さ
れ
る
場
面
で
も
あ
る
。
逆

に
言
え
ば
、
頼
朝
と
の
接
触
を
境
に
義
経
が
高
み
か
ら
没
落
し
悲
劇
の

主
人
公
と
な
っ
て
ゆ
く
、
重
要
な
転
換
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
複
数
の

論
者
に
よ
り
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
場
面
の
叙
述
に
特
徴
的
に

現
れ
る
源
氏
先
祖
へ
の
言
説
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な

(
7
)
 

か
っ
た
。
し
か
し
『
義
経
記
』
の
享
受
者
に
と
っ
て
、
本
場
面
で
源
氏
先

祖
の
名
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
何
ら
か
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
鈴
木
彰
氏
は
、
中
世
人
の
『
平
家
物
語
』
享
受
に
お

け
る
一
側
面
と
し
て
、
先
祖
の
系
譜
が
強
く
意
識
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
ら

(
8
)
 

れ
て
い
る
。
『
平
家
物
語
』
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
『
義
経
記
』
の
場
合

に
お
い
て
も
、
享
受
者
が
義
経
の
先
祖
の
系
譜
に
関
心
を
払
っ
て
い
た
と

い
う
見
方
は
あ
る
程
度
の
蓋
然
性
が
見
込
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
見
通
し
の
も
と
に
、
以
下
、
こ
の
場
面
に
多
出
す
る
源
氏
先
祖
へ
の

藪

本

勝

治
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そ
れ
で
は
、
巻
第
四
「
頼
朝
義
経
対
面
の
事
」
に
お
け
る
源
氏
先
祖
ヘ

の
言
説
を
み
て
ゆ
こ
う
。
ま
ず
は
当
該
場
面
の
文
脈
を
確
認
し
て
お
く
。

伊
豆
で
挙
兵
し
た
頼
朝
は
緒
戦
で
敗
北
し
た
も
の
の
、
海
路
安
房
へ
渡
り
、

板
東
の
武
士
を
続
々
と
味
方
に
付
け
な
が
ら
西
進
す
る
。
奥
州
の
秀
衡
の

も
と
で
庇
護
を
受
け
て
い
た
義
経
は
頼
朝
挙
兵
の
報
を
聞
き
、
手
勢
を
打

ち
連
れ
て
兄
の
軍
を
追
う
。
そ
し
て
駿
河
の
浮
島
が
原
に
て
、
つ
い
に
頼

朝
と
合
流
す
る
。
か
く
し
て
頼
朝
義
経
兄
弟
は
対
面
を
果
た
し
、
互
い
に

涙
し
て
語
り
合
う
。
頼
朝
は
義
経
に
、
噂
は
聞
い
て
い
た
も
の
の
幼
少
以

来
の
再
会
で
あ
り
、
参
軍
し
て
く
れ
て
嬉
し
い
、
東
国
の
統
率
と
平
氏
の

追
討
を
同
時
に
は
で
き
な
い
た
め
信
頼
の
置
け
る
代
官
を
欲
し
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
を
語
り
、
続
け
て
先
祖
の
名
を
口
に
す
る
。
長
文
と
な
る
が
、

(
9
)
 

頼
朝
の
台
詞
の
途
中
か
ら
引
用
し
よ
う
。

今
御
辺
を
待
ち
付
け
参
ら
せ
て
候
へ
ば
、
副
頭
殿
の
生
き
返
ら
せ
給

ひ
た
る
や
う
に
こ
そ
存
じ
候
へ
。
我
ら
が
先
祖
、
八
幡
殿
二
三
年
の

合
戦
に
、
む
な
う
の
城
を
攻
め
ら
れ
し
に
、
大
勢
皆
亡
ぼ
さ
れ
て
、

無
勢
に
な
り
て
、
厨
川
の
端
に
降
り
下
り
て
、
幣
吊
を
捧
げ
て
、
王

城
を
伏
し
拝
む
。
『
南
無
八
幡
大
菩
薩
と
御
覚
え
を
改
め
ず
、
今
度

の
寿
命
を
助
け
て
、
本
意
を
遂
げ
さ
せ
て
賜
べ
』
と
祈
誓
せ
ら
れ
け

れ
ば
、
ま
こ
と
に
八
幡
大
菩
薩
感
応
に
や
あ
り
け
ん
、
都
に
お
は
す

る
八
幡
殿
の
御
弟
、
刑
部
少
輔
義
光
、
内
裏
に
候
は
れ
け
る
が
、
俄

1
.

「
頼
朝
義
経
対
面
事
」
の
源
氏
先
祖
へ
の
言
説

一
口
説
を
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

か
に
内
裏
を
紛
れ
出
で
給
ふ
。
奥
州
の
覚
束
な
け
れ
ば
と
て
、
二
百

余
騎
に
て
馳
せ
下
ら
れ
け
る
。
路
次
の
勢
打
ち
加
は
り
、
三
千
余
騎

に
て
、
厨
川
の
端
に
馳
せ
来
た
っ
て
、
八
幡
殿
と
―
つ
に
な
り
て
、

終
に
奥
州
を
従
へ
け
り
。
そ
の
時
の
御
心
も
、
頼
朝
が
御
辺
を
待
ち

得
参
ら
せ
た
る
心
も
、
い
か
で
か
こ
れ
に
は
勝
る
べ
き
。
今
日
よ
り

後
は
、
魚
と
水
と
の
如
く
に
し
て
、
先
祖
の
恥
を
清
め
、
亡
魂
の
憤

り
を
休
め
ん
と
は
思
し
召
さ
れ
ず
や
。
御
同
心
に
候
は
ば
、
尤
も
然

る
べ
し
」
と
宣
ひ
も
敢
へ
ず
、
涙
を
流
し
給
ひ
け
り
。
御
曹
司
と
か

く
の
御
返
事
も
な
く
し
て
、
袂
を
ぞ
絞
ら
れ
け
る
。
こ
れ
を
見
奉
る

大
名
小
名
互
ひ
の
心
中
、
さ
こ
そ
と
推
し
量
ら
れ
て
皆
袖
を
ぞ
濡
ら

さ
れ
け
る
。
暫
く
あ
り
て
御
曹
司
申
さ
れ
け
る
は
「
仰
せ
の
ご
と
く

幼
少
の
時
、
御
目
に
か
か
り
て
候
ふ
や
ら
ん
。
配
所
へ
御
下
り
の
後

は
、
義
経
も
山
科
に
候
ひ
し
が
、
七
歳
に
な
り
候
ふ
時
、
鞍
馬
に
候

ひ
て
、
十
六
歳
ま
で
形
の
如
く
学
問
を
仕
り
、
さ
て
も
京
都
に
候
ふ

べ
か
り
し
を
、
平
家
内
々
方
便
を
作
る
由
承
り
候
ひ
し
間
、
奥
州
へ

下
向
仕
り
、
秀
衡
を
頼
み
て
候
ひ
つ
る
が
、
御
謀
反
の
由
承
り
、
取

る
物
も
取
り
敢
へ
ず
馳
せ
参
る
。
今
君
を
見
奉
り
候
へ
ば
、
故
頭
殿

の
御
見
参
に
参
り
候
ふ
心
地
し
て
こ
そ
存
じ
候
へ
。
命
を
ば
故
頭
殿

に
参
ら
せ
、
身
を
ば
君
に
参
ら
す
る
上
は
、
い
か
が
仰
せ
に
従
ひ
参

ら
せ
で
は
候
ふ
べ
き
」
と
申
さ
れ
け
る
こ
そ
哀
れ
な
れ
。
さ
て
こ
そ
、

(10) 

こ
の
御
曹
司
を
大
将
軍
に
て
、
平
家
の
討
つ
手
に
向
け
ら
れ
け
る
。

（
巻
第
四
「
頼
朝
義
経
対
面
の
事
」

p.1611162)

こ
こ
で
は
実
に
三
人
の
源
氏
先
祖
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
頼
朝
が
義
経
を
「
故
頭
殿
」
つ
ま
り
兄
弟
の
父
義
朝
に
喩
え
る
。
続
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い
て
同
じ
く
頼
朝
が
、
自
軍
へ
の
義
経
の
参
軍
を
、
「
八
幡
殿
」
つ
ま
り

兄
弟
に
と
っ
て
三
代
の
祖
父
義
家
の
軍
へ
の
「
八
幡
殿
の
御
弟
、
刑
部
少

輔
義
光
」
の
参
軍
に
喩
え
る
。
こ
の
よ
う
に
頼
朝
は
、
現
在
に
お
け
る
自

分
た
ち
を
過
去
に
お
け
る
自
分
た
ち
の
先
祖
に
喩
え
た
上
で
、
挙
兵
の
動

機
付
け
と
し
て
源
氏
の
系
譜
意
識
を
強
調
し
て
協
力
を
要
請
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
義
経
が
頼
朝
を
「
故
頭
殿
」
つ
ま
り
義
朝
に
喩
え
て
忠
誠

を
誓
う
。
こ
の
描
写
か
ら
、
頼
朝
の
挙
兵
と
義
経
の
参
軍
と
い
う
『
義
経

記
』
に
お
け
る
転
換
点
に
、
源
氏
の
系
譜
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

で
は
ひ
と
ま
ず
プ
レ
テ
ク
ス
ト
群
と
の
比
較
に
よ
り
、
こ
の
本
文
が
ど

の
よ
う
に
生
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
を
み
て
ゆ
こ
う
。
そ
の
作
業
か
ら
、

『
義
経
記
』
本
文
の
生
ま
れ
た
必
然
性
と
、
プ
レ
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
み
出

し
て
ゆ
く
独
自
性
と
を
測
定
し
た
い
。

2
．
本
文
の
生
成
過
程

本
場
面
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
言
え
る
諸
テ
ク
ス
ト
の
先
祖
百
説
に
関
す

る
要
素
を
大
ま
か
に
抽
象
す
る
と
、
次
の
表
の
よ
う
に
な
っ
た
。
比
較
対

象
と
し
た
作
品
は
お
お
よ
そ
の
成
立
年
代
順
に
並
べ
て
あ
り
、
「
後
三
年
」

は
『
奥
州
後
三
年
記
』
、
「
延
慶
本
」
「
四
部
本
」
は
そ
れ
ぞ
れ
『
平
家
物
語
』

の
延
慶
本
・
四
部
合
戦
状
本
、
「
盛
衰
記
」
は
『
源
平
盛
衰
記
』
、
「
闘
諄

録
」
は
『
源
平
闘
諄
録
』
、
「
平
治
物
語
」
は
学
習
院
本
『
平
治
物
語
』
を

指
す
。
「
内
容
」
欄
の
記
述
が
あ
る
場
合
は

0
、
無
い
場
合
は
X

の
記
号

で
表
し
て
い
る
（
△
の
部
分
は
後
述
）
。

この表から、『義経記』の頼朝義経対面場面における先祖言

説の生成過程を推測することができる。時代を追って簡単に述

べると、以下のようになる。

まず平安末期、『奥州後三年記』において、義家が自軍に参

軍した義光を父頼義に喩える記述が生まれる。次に鎌倉後期、

『吾妻鏡』において、頼朝が義経と対面した際に義家・義光の

対面を引き合いに出す記述が生まれる。また同じ頃、延慶本や

四部本の『平家物語』において、頼朝が義経と対面した際に義

経を父義朝に喩える記述が生まれる。ここまでを第一段階とし

よう。続いて第二段階として、南北朝前期、『源平盛衰記』や

『源平闘諄録』において、第一段階で出揃った材料群を全て取

り込んだ頼朝義経対面場面の記述が出来上がる。『源平盛衰記』

は義光を「義綱」とするが（表中△の部分）、文脈から考えて

これは「義光」の誤記と考えて問題ない。学習院本『平治物語』

では頼朝が義経を義朝に喩える記述を欠くが、第二段階の定型

を踏襲していると言えよう。そして『義経記』もまた、義家が

自軍に参軍した義光を父頼義に喩える記述を欠くものの、第二

喜記 孟喜皿録呼 盛衷記嬰四 延墨i t 容内 話者

ox  0 0  00  X X 

に喩スる 義経義朝を 頻朝

00  00  X X Ox  

に喩入る 頼朝を義家

00  〇△ X X 0 X 

喩にスる 義経を義光i ヽ

ox  X X X X X X 

祈神9るこ 義家が八幅

xo  0 0  X X X 0 
喩にえる 頼義光を義 養家

ox  X X X X X X 

喩にえる 頼朝を義朝 鍍経
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『
義
経
記
』
全
体
で
は
、
源
氏
の
先
祖
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
語
ら

3
.
『
義
経
記
』
に
お
け
る
源
氏
先
祖
へ
の
言
説

段
階
の
定
型
を
な
ぞ
っ
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
。

さ
て
、
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
の
比
較
、
お
よ
び
本
文
の
生
成
過
程
を
推
測

す
る
作
業
か
ら
、
こ
の
場
面
で
頼
朝
が
先
祖
の
例
を
引
き
合
い
に
出
す
の

は
一
種
の
定
型
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
『
義
経
記
』
に
お
け

る
当
場
面
の
重
要
性
が
揺
ら
ぐ
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
な
る
と
源
氏
先

祖
へ
の
系
譜
意
識
に
お
け
る
『
義
経
記
』
の
特
殊
性
は
弱
ま
る
よ
う
に
も
感

じ
ら
れ
る
。
し
か
し
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
義
経
記
』

に
お
け
る
二
つ
の
独
自
記
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
義
家
が
八
幡
神
に
祈
る

記
述
と
、
義
経
が
頼
朝
を
「
故
頭
殿
」
に
喩
え
る
記
述
と
の
二
つ
で
あ
る
。

徳
竹
氏
は
他
場
面
と
の
比
較
か
ら
、
こ
の
場
面
の
描
か
れ
方
を
「
偶
然

の
産
物
で
は
な
く
、
依
拠
資
料
を
物
語
の
志
向
に
沿
っ
て
意
図
的
に
改
変

し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

プ
レ
テ
ク
ス
ト
を
は
み
出
す
『
義
経
記
』
独
自
記
事
に
は
少
な
か
ら
ず
『
義

経
記
』
内
部
に
特
有
の
論
理
が
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
も
徳
竹
氏

と
同
様
の
見
地
を
取
り
つ
つ
、
以
下
に
こ
れ
ら
の
独
自
記
事
の
持
つ
意
味

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
方
法
と
し
て
、
『
義
経
記
』
全
体
を
通

し
て
源
氏
先
祖
へ
の
言
説
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点

を
分
析
し
て
ゆ
く
。
そ
の
作
業
を
通
し
て
、
『
義
経
記
』
内
部
に
お
い
て

源
氏
先
祖
へ
の
言
説
が
帯
び
る
論
理
、
お
よ
び
当
該
場
面
の
独
自
記
事
の

持
つ
意
味
を
解
明
し
て
い
き
た
い
。

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
試
み
に
、
頼
朝
義
経
兄
弟
の
四
代
の
祖
父
頼

義
、
三
代
の
祖
父
義
家
、
祖
父
為
義
、
父
義
朝
等
に
関
す
る
記
事
を
調
査

し
た
。
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
末
尾
に
掲
げ
た
表
で
あ
る
。
な
お
、

義
経
の
出
自
を
言
う
文
脈
で
先
祖
の
名
が
挙
げ
ら
れ
た
も
の
に
は
例
~
を

付
し
て
示
し
、
巻
第
四
「
頼
朝
義
経
対
面
の
事
」
は
次
章
で
言
及
す
る
た

め
圃
固
闘
万
付
し
て
い
る
。

表
を
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
源
氏
の
先
祖
に
関
す
る
言
説
の
大

半
が
、
義
経
の
出
自
を
言
う
文
脈
で
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
義
経
の
一
代

記
た
る
『
義
経
記
』
の
志
向
上
当
然
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
順
を

追
っ
て
見
て
ゆ
く
。

『
義
経
記
』
冒
頭
は
、
義
経
を
父
義
朝
の
子
と
し
て
位
置
づ
け
る
記
述

か
ら
始
ま
る
。

本
朝
の
昔
を
た
づ
ぬ
る
に
、
田
村
、
利
仁
、
将
門
、
純
友
、
保
昌
、
頼
光
、

漢
の
焚
噌
、
陳
平
、
張
良
は
、
武
勇
と
い
へ
ど
も
、
名
を
の
み
聞
き

て
目
に
は
見
ず
。
目
の
あ
た
り
に
芸
を
世
に
ほ
ど
こ
し
、
万
人
の
目

を
お
ど
ろ
か
し
給
ひ
し
は
、
下
野
の
左
馬
頭
義
朝
の
末
の
子
、
源
九

郎
義
経
と
て
、
わ
が
朝
に
な
ら
び
な
き
名
将
軍
に
て
ぞ
お
は
し
け
る
。

（
巻
第
一
「
義
朝
都
落
の
事
」

p
.
1
9
)

物
語
が
始
ま
り
、
ま
ず
地
の
文
に
よ
っ
て
、
次
に
「
左
馬
頭
殿
．
の
御
乳

母
子
に
、
鎌
田
次
郎
正
清
が
子
息
」
で
あ
る
四
条
室
町
の
法
師
少
進
坊
に

よ
っ
て
、
義
経
が
源
氏
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
少
進
坊
は
源

氏
再
起
を
企
ん
で
鞍
馬
の
牛
若
の
も
と
へ
出
向
き
、
牛
若
に
次
の
よ
う
に

耳
打
ち
す
る
。

「
君
は
知
ろ
し
召
さ
で
今
ま
で
思
し
召
し
候
は
ぬ
か
。
君
は
清
和
天
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（
巻
第
一
「
少
進
坊
の
事
」

p
.
2
9
1
3
0
)

続
い
て
源
氏
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
義
経
は
、
奥
州
の
金
売

り
商
人
で
あ
る
吉
次
か
ら
源
氏
先
祖
に
よ
る
奥
州
征
討
の
事
績
を
聞
き
、

自
ら
義
朝
の
実
子
と
名
乗
る
。

「
汝
な
れ
ば
知
ら
す
る
ぞ
。
人
に
披
露
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
わ
れ
こ

そ
左
馬
頭
の
子
に
て
あ
れ
。
秀
衡
が
も
と
へ
言
づ
け
せ
ば
や
。
何
時

頃
か
返
事
を
取
り
て
く
れ
ん
ず
る
」

（
巻
第
一
「
遮
那
王
殿
鞍
馬
出
の
事
」

p
.
4
1
)

し
か
し
、
平
家
全
盛
の
世
に
あ
っ
て
源
氏
の
子
孫
は
危
険
人
物
と
し
て

扱
わ
れ
る
状
況
が
前
提
に
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
吉
次
と
と
も
に
奥

州
へ
向
か
う
義
経
は
正
体
を
隠
し
て
の
途
次
を
強
い
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、

例
え
ば
「
吉
次
が
年
ご
ろ
の
知
人
」
で
あ
る
鏡
の
宿
の
長
者
は
義
経
の
正

体
を
見
破
る
が
、
六
波
羅
へ
通
報
す
る
ど
こ
ろ
か
逆
に
感
動
し
、
協
力
を

申
し
出
る
。

長
者
は
ら
は
ら
と
涙
を
流
し
、
「
あ
は
れ
な
る
こ
と
ど
も
か
な
。
何

し
に
生
き
て
ゐ
て
、
初
め
て
憂
き
事
を
見
る
ら
ん
。
た
だ
む
か
し
の

御
事
、
今
の
心
地
し
て
覚
ゆ
る
ぞ
や
。
こ
の
殿
の
打
ち
振
る
舞
ひ
給

へ
る
お
も
か
げ
姿
、
故
左
馬
頭
殿
次
男
、
中
宮
大
夫
殿
に
少
し
も
違

ひ
給
は
ぬ
も
の
か
な
。
も
し
言
葉
の
末
を
以
て
具
し
奉
る
か
や
。
保

元
、
平
治
よ
り
こ
の
か
た
、
源
氏
の
子
孫
、
こ
こ
か
し
こ
に
打
ち
篭

か
や
」

皇
の
十
代
の
御
末
、
左
馬
頭
殴
の
御
子
、
か
く
申
す
は
、
頭
殿
の
御

乳
母
子
に
鎌
田
次
郎
兵
衛
が
子
に
て
候
。
御
一
門
の
源
氏
国
々
に
打

ち
篭
め
ら
れ
て
御
渡
り
候
ふ
を
ば
心
憂
し
と
は
思
し
召
さ
れ
ず
候
ふ

め
ら
れ
て
お
は
す
る
。
成
人
し
て
思
ひ
立
ち
給
ふ
こ
と
あ
ら
ば
、
よ

く
よ
く
招
へ
奉
り
て
具
し
参
ら
せ
給
へ
。
壁
に
耳
、
石
に
口
と
い
ふ

事
あ
り
。
紅
は
園
に
植
ゑ
て
隠
せ
ど
も
、
色
あ
る
物
は
隠
れ
な
し
」

と
申
し
け
れ
ば
、
吉
次
、
「
何
く
れ
に
て
も
候
は
ず
。
身
が
た
め
親

し
き
者
に
て
候
ふ
」
と
て
言
ひ
け
れ
ば
、
長
者
、
「
人
は
何
と
も
言

は
ば
言
へ
」
と
て
、
座
敷
を
立
ち
て
、
少
き
人
の
袖
を
引
き
奉
る
。

（
巻
第
二
「
鏡
の
宿
吉
次
が
宿
に
強
盗
の
入
る
事
」

p
.
4
9
¥
5
0
)

義
朝
の
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
種
の
権
威
と
し
て
作
用
し
、
周
囲

を
ひ
れ
伏
さ
せ
、
そ
の
権
威
に
支
え
ら
れ
て
義
経
が
庇
護
者
や
臣
下
を
増

や
し
て
ゆ
く
様
が
よ
く
わ
か
る
挿
話
で
あ
る
。
以
後
も
義
経
は
事
毎
に
自

ら
義
朝
の
実
子
と
名
乗
る
。
例
え
ば
巻
第
二
「
伊
勢
三
郎
義
経
の
臣
下
に

初
め
て
な
る
事
」
で
は
、
義
経
は
伊
勢
三
郎
義
盛
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
こ
れ
は
奥
州
の
方
へ
下
る
者
な
り
。
平
治
の
乱
れ
に
滅
び
し
村
剌

の
左
馬
頭
の
末
子
、
牛
若
と
て
、
鞍
馬
に
学
問
し
て
候
ひ
し
が
、
今

は
男
に
な
り
て
、
左
馬
の
九
郎
義
経
と
申
す
な
り
。
奥
州
の
秀
衡
を

頼
み
て
下
り
候
。
今
は
自
然
と
し
て
知
人
に
こ
そ
な
り
奉
ら
め
」

（
巻
第
二
「
伊
勢
三
郎
義
経
の
臣
下
に
は
じ
め
て
成
る
事
」

p
.
7
2
)

こ
れ
を
聞
い
た
義
盛
は
涙
を
流
し
、
源
氏
は
「
わ
れ
わ
れ
が
為
に
は
重

代
の
君
」
で
あ
る
と
言
い
、
以
後
義
経
の
郎
等
と
し
て
従
い
付
く
と
こ

ろ
と
な
る
。
『
義
経
記
』
前
半
に
語
ら
れ
る
義
経
の
活
躍
を
支
え
た
の
は
、

基
本
的
に
「
左
馬
頭
の
子
」
と
い
う
血
筋
に
ま
つ
わ
る
権
威
で
あ
っ
た
と

言
え
そ
う
で
あ
る
。

源
氏
の
先
祖
に
関
す
る
言
説
は
巻
第
一
、
巻
第
二
に
集
中
し
て
い
る
が
、

頼
朝
の
登
場
を
境
に
義
朝
が
義
経
と
の
直
系
性
で
語
ら
れ
る
場
面
が
激
減
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し
、
特
に
義
経
本
人
が
自
ら
の
出
自
を
言
う
状
況
に
関
し
て
は
巻
第
四
「
腰

越
の
申
状
の
事
」
以
降
皆
無
で
あ
る
。
表
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
頼
朝

に
結
び
つ
け
た
先
祖
言
説
や
源
氏
以
外
の
人
物
が
義
経
と
の
関
係
を
主
張

す
る
た
め
に
持
ち
出
し
た
源
氏
先
祖
の
言
説
が
ほ
と
ん
ど
と
な
る
。
三
箇

所
ほ
ど
引
用
し
て
お
く
。

伊
勢
の
加
藤
申
し
け
る
は
、
「
悲
し
き
か
な
や
、
保
元
に
為
義
切
ら

れ
給
ひ
、
平
治
に
義
朝
討
た
れ
給
ひ
て
後
は
、
源
氏
の
子
孫
栄
え
給

は
で
、
弓
馬
の
名
を
埋
ん
で
星
霜
を
送
り
給
ひ
、
偶
々
源
氏
思
ひ
立

ち
給
へ
ば
、
不
運
の
宮
に
与
し
参
ら
せ
て
、
世
を
損
じ
給
ふ
こ
そ
悲

し
け
れ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
兵
衛
佐
殿
仰
せ
ら
れ
け
る
は
、
「
か
く

心
弱
く
な
思
ひ
そ
。
八
幡
大
菩
薩
い
か
で
か
思
し
召
し
捨
て
さ
せ
給

ふ
べ
き
」
と
諌
め
給
ひ
け
る
こ
そ
頼
も
し
け
れ
。

（
巻
第
三
「
頼
朝
謀
反
の
事
」

p.147¥148)

忠
信
こ
れ
を
聞
き
て
、
縁
の
上
に
立
ち
た
る
蔀
の
下
を
が
ば
と
突
き

落
と
し
て
、
矢
取
っ
て
差
し
矧
げ
申
し
け
る
は
、
「
江
馬
小
四
郎
殿

に
申
す
べ
き
事
あ
り
。
あ
は
れ
御
辺
達
は
、
法
を
も
知
り
給
は
ぬ
も

の
か
な
。
保
元
・
平
治
の
合
戦
と
申
す
は
、
上
と
上
と
の
御
事
な
れ
ば
、

内
裏
に
も
御
所
に
も
恐
れ
な
し
、
思
ふ
様
に
こ
そ
振
る
舞
ひ
し
か
。

こ
れ
は
そ
れ
に
似
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
某
と
御
辺
と
は
私
軍
に
て
こ

そ
あ
れ
、
鎌
倉
殿
も
、
左
馬
頭
殿
の
御
君
達
、
我
ら
が
殿
も
頭
殿
の

御
子
息
ぞ
か
し
。
例
へ
ば
人
の
護
言
に
よ
り
て
御
兄
弟
の
御
仲
不
和

に
な
り
給
ふ
と
も
、
こ
れ
に
現
在
無
実
な
れ
ば
、
思
し
召
し
も
直
し

た
ら
ん
時
は
、
あ
は
れ
一
門
の
煩
ひ
か
な
」
と
言
ひ
も
果
て
ず
縁
よ

り
下
へ
飛
ん
で
落
ち
、
雨
打
に
立
ち
て
差
し
詰
め
差
し
詰
め
散
々
に

（
巻
第
六
「
忠
信
最
期
の
事
」

p.305)

兼
房
言
ひ
け
る
は
、
「
唐
士
、
天
竺
は
知
ら
ず
、
我
が
朝
に
お
い
て
、

御
館
の
御
座
所
に
馬
に
乗
り
な
が
ら
控
ゆ
べ
き
も
の
は
覚
え
ず
。
か

く
言
ふ
者
は
、
誰
と
か
思
ふ
。
消
和
天
皇
に
十
代
の
御
末
、
八
幡
殿

に
は
四
代
の
孫
、
鎌
倉
殿
の
御
弟
、
九
郎
大
夫
判
官
の
御
内
に
、
十

郎
権
頭
兼
房
、
元
は
久
我
大
臣
殿
の
侍
、
今
は
源
氏
の
郎
等
、
奨
噌

を
欺
く
程
の
剛
の
者
、
い
ざ
、
手
並
み
の
程
を
見
せ
ん
」
と
て
、
長

崎
太
郎
が
馬
手
の
鎧
の
草
摺
、
半
枚
か
け
て
、
膝
口
、
鐙
の
鐙
鞄
革
、

馬
の
折
骨
五
枚
か
け
て
斬
り
付
け
た
り
。

（
巻
第
八
「
兼
房
が
最
期
の
事
」

p.466¥467)

頼
朝
に
追
わ
れ
る
身
と
な
る
後
半
の
義
経
は
、
素
性
を
明
か
せ
ば
罪
人

と
し
て
捕
縛
さ
れ
鎌
倉
に
連
行
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
逃

避
行
に
お
い
て
、
義
経
が
「
左
馬
頭
の
子
」
と
名
乗
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
は
一
方
で
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
。
し
か
し
ま
た
一
方
で
は
、
平
氏

に
み
つ
か
ら
ぬ
よ
う
素
性
を
隠
す
前
半
の
義
経
が
、
そ
の
活
躍
を
「
左
馬

頭
の
子
」
と
い
う
血
筋
の
権
威
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。

前
半
と
後
半
の
義
経
は
い
ず
れ
も
、
当
時
隆
盛
の
公
権
力
か
ら
敵
視
さ
れ

る
不
遇
の
主
人
公
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
先
祖
へ
の
言
説
に
注
目

す
る
時
、
両
者
の
構
造
的
な
位
相
差
が
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
前

半
の
義
経
は
「
左
馬
頭
の
子
」
と
い
う
源
氏
の
系
譜
的
正
当
性
を
自
分
の

も
の
と
し
て
主
張
で
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
後
半
の
義
経
は
、
兄
頼
朝
が

そ
の
正
当
性
を
幕
府
権
力
の
正
当
性
と
し
て
独
占
し
た
た
め
、
「
左
馬
頭

の
子
」
と
い
う
源
氏
の
系
譜
的
正
当
性
を
自
分
の
も
の
と
し
て
主
張
で
き

射
る
。
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な
い
、
と
い
う
位
相
差
で
あ
る
。

こ
の
決
定
的
な
位
相
差
を
生
み
だ
し
た
の
は
、
物
語
の
背
景
に
あ
る
権

力
的
な
対
立
の
構
図
の
転
換
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
優
位
に
あ
る
平
氏
に

対
し
て
劣
位
に
あ
る
源
氏
、
と
い
う
構
図
か
ら
、
優
位
に
あ
る
頼
朝
に
対

し
て
劣
位
に
あ
る
義
経
、
と
い
う
構
図
へ
の
転
換
で
あ
る
。
前
者
は
義
経

に
と
っ
て
明
快
な
対
立
関
係
で
あ
り
、
敵
対
者
に
対
し
て
自
己
の
正
当
性

は
ひ
と
つ
の
武
器
と
な
り
う
る
。
し
か
し
後
者
は
そ
も
そ
も
対
立
自
体
が

正
当
性
の
抗
争
と
い
う
明
快
な
構
図
を
描
け
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

頼
朝
と
義
経
は
い
ず
れ
も
「
左
馬
頭
の
子
」
と
い
う
源
氏
の
系
譜
的
正
当

性
を
共
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
『
義
経
記
』
の
叙
述
は
そ
の

よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
頼
朝
と
義

経
の
対
立
関
係
は
「
左
馬
頭
の
子
」
と
い
う
源
氏
の
系
譜
的
正
当
性
が
頼

朝
に
占
有
さ
れ
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
優
劣
関
係
に
基
づ
い
て
表
現
さ
れ

(
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て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
源
氏
先
祖
の
言
説
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
源

氏
の
系
譜
的
正
当
性
と
そ
の
移
行
と
い
う
『
義
経
記
』
に
一
貫
し
た
叙
述

原
理
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
権
力
的
構
造

の
転
換
点
で
あ
る
頼
朝
義
経
対
面
場
面
に
お
け
る
独
自
記
事
か
ら
は
、
ど

の
よ
う
な
意
味
が
見
出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

4
.

『
義
経
記
』
独
自
記
事
の
持
つ
意
味

そ
れ
で
は
、
『
義
経
記
』
に
お
け
る
二
つ
の
独
自
記
事
を
解
釈
し
て
ゆ

こ
う
。
す
な
わ
ち
、
義
家
が
八
幡
神
に
祈
る
記
述
と
、
義
経
が
頼
朝
を
「
故

頭
殿
」
に
喩
を
る
記
述
の
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
解
明
で
あ
る
。

論
の
展
開
上
、
先
に
義
経
が
頼
朝
を
「
故
頭
殿
」
に
喩
え
る
記
述
か
ら
考

察
す
る
。
但
し
、
こ
の
記
述
は
そ
も
そ
も
文
脈
的
に
や
や
問
題
を
抱
え
て

い
る
。
義
経
の
台
詞
に
あ
る
「
故
頭
殿
」
義
朝
は
、
す
ぐ
前
に
頼
朝
が
義

経
を
喩
え
て
称
し
た
先
祖
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
義
経
が
頼
朝
を
喩
え
て
称

す
る
先
祖
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
の
は
、
一
見
し
て
不
自
然
の

(
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感
が
あ
る
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
『
義
経
記
』
に
は
度
々
文
脈
の
不
整

合
や
非
合
理
が
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
整
合
性
や
合
理
性
と

は
異
質
の
論
理
に
基
づ
い
た
叙
述
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な

ら
ば
頼
朝
を
「
故
頭
殿
」
に
喩
え
る
記
述
か
ら
も
、
不
自
然
を
犯
し
て
ま
で

指
ホ
す
る
べ
き
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

義
家
と
義
光
の
説
話
は
、
『
吾
妻
鏡
』
で
は
合
戦
に
お
け
る
兄
弟
対
面

の
佳
例
と
し
て
、
『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
頼
朝
の
喜
び
を
喩
え
る
た
め
に

持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
平
治
物
語
』
で
は
一
種
の
定
型
と
し
て
現

れ
、
積
極
的
な
意
味
を
見
出
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
『
義
経

記
』
で
は
、
義
家
と
義
光
の
説
話
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
義
経
と
頼
朝
の
今
後

を
享
受
者
が
既
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
観
点
を
導
入
し
た
い
。
他
の
本
と

違
い
義
経
の
一
代
記
で
あ
る
『
義
経
記
』
の
構
成
上
、
こ
の
場
面
が
ど
の

よ
う
な
位
置
に
当
た
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
室
町
期
当
時
の
享
受
者
達

に
は
潜
在
的
に
せ
よ
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

先
述
の
通
り
、
本
場
面
は
〈
義
経
の
物
語
〉
に
お
け
る
転
換
点
で
あ
る
。

こ
の
「
頼
朝
義
経
対
面
の
事
」
を
中
心
と
し
た
頼
朝
の
挙
兵
＼
平
氏
打
倒

讀
以
前
を
前
半
、
以
後
を
後
半
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
に
お
け
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る
物
語
内
部
の
対
立
関
係
は
、
絶
対
的
優
位
に
あ
る
平
氏
勢
力
に
対
し
て

劣
位
に
あ
る
源
氏
の
一
族
、
と
い
う
枠
組
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
後
半
に

は
、
絶
対
的
優
位
に
あ
る
頼
朝
一
派
に
対
し
て
劣
位
に
あ
る
義
経
一
派
、

と
い
う
枠
組
み
へ
と
シ
フ
ト
す
る
。
こ
の
と
き
、
基
本
的
に
読
者
の
視
点

は
、
一
貫
し
て
劣
位
に
あ
る
義
経
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。
但
し
前
半
に
お

い
て
は
義
経
に
源
氏
先
祖
の
系
譜
を
語
る
力
が
備
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
義
経
が
立
ち
は
だ
か
る
敵
を
次
々
と
倒
し
て
ゆ
く
一
種
の
明
る
さ
が

漂
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
後
半
に
な
る
と
、
義
経
は
源
氏
の
系
譜
的
正
当
性

を
主
張
で
き
な
く
な
り
、
ひ
た
す
ら
身
を
や
つ
す
悲
劇
的
な
人
物
像
へ
と

変
貌
し
て
ゆ
く
。
お
そ
ら
く
こ
の
場
面
を
享
受
す
る
室
町
期
当
時
の
人
々

の
脳
裏
に
は
、
そ
う
い
っ
た
文
脈
が
了
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
文
脈
を
踏

ま
え
た
上
で
頼
朝
義
経
対
面
場
面
が
享
受
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
頼
朝
が
義

経
に
向
か
っ
て
源
氏
先
祖
の
名
を
挙
げ
、
現
状
に
な
ぞ
ら
え
て
語
り
か
け

る
言
説
は
、
享
受
者
に
あ
る
示
唆
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
義
経
が
主
張
し
て
き
た
源
氏
先
祖
の
系
譜
的
正
当
性
が
頼
朝

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
始
め
、
こ
れ
以
降
義
経
は
頼
朝
に
追
わ
れ
る
身
と

な
っ
て
そ
の
権
利
を
失
う
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
こ
の
場
面
で
起
こ
っ
た

こ
と
は
源
氏
先
祖
の
系
譜
語
的
正
当
性
を
主
張
す
る
権
利
の
、
頼
朝
に
よ

る
収
奪
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
義
経
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
源
氏
の
系
譜
的

正
当
性
か
ら
の
疎
外
、
あ
る
い
は
放
逐
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
源
氏
の
系
譜
に
お
い
て
、
義
家
は
嫡
流
で
あ
る
の
に
対
し
て

義
光
は
庶
流
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
室
町
期
に
お
い
て
常
識
の
範
疇
で

あ
っ
た
。
頼
朝
は
自
己
と
義
経
を
義
家
と
義
光
に
重
ね
、
義
経
に
対
し
て

自
己
の
系
譜
的
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。
〈
義
経
の
物
語
〉
を
知
る
当

時
の
享
受
者
に
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
義

経
が
そ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
、
自
分
よ
り
も
頼
朝
こ
そ
義
朝
の
系
譜
を
名

乗
る
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
宣
言
す
る
。
つ
ま
り
「
故
頭
殿
」
の
直
喩
さ

れ
る
対
象
が
義
経
か
ら
頼
朝
へ
逆
転
す
る
こ
と
は
、
〈
義
経
の
物
語
〉
の

文
脈
を
知
る
当
時
の
享
受
者
に
と
っ
て
、
こ
の
場
面
以
降
源
氏
の
系
譜
的

正
当
性
が
頼
朝
に
移
り
、
義
経
が
転
落
し
て
ゆ
く
こ
と
を
暗
示
す
る
機
能

を
担
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
も
う
―
つ
の
『
義
経
記
』
独
自
記
事
で
あ

る
、
義
家
が
八
幡
神
に
祈
る
記
述
も
ま
た
、
重
要
な
意
味
を
帯
び
た
も
の

と
な
っ
て
く
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
八
幡
大
菩
薩
」
と
は
源
氏
の
氏
神

で
あ
る
。
そ
し
て
義
家
が
「
八
幡
太
郎
」
「
八
幡
殿
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
源
氏
と
八
幡
神
と
の
強
い
結
び
つ
き
は
室
町
期

に
あ
っ
て
一
般
的
に
義
家
を
起
点
と
し
て
想
起
さ
れ
た
。
『
義
経
記
』
に

お
け
る
八
幡
神
の
用
例
は
全
二
十
五
例
が
見
ら
れ
る
が
、
徳
竹
氏
や
中
村

和
子
氏
に
よ
っ
て
「
源
氏
の
守
護
神
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
は
両
者
の
見
解
に
従
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ

る
が
、
た
と
え
ば
巻
第
四
「
義
経
都
落
の
事
」
に
見
え
る
次
の
本
文
は
義

経
自
身
と
八
幡
神
と
の
関
係
を
よ
く
示
す
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

弁
慶
申
し
け
る
は
、
「
こ
の
雲
の
景
気
を
見
て
候
ふ
に
、
よ
も
風
雲

に
て
は
候
は
じ
。
君
は
何
時
の
程
に
思
し
召
し
忘
れ
さ
せ
給
ひ
て
候

ふ
ぞ
。
平
家
を
攻
め
さ
せ
給
ひ
し
時
、
平
家
の
公
達
多
く
浪
の
底
に

屍
を
沈
め
、
苔
の
下
に
骨
を
埋
み
給
ひ
し
時
、
仰
せ
ら
れ
候
ひ
し
言

の
今
の
様
に
こ
そ
候
へ
。
『
我
ら
は
厳
島
の
明
神
の
神
罰
な
れ
ば
カ

及
ば
ず
。
源
氏
は
八
幡
の
護
り
給
へ
ば
、
事
に
重
ね
日
に
添
へ
て
、
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安
穏
な
り
。
源
氏
の
大
将
軍
に
お
い
て
は
、
我
ら
悪
霊
、
死
霊
と
な

tl』
と
仰
せ
ら
れ
候
ひ
し
ぞ
か
し
。
い
か
様
に
て
も
候
へ
、
こ
れ

は
君
の
御
為
に
悪
風
と
こ
そ
覚
え
て
候
へ
。
あ
の
雲
砕
け
て
御
船
に

か
か
ら
ば
、
君
も
全
く
渡
ら
せ
候
ふ
ま
じ
。
我
ら
も
二
度
故
郷
へ
帰

ら
ん
こ
と
不
定
な
り
」
と
ぞ
申
し
け
る
。

（
巻
第
四
「
義
経
都
落
の
事
」

p.205)

こ
こ
で
弁
慶
は
、
平
家
の
公
達
の
残
し
た
言
葉
を
引
き
、
源
氏
は
八
幡
の

守
護
が
あ
る
か
ら
安
穏
だ
が
義
経
に
は
平
家
の
怨
霊
が
祟
る
、
と
言
う
。

義
経
は
八
幡
の
加
護
か
ら
漏
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
弁
慶
に
よ
っ
て
明

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
義
経
記
』
後
半
、
転
落
期
の
義
経
は
源
氏
の
系
譜
的
正
当
性
を
主
張

で
き
な
く
な
る
こ
と
が
前
章
で
確
認
さ
れ
た
。
都
落
ち
の
場
面
で
引
用
の

本
文
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
頼
朝
に
よ
る
正
当
性
の
占
有
と

呼
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
正
当
性
移
行
を
描
く
対
面
場
面
に

お
い
て
、
義
家
が
八
幡
に
祈
る
様
が
頼
朝
の
口
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
独
自
記
事
の
意
味
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
源
氏
の
系

譜
的
正
当
性
を
義
家
に
引
き
付
け
て
強
調
す
る
こ
と
で
、
頼
朝
が
義
家
に

喩
え
る
自
ら
を
源
氏
系
譜
の
中
へ
位
置
づ
け
る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
宣
言

す
る
機
能
を
帯
び
て
い
る
、
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、

室
町
期
当
時
に
お
い
て
義
家
以
来
源
氏
の
氏
神
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い

た
八
幡
神
の
記
述
は
、
源
氏
の
系
譜
意
識
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
義
経
の

疎
外
を
際
立
た
せ
る
機
能
を
も
帯
び
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
、
義
家
が
八
幡
神
に
祈
る
と
い
う
一
見
不
要
に
も
見
え
る
『
義
経

記
』
の
独
自
増
補
記
事
も
ま
た
、
実
は
極
め
て
菫
要
な
役
割
を
果
た
し
て

以
上
、
本
稿
で
は
『
義
経
記
』
巻
第
四
「
頼
朝
義
経
対
面
の
事
」
に
お

け
る
源
氏
先
祖
へ
の
言
説
に
つ
い
て
、
ま
ず
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
の
対
照
か

ら
、
義
家
が
八
幡
神
に
祈
る
記
述
・
義
経
が
頼
朝
を
「
故
頭
殿
」
に
喩
え

る
記
述
と
い
う
二
つ
の
独
自
記
事
を
析
出
し
た
。
次
に
『
義
経
記
』
に
お

け
る
源
氏
先
祖
へ
の
言
説
を
通
覧
す
る
こ
と
で
、
源
氏
の
系
譜
的
正
当
性

と
そ
の
移
行
と
い
う
『
義
経
記
』
に
一
貫
し
た
叙
述
原
理
を
発
見
し
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
を
享
受
者
の
既
得
知
識
と
す
る
観
点
か
ら
先
の
独
自
記
事

を
読
め
ば
、
源
氏
の
系
譜
的
正
当
性
が
義
経
か
ら
頼
朝
へ
移
行
す
る
対
面

場
面
を
明
確
化
す
る
意
味
が
読
み
と
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
最
後
に

今
後
の
課
題
と
展
望
を
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。

本
稿
で
は
『
義
経
記
』
の
頼
朝
義
経
対
面
場
面
が
、
源
氏
の
系
譜
的
正

当
性
を
義
経
か
ら
頼
朝
へ
移
行
さ
せ
る
言
説
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
実
証
し
て
き
た
訳
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
の
そ
の
よ
う
な
意
味
が
享
受

者
の
既
得
知
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
形
で
叙
述
さ
れ
て
い
た
。
『
義
経

記
』
独
自
記
事
で
あ
る
義
経
が
頼
朝
を
「
故
頭
殿
」
に
喩
え
る
記
述
は
、

義
経
が
頼
朝
に
呼
応
す
る
形
で
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
享
受
者
が
介

在
し
て
初
め
て
、
源
氏
の
系
譜
的
正
当
性
が
義
経
か
ら
頼
朝
に
移
行
す
る

文
脈
が
際
立
つ
仕
組
み
で
あ
る
。
『
義
経
記
』
本
文
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、

頼
朝
と
義
経
の
君
臣
契
約
と
い
う
形
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
系
譜
的
正
当
性

か
ら
の
義
経
疎
外
が
開
始
さ
れ
た
、
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
考

お
わ
リ
に

い
る
と
言
え
る
。
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え
た
時
、
こ
の
場
面
の
義
経
は
あ
ま
り
に
も
無
抵
抗
で
あ
る
。
自
主
的
に

頼
朝
を
「
故
頭
殿
」
に
喩
え
る
義
経
の
姿
は
、
兄
頼
朝
と
抗
争
せ
ず
、
む

し
ろ
自
分
か
ら
兄
に
献
上
す
る
形
で
、
源
氏
の
系
譜
的
正
当
性
か
ら
退
い

て
ゆ
く
よ
う
に
見
え
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
義
経
の
疎
外
が
頼

朝
と
義
経
自
身
と
の
共
犯
関
係
に
よ
っ
て
決
定
的
と
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

疎
外
さ
れ
る
主
人
公
の
側
か
ら
語
ら
れ
る
「
系
譜
的
正
当
性
と
そ
の
移

行
」
の
物
語
で
あ
る
以
上
、
そ
の
叙
述
は
正
当
的
系
譜
に
対
す
る
主
人
公

の
劣
位
性
と
同
時
に
、
そ
の
主
人
公
が
か
つ
て
は
正
当
的
系
譜
の
側
に

あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ

て
『
義
経
記
』
の
場
合
、
義
経
の
出
自
と
し
て
の
源
氏
の
正
当
的
系
譜
は

否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
義
経
の
無
抵
抗
な
描

か
れ
方
は
、
義
経
が
主
人
公
と
し
て
の
正
当
性
を
確
保
し
続
け
る
た
め
の

叙
述
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
義
経
の
疎
外
を
描
く
に

も
関
わ
ら
ず
安
定
し
た
君
臣
関
係
が
前
提
と
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
義
経
の
貴

種
性
、
頼
朝
の
弟
と
い
う
権
威
が
維
持
で
き
る
構
造
で
あ
る
。
な
ら
ば
「
源

氏
の
系
譜
的
正
当
性
と
そ
の
移
行
」
の
物
語
と
は
、
疎
外
さ
れ
る
側
が
疎

外
す
る
側
に
共
犯
し
そ
の
権
威
に
乗
じ
る
と
い
う
、
転
倒
し
た
正
当
性
の

主
張
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
転
倒
し
た
正
当
性
の

主
張
と
い
う
視
角
は
、
最
初
に
述
べ
た
大
津
氏
の
理
論
と
『
義
経
記
』
と

の
距
離
を
説
明
す
る
た
め
の
、
ま
た
近
世
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
「
判
官

贔
屈
」
の
構
造
を
解
明
す
る
た
め
の
、
有
効
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
し
た
い
。

注

柳
田
国
男
集

(
l
)
「
東
北
文
学
の
研
究
」
（
新
装
版
『
定
本

352
、
筑
摩
書
房
。
初
出
一
九
二
六
）
。

(
2
)
柳
田
氏
の
『
義
経
記
』
論
は
文
学
に
お
け
る
口
頭
伝
承
の
参
加
、
及

び
非
文
字
的
文
学
の
価
値
に
主
眼
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
以
後

も
現
在
に
至
る
ま
で
『
義
経
記
』
は
そ
の
知
名
度
に
比
し
て
決
し
て

メ
ジ
ャ
ー
な
研
究
対
象
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
反
省
か
ら
近
年
で

は
、
『
義
経
記
』
作
者
の
主
体
性
を
追
求
す
る
こ
と
で
、
物
語
内
容

よ
り
も
表
現
の
中
に
一
貫
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
議
論
が
盛
ん
で
あ

る
。
例
え
ば
、
村
上
学
氏
の
「
明
る
い
遊
び
の
精
神
」
（
「
語
り
物
の

諸
相
」
『
日
本
文
学
新
史
中
世
』
至
文
堂
、
一
九
八
五
）
、
小
林
美

和
氏
の
「
人
格
の
反
転
」
「
比
喩
」
（
『
語
り
の
中
世
文
芸
』
和
泉
書
院
、

一
九
九
四
）
、
利
根
川
清
氏
の
「
諷
刺
」
（
「
『
義
経
記
』
の
笑
い
の
方
法
」

軍
記
と
語
り
物
31
、
一
九
九
五
）
、
佐
倉
由
泰
氏
の
「
恣
意
と
視
線
」

（
「
『
義
経
記
』
の
世
界
」
信
州
大
学
人
文
学
部
人
文
科
学
論
集
〈
文

化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
編
〉

31
、
一
九
九
七
）
、
刑
部
久
氏

の
「
華
飾
の
表
象
」
（
「
『
義
経
記
』
の
方
法
」
『
軍
記
文
学
研
究
叢
書

11
曽
我
・
義
経
記
の
世
界
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
）
、
三
澤
裕
子

氏
の
「
肉
親
の
結
束
」
（
「
『
義
経
記
』
成
立
論
の
問
題
点
」
前
掲
『
軍

記
文
学
研
究
叢
書
』
）
等
の
切
り
口
が
あ
る
。
な
お
、
参
考
文
献
の

副
題
は
省
略
し
た
。
以
下
同
じ
。

(
3
)
翰
林
璽
房
、
二

0
0
五
。
本
稿
で
は
「
論
理
的
枠
組
み
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
た
が
、
大
津
氏
は
こ
れ
を
〈
物
語
〉
と
い
う
タ
ー
ム
で

示
し
、
歴
史
の
「
物
語
へ
の
翻
訳
の
装
置
、
物
語
の
根
幹
を
構
成
す

第
七
巻
』

p

―-lO-



る
構
造
」

(
P
.
3
1
)
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
著
書
の
「
終
わ
り
に
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る

(P.395)
。

『
義
経
記
』
を
対
象
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
『
曽
我
物
語
』

の
よ
う
に
は
歴
史
叙
述
を
欲
望
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
か
ら

で
あ
る
。
軍
記
を
、
ご
く
単
純
に
、
「
権
力
を
め
ぐ
る
武
力
闘

争
を
記
し
た
共
同
体
の
歴
史
叙
述
」
と
規
定
す
る
な
ら
、
『
義

経
記
』
は
、
源
義
経
の
個
人
の
歴
史
は
記
し
て
い
て
も
、
共
同

体
の
歴
史
は
記
し
て
い
な
い
。
『
義
経
記
』
を
論
じ
る
に
は
、

ま
た
別
の
視
線
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
本
稿
で
は
、
氏
の
言
う
「
軍
記
」
の
枠
内
で
『
義
経
記
』
を

捉
え
る
可
能
性
を
論
じ
る
。

(
5
)
正
確
な
成
立
年
代
が
明
ら
か
で
な
く
貴
賤
上
下
に
享
受
さ
れ
た
『
義

経
記
』
の
享
受
者
を
厳
密
に
定
義
す
る
の
は
難
し
い
。
例
え
ば
『
看

聞
日
記
』
応
永
二
十
七
年
(
-
四
二

0
)
正
月
十
一
日
条
に
あ
る
「
入

夜
松
拍
参
、
い
い
種
々
風
流
[
げ
迂
五
E

其
興
、
酒
肴
賜
之
」
と
の
記

事
（
引
用
本
文
は
図
書
寮
叢
刊
に
依
る
）
か
ら
、
少
な
く
と
も
十
五

世
紀
前
期
以
降
の
京
都
に
お
け
る
、
公
家
か
ら
地
下
に
至
る
人
々
に

と
っ
て
、
〈
義
経
の
物
語
〉
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

本
稿
で
は
「
享
受
者
」
と
い
う
言
葉
を
度
々
用
い
る
が
、
そ
の
よ
う

な
広
い
意
味
で
の
享
受
者
を
想
定
し
て
い
る
。
な
お
本
稿
で
は
、
そ

の
よ
う
な
享
受
者
に
想
像
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
一
連
の
顛
末
を
、
文
字

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
『
義
経
記
』
と
区
別
し
て
〈
義
経
の
物
語
〉
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

上
』
岩
波
書
店
、

一
九
五
一

(
6
)
和
辻
哲
郎
『
日
本
倫
理
思
想
史

(
7
)
現
時
点
で
最
新
の
も
の
は
徳
竹
由
明
氏
の
「
『
義
経
記
』
に
於
け
る

頼
朝
義
経
兄
弟
対
面
」
（
国
語
国
文
7
5
|
6
、二

0
0六
）
で
あ
る
が
、

氏
は
本
場
面
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
、
坂
東
武
士
の
希
薄
化
・
頼
朝
義

経
兄
弟
の
絆
の
強
調
・
八
幡
神
の
記
述
増
補
と
い
う
三
つ
の
観
点
か

ら
分
析
さ
れ
、
『
義
経
記
』
全
体
と
し
て
頼
朝
義
経
の
対
立
関
係
が

免
罪
さ
れ
る
よ
う
叙
述
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
証
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
そ
の
注
に
お
い
て
本
場
面
の
先
行
研
究
を
整
理
し
て

お
ら
れ
る
が
、
本
稿
も
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
に
よ
る
恩
恵
を
大
い
に

被
っ
て
い
る
。
な
お
、
羽
原
彩
氏
（
「
『
源
平
盛
衰
記
』
頼
朝
挙
兵
讀

に
お
け
る
義
家
叙
述
の
機
能
」
国
文
学
研
究
140
、二

0
0三
）
は
『
源

平
盛
衰
記
』
に
お
け
る
源
氏
先
祖
へ
の
言
説
を
分
析
す
る
過
程
で
頼

朝
義
経
対
面
場
面
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
分
析
対
象
に
『
義

経
記
』
は
入
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
本
稿
は
羽
原
論
文
に
多
大
な
示

唆
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

(
8
)
『
平
家
物
語
の
展
開
と
中
世
社
会
』
（
汲
古
書
院
、
二

0
0六
）
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。

(
9
)
『
義
経
記
』
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、

二
0
0
0。
田
中
本
）
に
依
拠
し
、
引
用
に
際
し
て
は
巻
数
、
章
段

名
、
頁
数
を
付
記
し
た
。
適
宜
田
中
本
影
印
を
参
照
し
た
他
に
、
日

本
古
典
文
学
大
系
『
義
経
記
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
。
十
二
行

木
活
字
本
）
と
貴
重
古
典
籍
叢
刊
『
赤
木
文
庫
本
義
経
物
語
』
（
角

川
書
店
、
一
九
七
四
。
赤
木
文
庫
本
）
を
対
照
し
た
が
、
異
同
に
問

題
の
あ
る
場
合
は
そ
の
都
度
百
及
し
て
あ
る
。
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(10)
本
文
中
「
ニ
―
―
一
年
の
合
戦
」
と
い
う
部
分
に
は
問
題
が
あ
る
。
十
二

行
木
活
字
本
や
赤
木
文
庫
本
も
「
二
三
年
の
合
戦
」
、
田
中
本
の
影

印
を
確
認
し
て
も
「
二
三
年
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
呼
ば

れ
方
を
す
る
合
戦
は
な
く
、
直
後
に
語
ら
れ
る
内
容
か
ら
推
し
て
「
後

三
年
の
合
戦
」
と
あ
る
べ
き
。
「
こ
三
年
」
の
誤
写
で
あ
る
可
能
性

が
考
そ
ら
れ
る
。
実
際
、
田
中
本
『
義
経
記
』
巻
第
八
「
衣
川
合
戦

の
事
」
に
は
「
後
三
年
の
戦
ひ
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
が
、
影
印
で

は
「
こ
三
年
の
戦
ひ
」
と
な
っ
て
い
る
。

(11)
「
三
代
」
は
、
頼
朝
義
経
兄
弟
の
祖
父
で
あ
る
為
義
が
、
そ
の
祖
父

義
家
の
養
子
と
な
り
嫡
流
を
継
い
だ
こ
と
を
前
提
と
し
た
数
字
。

(12)
表
作
成
に
当
た
っ
て
参
照
し
た
本
文
は
以
下
の
通
り
。
『
奥
州
後
三

年
記
』
は
群
書
類
従
。
『
吾
妻
鏡
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川

弘
文
館
、
一
九
一
ニ
ニ

s
一
九
三
―
―
-
)
。
『
平
家
物
語
』
延
慶
本
は
『
延

慶
本
平
家
物
語
本
文
編
上
・
下
』
（
勉
誠
社
、
一
九
九

0
)
。
『
平

家
物
語
』
四
部
合
戦
状
本
は
『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』
（
汲
古

書
院
、
一
九
六
七
）
。
『
源
平
盛
衰
記
』
は
中
世
の
文
学
『
源
平
盛
衰

記
（
四
）
』
（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
四
）
。
『
源
平
闘
諄
録
』
は
『
内

閣
文
庫
蔵
源
平
闘
詳
録
』
（
和
泉
書
院
、
一
九
八

0
)
。
『
平
治
物
語
』

は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
保
元
物
語
平
治
物
語
承
久
記
』
（
岩

波
書
店
、
一
九
九
二
）
。
な
お
、
『
奥
州
後
―
―
一
年
記
』
は
貞
和
三
年
の

序
文
を
持
つ
が
、
野
中
哲
照
氏
（
「
『
奥
州
後
三
年
記
』
の
成
立
年
代
」

鹿
児
島
短
期
大
学
研
究
紀
要
56
、
一
九
九
五
）
は
こ
の
物
語
本
文
の

成
立
を
一
―
―

1
0年
代
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
今
の
と
こ
ろ
有
力
な

反
論
は
出
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
は
野
中
氏
の
説
に
従
っ

た
。
ま
た
、
『
平
家
物
語
』
長
門
本
で
は
対
面
場
面
自
体
は
描
か
れ

る
も
の
の
、
源
氏
先
祖
へ
の
言
説
は
な
い
。
『
平
家
物
語
』
語
り
本

系
諸
本
や
『
平
治
物
語
』
金
刀
比
羅
本
に
は
頼
朝
と
義
経
の
対
面
場

面
自
体
が
描
か
れ
て
い
な
い
。

(13)
例
え
ば
美
濃
部
重
克
・
松
尾
葦
江
校
注
の
前
掲
『
源
平
盛
衰
記
（
四
）
』

p.155
で
は
「
左
兵
衛
尉
義
綱
」
を
頭
注
で
「
左
兵
衛
尉
義
光
の
誤
り
」

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

(14)
注

(
7
)
徳
竹
論
文
。

(15)
「
三
代
」
「
四
代
」
は
為
義
が
祖
父
義
家
の
養
子
と
な
り
嫡
流
を
継
い

だ
こ
と
を
前
提
と
し
た
数
字
。

(16)
な
お
、
今
回
は
扱
わ
な
か
っ
た
が
、
清
和
源
氏
の
祖
で
あ
る
天
皇
の

謡
号
「
清
和
」
の
用
例
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。
「
清
和
」
の
用

例
は
全
九
例
で
あ
る
が
、
そ
の
全
て
が
、
義
経
は
清
和
天
皇
の
子
孫

で
あ
る
と
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
。
前
半
に
は
一
例
し
か
見
ら
れ
ず
、

義
経
が
自
ら
を
称
す
る
例
も
や
は
り
一
例
し
か
な
い
。
主
に
義
経
が

追
わ
れ
る
身
と
な
る
『
義
経
記
』
後
半
に
お
い
て
、
義
経
の
周
辺
人

物
が
、
義
経
の
高
貴
な
出
自
を
強
調
す
る
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る

と
言
え
る
。

(17)
基
本
的
に
、
と
い
う
の
は
、
弁
慶
と
の
対
決
に
義
経
の
名
乗
り
が
現

れ
な
い
な
ど
、
必
ず
し
も
先
祖
に
言
及
さ
れ
な
い
箇
所
も
あ
る
た
め

で
あ
る
。
例
え
ば
室
町
末
の
書
写
に
な
る
「
武
蔵
坊
縁
起
」
（
新
日

本
古
典
文
学
大
系
『
室
町
物
語
集
下
』
に
徳
田
和
夫
氏
の
校
注
あ

り
）
で
は
双
方
が
先
祖
以
来
の
系
譜
を
高
ら
か
に
名
乗
る
場
面
が
あ

る
が
、
『
義
経
記
』
で
は
こ
の
場
面
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は
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い
え
、
『
義
経
記
』
前
半
を
見
渡
す
限
り
、
義
朝
の
子
で
あ
る
と
い

う
要
素
が
義
経
の
活
躍
の
一
っ
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ

と
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
野
中
直
恵
氏
（
「
『
義
経
記
』
の
文

芸
世
界
」
前
掲
『
軍
記
文
学
研
究
叢
書
』
）
も
編
集
者
の
構
想
を
追

究
す
る
立
場
か
ら
類
似
の
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。

(18)
な
お
、
頼
朝
義
経
の
関
係
に
つ
い
て
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
た
め
、

稿
を
改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

(19)
『
義
経
記
』
を
語
り
物
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
後
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ

る
時
に
は
前
の
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
る
た
め
不
自
然
と
は
感
じ
ら
れ
な

い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
少
し
別
の

視
点
か
ら
こ
の
記
述
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

(20)
柳
田
国
男
前
掲
論
文
等
。

(21)
注

(
2
)
に
挙
げ
た
村
上
学
氏
以
来
の
諸
議
論
参
照
。

(22)
注

(
5
)
参
照
。
ま
た
、
三
澤
祐
子
氏
前
掲
論
文
は
本
場
面
引
用
部

末
尾
の
地
の
文
に
現
れ
る
義
経
へ
の
評
語
「
哀
れ
な
れ
」
に
、
本
稿

と
同
じ
く
享
受
者
の
既
得
知
識
と
の
響
き
合
い
を
読
み
取
る
。

(23)
羽
原
彩
氏
前
掲
論
文
は
『
平
家
物
語
』
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』

諸
本
に
お
け
る
源
氏
先
祖
へ
の
言
説
を
分
析
し
、
後
出
本
で
は
源
氏

系
譜
に
お
け
る
先
祖
と
し
て
主
に
義
家
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

こ
と
を
証
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
た
厳
密
な

時
期
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
『
義
経
記
』
の
享
受
者
に
と
っ
て
も
「
義

家
」
は
源
氏
の
系
譜
的
正
当
性
を
象
徴
す
る
意
味
を
帯
び
て
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(24)
前
掲
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
義
経
記
』
の
頭
注
で
は
、
「
厨
川

の
辺
で
王
城
を
伏
し
拝
む
と
い
う
く
だ
り
は
、
『
陸
奥
話
記
』
に
見

え
る
義
家
の
父
頼
義
の
逸
話
を
誤
り
伝
え
た
も
の
ら
し
」
い
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
例
え
ば
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
で
は
富
士
川

の
勝
利
の
後
頼
朝
が
「
玉
城
の
方
を
伏
し
拝
」
ん
で
八
幡
神
の
加
護

を
語
る
場
面
が
あ
り
、
さ
ほ
ど
希
少
な
描
写
で
は
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

(25)
『
十
輪
院
内
府
記
』
文
明
十
三
年
(
-
四
八
一
）
三
月
二
十
五
日
条

に
は
記
者
中
院
通
秀
に
平
野
社
祠
官
で
あ
る
兼
倶
が
語
っ
た
言
葉
と

し
て
「
凡
源
氏
々
神
、
以
平
野
社
為
正
也
、
於
八
幡
宮
、
消
和
源
氏

義
家
以
来
事
也
云
々
、
」
と
の
記
事
が
あ
る
（
引
用
本
文
は
史
料
纂

集
に
依
る
）
。
中
院
流
は
村
上
源
氏
で
あ
り
、
兼
倶
が
「
平
野
社
」

の
重
要
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
清
和
源
氏
に
と
っ
て

は
「
八
幡
宮
」
が
「
義
家
以
来
」
氏
神
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
宮
地
直
一
氏
（
「
源
氏
と
八
幡
宮
」
中
野
幡
能
編
『
八

幡
信
仰
事
典
』
戎
光
祥
出
版
、
二

0
0
二
）
は
こ
れ
を
当
時
の
「
流

布
の
説
」
で
あ
っ
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。

(26)
徳
竹
氏
前
掲
論
文
、
中
村
和
子
氏
「
中
世
軍
記
物
語
と
八
幡
信
仰
」
（
志

村
有
弘
・
高
橋
貢
・
奥
山
芳
広
編
『
八
幡
神
社
の
研
究
』
叢
文
社
、

一
九
八
九
）
。

(27)
但
し
、
赤
木
文
庫
本
お
よ
び
十
一
一
行
木
活
字
本
で
は
平
家
公
達
の
台

詞
に
脱
文
が
あ
る
ら
し
く
、
文
意
が
不
明
瞭
゜

（
や
ぶ
も
と
か
つ
は
る
／
本
学
大
学
院
修
士
課
程
）
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判官吉野山に入り給ふ事

静吉野山に捨てらるる事

義経吉野山を落ち給ふ事

忠信吉野に止まる事 I義朝 I義経 I忠信に託した義経の刀

忠信吉野山の合戦の事 の伝来

吉野法師判官を追ひかけ奉る事

巻第六ごコ言~

忠信都へ忍び上る事

忠信最期の事 義朝 I佐藤忠信 I義経と頼朝の出自

忠信が首鎌倉へ下る事 義朝 地の文 勝長寿院の紹介

判官南都へ忍び御出である事

関東より勧修坊を召さるる事 義朝 I勧修坊 I勧修坊の出自

静鎌倉へ下る事 義朝 地の文 勝長寿院の紹介

判官北国落の事

大津次郎の事

愛発山の事

三の口の関通り給ふ事

平泉寺御見物の事

如意の渡にて義経を弁慶打ち奉る事 義家 地の文 直江津花園観音堂の本

直江の津にて笈探されし事 尊の由来

亀割山にて御産の事

判官平泉へ御着の事

秀衡死去の事 義朝 義経 義経庇護の系譜

秀衡が子共判官殿に謀反の事 義朝 基成 基成と義経の関係

鈴木三郎重家高館へ参る事

衣川合戦の事

判官御自害の事

兼房が最期の事 I義家 I兼房 I兼房と義経の関係

秀衡が子供御追討の事
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巻数 ・目録 先祖名 話者 文脈

巻第一 ーニーコに . ~ ~ ざ~ ~ ~ ｀ ~ ~ '~ ~ ”~ ~ ~ ~-• 冷~~ ~ ~ ~ ~ ~ < ~ ~ 、： I ll 

一

L..-
9 9 9 

義朝都落の事 義朝 地の文 義経の出自

常盤都落の事

牛若鞍馬入の事 I義朝
常盤・別当 義経鞍馬入りの契機

少進坊の事 為義 ・義朝 地の文 少進坊の出自

義朝 少進坊 義経の出自

＇ 牛若貴船詣の事

吉次が奥州物語の事 I義朝 吉次 ・秀衡 義経の出自

頼義 ・義家 吉次 源氏奥州征討の歴史

遮那王殿鞍馬出の事 1義朝 義経 義経の出自

薯第二

鏡の宿吉次が宿に強盗の入る事 I義朝
長者 ・義経 義経の出自

遮那王殿元服の事 義朝 地の文 熱田宮と源氏の関係

為義 ・義朝 義経 義経の出自

阿濃禅師に御対面の事 義朝 阿濃禅師 阿濃禅師の出自

義経陵が館焼き給ふ事 義朝 義経 義経の出自

伊勢三郎義経の臣下にはじめて成る事 義朝 義経 義経の出自

義朝 伊勢三郎 伊勢三郎の出自

義経はじめて秀衡に対面の事 1:: 泰衡 義経の出自

義経鬼一法眼が所へ御出の事 義経・鬼ー等 義経の出自

隧

熊野の別当乱行の事

弁慶生まるる事

弁慶山門を出る事

書写山炎上の事

弁慶洛中にて人の太刀を奪ひ取る事

弁慶義経に君臣の契約申す事

頼朝謀反の事 為義 ・義朝 加藤景員 頼朝の出自

頼朝謀反により義経奥州より出で給ふ事

し節~-..~... -~ ！ [Z況言譴iJ&璽I ; •~ -一: , ふ一『r:'ぷ
互璽l 義朝 ・義家 頼朝・義経 （本稿で分析）

義経平家の討手に上り給ふ事

腰越の申状の事 1義朝 1義経 1義経の出自

土佐坊義経の討手に上る事

義経都落の事

住吉大物二か所合戦の事
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