
「
武
州
鉢
形
城
」
か
ら
「
黒
い
雨
」
ヘ

井
伏
鱒
二
が
、
戦
後
の
代
表
作
、
あ
る
い
は
六
十
年
に
垂
ん
と
す
る
そ
の
文
栄
の
到
述
点
を

示
す
と
も
い
う
べ
き
傑
作
「
烈
い
附
」
を
完
成
さ
せ
た
の
は
、
昭
和
四
十
一
年
九
月
の
乙
と
で

あ
っ
た
。
井
伏
泌
六
十
八
歳
の
時
で
あ
る
。
そ
の
な
味
で
、
問
和
田
十
一
年
は
、
井
伏
に
と
っ

て
一
つ
の
主
大
な
エ
ポ
ッ
ク
を
一
例
す
る
年
で
あ
っ
た
と
一
一
一
u
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
昭
和
三

十
六
年
は
と
い
え
ば
、
「
思
い
雨
」
の
先
行
作
品
と
し
て
い
汗
目
さ
れ
て
い
る
「
武
州
鉢
形
城
」

を
発
表
し
た
年
で
あ
る
。
従
っ
て
、
昭
和
三
十
六
年
か
ら
四
十
一
年
に
か
け
て
の
井
伏
の
文
学

活
動
は
、
「
武
州
鉢
形
城
」
の
実
験
を
経
て
、
「
m
山
い
雨
」
を
完
成
さ
せ
た
も
の
と
し
て
概
括

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
表
題
の
所
以
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
の
わ
が
国
の
社
会
情
勢
は
ど

ωよ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
一
瞥
し

て
お
く
必
要
を
感
じ
る
。
昭
和
二
一
十
五
年
は
、

a

一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
戦
後
日
本
の
最
大
の
節

目
、
六
十
年
反
安
保
闘
争
の
高
拐
と
内
折
の
年
で
あ
る
。
こ
の
伴
、
日
本
は
、
敗
戦
に
次
ぐ
大

き
な
山
り
角
を
曲
っ
た
。
そ
の
後
は
、
い
わ
ゆ
る
同
皮
経
済
成
長
政
策
の
も
と
で
の
「
繁
栄
と

安
定
」
の
時
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
小
川
切
秀
雄
氏
の
一
五
う
よ
う
に
、
八
日
本
経
済
の
目

度
成
長
、
区
制
な
設
備
投
資
、
所
得
術
的
立
伝
、
消
山
H
M
M
公
等
々
と
い
う
経
済
的
繁
栄
の
気

分
、
お
よ
び
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
安
定
ム

l
ド
〉
(
『
文
芸
年
鉛
』
附
和
三
七
年
版
「
概
制
」
)

が
続
い
た
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
東
海
道
新
幹
線
が
開
通
し
(
三
九
・
一

O
〉
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
(
同
)
。
し
か
し
、
そ
の
「
繁
栄
と
安
定
」
の
時

代
も
、
四
十
二
年
に
な
る
と
駁
り
と
ひ
ず
み
が
見
え
始
め
、
四
十
三
・
四
年
に
は
、
日
大
・
京

大
の
悶
争
を
先
駆
け
と
す
る
大
学
問
争
の
火
が
全
国
に
燃
え
広
が
っ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
の
教

育
体
制
、
戦
後
民
主
主
義
、
独
占
資
本
主
義
な
ど
、
戦
後
の
日
本
の
文
化
の
総
体
の
問
い
泣
し

と
改
変
を
要
求
す
る
、
き
わ
め
て
ラ
ジ
カ
ル
で
巨
大
な
文
化
運
動
に
発
展
し
た
。
そ
し
て
、
闘

争
は
単
に
大
学
に
止
ま
ら
ず
、
広
汎
な
市
民
運
動
、
公
害
反
対
闘
争
、
労
働
巡
動
へ
と
広
が

り
、
国
民
各
胞
に
大
き
な
動
指
と
泌
乱
と
を
与
え
た
。
こ
れ
は
、
四
十
五
年
の
七
十
年
安
保
持

改
訂
反
対
闘
争
の
、
形
を
変
え
た
先
取
り
と
も
見
ら
れ
な
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
、

六
十
年
反
安
保
闘
争
の
高
拐
に
も
匹
敵
す
る
巨
大
な
文
化
巡
動
も
、
権
力
側
の
力
に
よ
る
押
え

田

辺

健

込
み
が
効
を
委
し
て
、
四
十
四
年
に
は
ほ
と
ん
ど
終
息
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
凡
て
く
る
と
、
昭
和
三
十
六
年
か
ら
四
十
一
年
に
か
け
て
の
六
年
間
は
、
戦
後

の
日
本
の
政
治
・
経
済
・
社
会
的
勢
の
最
も
安
定
し
て
い
た
時
代
、
ま
た
他
.
両
か
ら
一
口
早
え
ば
、

三
十
五
年
の
反
安
保
問
争
の
肖
拐
と
、
四
十
三
・
四
年
の
大
学
闘
争
の
企
凶
的
広
が
り
と
の
谷

間
、
学
生
・
市
民
運
動
の
挫
折
と
沈
滞
の
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
こ
の
時
期
、
井
伏
は
ど
の
よ
う
に
時
代
と
係
わ
っ
て
生
き
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
彼
の
年
訟
を
見
る
限
り
、
積
極
的
な
係
わ
り
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
時
計
的
な
此
均
一
一
同
は
全
く
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
数
都
の
年
譜
と
全
集
、
だ
け

し
か
見
て
い
な
い
の
で
厳
密
は
州
し
が
た
い
の
だ
が
、
彼
の
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
知
っ
て
い

る
我
々
に
は
、
こ
の
時
期
に
も
、
ま
た
こ
の
前
後
の
大
き
な
動
乱
の
時
別
に
も
、
井
伏
は
時
事

的
発
一
一
日
を
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
と
判
断
し
て
大
過
あ
る
ま
い
と
忠
わ
れ
る
。
今
は
、
事
の
是
非

を
一
品
う
の
で
は
な
く
、
井
伏
は
一
元
来
-
て
う
い
う
人
で
あ
り
、
こ
の
時
則
も
ま
た
、
井
伏
ら
し
く

生
き
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
よ
い
。
し
か
し
、
井
伏
が
時
事
的
発
一
日
を
し
て
い
な

い
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
を
時
勢
に
無
関
心
な
作
家
だ
と
判
断
す
る
の
は
ヰ
討
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ

う
。
私
に
は
、
彼
は
見
か
け
と
は
実
肢
に
、
き
わ
め
て
時
勢
に
関
心
の
深
い
作
家
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
ー
は
そ
れ
を
証
明
す
る
準
備
は
な
い
が
、
彼
の
小
説
や
随
筆
を
読
ん
で
み

る
と
、
そ
う
い
う
発
J
U
は
ほ
と
ん
ど
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
も
そ
れ
ら
し
い
気
配
が
あ

、
、
、
、
、

る
の
で
あ
る
。
岩
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
山
級
魚
は
そ
の
入
口
か
ら
外
の
現
実
を
き
わ
め
て
熱

、、
心
に
視
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
時
期
の
井
伏
は
、
一
見
時
勢
に
は
全
く

係
わ
り
の
な
い
よ
う
な
作
品
を
、
か
な
り
精
力
的
に
芯
き
続
け
、
「
回
一
…
い
雨
」
を
も
完
成
さ
せ

る
の
で
あ
る
。

で
は
、
次
に
、
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乙
の
六
年
間
に
お
け
る
井
伏
の
文
学
活
動
を
概
制
し
て
お
き
た
い
。

大
越
第
七
氏
作
成
の
「
井
伏

T

師
二
作
品
年
諮
」
(
法
政
大
学
出
版
局
刊
『
井
伏
鱒
ニ
の
文
学
』

所
載
)
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
十
六
年
か
ら
四
十
一
年
ま
で
の
六
年
間
に
発
表
さ
れ
た
井
伏
の

作
品
は
、
総
数
六
十
九
純
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、
乙
の
「
年
譜
」
や
米
国
清
一
氏
編
集
の
筑



障
害
房
版
『
井
伏
惜
ニ
全
集
』
の
分
類
推
一
す
に
従
え
ば
、
小
説
十
八
編
、
随
筆
等
三
十
六
編
、
全

集
未
収
録
作
品
が
十
五
縞
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
の
考
察
は
、
全
集
収
録
作
品
だ
け
を
そ
の
対

象
と
し
た
も
の
で
あ
る
乙
と
を
、
は
じ
め
に
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
従
っ
て
、
対
象
と

し
た
作
品
は
、
全
集
未
収
録
作
品
十
五
縞
を
除
い
た
五
十
四
編
で
あ
る
。

元
来
、
井
伏
の
作
品
で
は
、
小
説
と
随
笠
類
の
境
界
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
が
、
こ
の
時

期
の
作
品
の
う
ち
、
筑
摩
書
房
版
全
集
の
中
で
小
説
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
十
八
編
の
作
品

も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
随
筆
的
な
作
品
で
あ
る
。
井
伏
そ
の
人
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
し
き
人
物

が
、
八
私
V
と
し
て
登
場
し
て
、
そ
の
八
私
V
の
い
ろ
い
ろ
な
見
聞
を
書
き
述
ら
ね
た
も
の
が

大
半
を
占
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
戦
死
・
戦
病
死
」
が
小
説
と
し
て
分
類
さ
れ
、
「
南
方

ぼ
け
の
頃
」
が
随
筆
類
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
両
者
は
い
ず
れ
も
井
伏
の
徴
用
時

代
の
見
聞
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
舎
き
方
に
も
特
に
顕
若
な
違
い
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
両
者
を
分
け
る
基
準
は
何
か
、
井
伏
自
身
が
ど
う
区
別
し
て
書
い
た
の
か
を
今
は
詳

か
に
し
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
全
集
の
分
類
に
従
っ
て
お
く
。

全
集
に
お
い
て
、
小
説
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
十
八
相
で
あ
る
。
「
南
島
風

土
記
」
(
昭
お
・
1
)
「
野
犬
」
(
同
・

9
)

「
故
篠
原
陸
沼
中
尉
」
(
悶
幻
-
m
)
「
表
札
」

(
同
)
「
誕
生
日
」
(
昭
お
・
2
)
「
戦
死
・
戦
病
死
」
(
同
・
4
)
「
っ
か
ぬ
乙
と
を
」

(
同
・
5
)
「
片
割
草
紙
」
(
同
・
8
)
「
コ
タ
ツ
花
」
(
同

-
U
)

「
カ
ラ
ス
」
(
昭
mm
・

-
)
「
茅
ノ
島
所
見
」
(
同
・
5
)
「
笠
管
区
」
(
同
・
6
)
「
先
輩
」
(
同
・

9
)

「
柴
芽
谷

部
落
」
ハ
昭
刊
・
1
)
「
姪
の
結
婚
」
(
問
、
後
に
「
黒
い
雨
」
と
改
題
)
「
上
脇
進
の
口

述
」
(
同
・
7
)

こ
れ
ら
の
小
説
を
、
主
要
な
索
材
に
よ
っ
て
分
類
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な

る
。
(
一
作
品
に
二
つ
の
主
要
索
材
が
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
二
作
品
と
し
て

扱
う
と
い
う
要
領
で
数
え
た
の
で
、
延
べ
作
品
数
は
十
八
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。

一
戦
争
に
関
す
る
も
の
1
8

-
太
平
洋
戦
争
に
関
す
る
も
の
|
|
6

イ
徴
用
の
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
も
の
|
1
1

ロ
徴
用
の
こ
と
が
出
て
く
る
も
の
|
|
2

ハ
原
爆
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
も
の
o
l
-
-

ニ
原
爆
が
出
て
く
る
も
の
I
l
l
l

ホ
南
方
で
の
休
験
談
ー
ー
ー

太
平
洋
戦
争
以
外
の
戦
争
に
関
す
る
も
の
1
1
2

日
露
戦
争
に
関
す
る
も
の
1
1
1

2 
イ

ロ
戦
国
時
代
の
合
戦
を
描
い
た
も
の

l
i
-
-

ニ
釣
り
に
関
す
る
も
の
|
|
7

-
釣
り
の
話
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
も
の
|
|
2

2
釣
り
の
話
が
出
て
く
る
も
の
|
|
5

三
人
物
記
|
|
2

四
そ
の
他
|
|
選
挙
や
見
合
の
話
、
闘
牛
、
野
犬
、
カ
ラ
ス
、
雲
、
表
札
、
無
心
状
、
柿
の

木
を
府
民
草
に
し
た
話
な
ど
が
主
要
な
素
材
に
な
っ
て
い
る
作
品
が
各
一
一
嗣
ず
つ
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
戦
争
と
釣
り
の
話
が
他
を
圧
し
て
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
乙
の
時
期
の

井
伏
の
関
心
の
一
端
が
こ
こ
に
表
わ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
勿
論
そ
れ

以
外
の
こ
と
、
た
と
え
ば
時
勢
の
動
き
な
ど
に
関
心
が
向
い
て
い
な
か
っ
た
な
ど
と
は
言
え
な

い
が
、
少
く
と
も
作
品
に
表
わ
れ
て
い
る
限
り
の
主
要
な
関
心
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
、
釣
り
に
つ
い
て
は
、
井
伏
の
い
つ
も
採
り
上
げ
る
紫
材
で
は
あ

る
し
、
今
特
に
論
じ
る
怠
欲
を
持
た
な
い
の
で
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
こ
と
に
し
た
い
。
釣
り
は

井
伏
に
と
っ
て
の
心
身
の
健
康
法
ゃ
、
あ
る
い
は
老
荘
的
境
地
へ
の
参
入
を
目
指
し
た
も
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
今
は
触
れ
な
い
で
お
く
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
井
伏
の
戦
争
も
の
に
つ
い

て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
が
、
そ
の
前
に
随
筆
類
三
十
絹
に
つ
い
て
も
一
瞥
し
て

お
き
た
い
。
数
が
多
い
の
で
一
一
柿
一
一
編
の
題
名
は
挙
げ
な
い
で
、
小
説
の
場
合
と
同
様
の
方
法

で
分
類
し
て
み
た
。

一
建
築
・
美
術
工
芸
品
に
つ
い
て
l
l
m

l
向
器
の
話
|
1
8

2
建
築
・
庭
に
つ
い
て
|
|
5

3
寺
社
の
宝
物
に
つ
い
て
|
|
3

4
臼
・
ナ
メ
シ
草
・
経
木
真
田
に
つ
い
て

l
i各
1

二
校
の
記
|
l
u

三
人
物
印
象
記
l
!
日

四
釣
り
の
話
ー
1
4

五
日
記
(
こ
ま
ご
ま
し
た
日
常
の
話
)
|
|
3

六
徴
用
に
つ
い
て
|
|
2

七
歴
史
的
な
話
|
1
1
2

八
図
ザ
一
宮
的
な
こ
と
1
1
2

九
そ
の
他
(
易
・
物
忘
れ
・
直
木
賞
な
ど
)
|
|
各
1

こ
の
中
で
ま
ず
目
に
に
つ
く
の
は
、
建
築
・
美
術
工
者
品
な
ど
に
寄
せ
る
関
心
の
深
さ
で
あ
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る
。
乙
れ
ら
に
対
す
る
井
伏
の
関
心
は
、
人
組
父
ゆ
ず
り
V
と
本
人
も
一
一
一
一
回
っ
て
い
る
よ
う
に
、

ご
く
初
期
の
文
章
か
ら
も
鎖
わ
れ
る
。
最
近
作
「
海
扮
り
」
も
そ
れ
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
次
に

多
い
の
が
、
放
の
記
で
あ
る
。
井
伏
は
ま
た
技
好
き
の
作
家
で
も
あ
る
よ
う
で
、
小
説
に
も
、

「
さ
ざ
な
み
軍
記
」
「
集
金
旅
行
」
「
ジ
ョ
ン
万
次
郎
漂
流
記
」
「
深
民
宇
三
郎
」
な
ど
の
漂

流
や
旅
を
索
材
に
し
た
も
の
が
あ
り
、
紀
行
文
で
も
、
「
南
航
大
紙
記
」
「
七
つ
の
街
道
」

「
取
材
旅
行
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
時
期
の
旅
の
記
の
う
ち
の
六
編
は
、
の
ち
に
『
取
材
旅

行
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
井
伏
の
旅
は
、
取
材
の
た
め
で
あ
っ
た
り
、
骨
法
口
聞
を
捜
す

た
め
で
あ
っ
た
り
、
釣
り
の
た
め
で
あ
っ
た
り
と
い
う
ふ
う
に
、
目
的
は
様
々
だ
が
、
か
な
り
精

力
的
に
日
本
各
地
を
歩
き
回
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
に
は
、
徴
用
の
時
を

除
い
て
は
出
掛
け
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
川
別
後
の
片
田
舎
の
巾
地
主
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ

育
っ
た
井
伏
に
と
っ
て
、
旅
は
宿
命
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
だ

け
に
、
逆
に
故
里
の
田
舎
を
愛
惜
す
る
情
も
ま
た
強
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
多
い

の
が
、
人
物
印
象
記
で
あ
る
。
井
伏
の
人
物
印
象
記
の
代
表
作
と
し
て
は
、
「
風
貌
・
姿
勢
」

が
あ
る
が
、
乙
の
時
期
の
小
説
に
も
二
編
、
随
筆
類
の
中
に
は
十
一
一
縦
が
数
え
ら
れ
る
。
温
か

く
て
同
時
に
辛
採
な
目
で
、
対
象
人
物
の
本
質
を
見
現
止
描
き
出
し
て
い
る
。
井
伏
得
意
の

一
分
野
と
一
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
で
は
、
釣
り
の
話
が
四
編
、
徴
用
に
つ
い
て
が
二

編
あ
る
が
、
他
の
時
期
に
比
べ
て
特
に
多
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
小
説
・
随
筆
類
を
概
観
す
る
と
き
、
私
に
は
や
は
り
時
事
的

発
言
が
一
つ
も
な
い
こ
と
に
奇
異
の
念
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
他
の
時
期
の
年
譜
を
見
て
も

事
情
は
同
じ
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
他
の
作
家
は
ど
う
な
の
か
。
時
勢
に
全
く
関
心
の
な
い
作
家

な
ら
い
ぎ
知
ら
ず
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
井
伏
は
社
会
的
関
心
の
む
し
ろ
強
い
作
家
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
井
伏
は
な
ぜ
時
事
的
発
言
を
し
な
い
の
か
。
今
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
余
裕
を

持
た
な
い
が
、
一
つ
に
は
、
評
論
家
で
も
な
い
自
分
が
軽
々
に
時
勢
に
椅
さ
す
よ
う
な
こ
と
を

す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
節
度
を
守
っ
て
い
る
せ
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く

と
し
て
、
こ
の
昭
和
三
十
六
年
か
ら
四
十
一
年
に
か
け
て
の
時
期
に
お
け
る
井
伏
の
最
も
注
目

す
べ
き
仕
事
は
、
何
と
い
っ
て
も
「
黒
い
雨
」
の
完
成
で
あ
ろ
う
。
そ
乙
で
次
に
、
八
戦
争
も

の
V
の
集
大
成
と
し
て
「
黒
い
雨
」
が
完
成
す
る
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

先
の
分
類
に
従
え
ば
、
こ
の
時
期
の
井
伏
に
お
け
る
八
戦
争
も
の

V
に
は
次
の
作
品
が
数
え

ら
れ
る
。
小
説
で
は
、
「
南
島
風
土
記
」
「
武
州
鉢
形
城
」
「
故
篠
原
陸
軍
中
尉
」
「
誕
生

日
」
「
戦
死
・
戦
病
死
」
「
片
割
草
紙
」
「
姪
の
結
婚
」
(
以
下
「
黒
い
雨
」
と
記
す
)
の
七

編
、
随
筆
類
で
は
、
「
亡
友
中
村
地
平
」
(
昭
お
・

5
)

「
南
方
ぼ
け
の
頃
」
(
同
・

6
)
の

二
編
で
あ
る
。
こ
の
内
、
井
伏
自
身
の
徴
用
中
の
体
験
談
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
誕
生

日
」
「
戦
死
・
戦
病
死
」
「
片
割
草
紙
」
「
亡
友
中
村
地
平
」
「
南
方
ぼ
け
の
頃
」
の
五
編
で
あ

る
。
「
南
島
風
土
記
」
は
、
戦
時
中
ニ
ュ

l
ギ
ニ
ア
方
面
に
通
訳
と
し
て
従
軍
し
た
人
の
体
験

談
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
「
式
州
鉢
形
城
」
は
、
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
の
一
環
で

あ
る
鉢
形
城
落
城
記
で
あ
る
。
「
故
篠
原
陸
軍
中
尉
」
は
、
初
出
の
と
き
副
題
に
〈
「
寄
生

木
」
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
総
V
と
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
徳
沼
醗
花
の
作
品
「
寄
生
木
」
の
主

人
公
に
対
す
る
井
伏
流
の
批
評
文
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
原
爆
に
つ
い
て
香

か
れ
て
い
る
の
が
、
「
片
劉
草
紙
」
と
「
黒
い
雨
」
で
あ
る
。

「
黒
い
雨
」
の
先
行
作
品
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
カ
キ
ツ
バ
タ
」
(
昭
お
・

6
)
が
し
ば

し
ば
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
広
島
で
被
爆
し
、
福
山
に
逃
げ
帰
っ
た
娘
が
、
そ
こ
で
も
ま
た
焼
夷

弾
爆
撃
を
受
け
て
、
錯
乱
の
あ
ま
り
か
き
っ
ぱ
た
の
狂
い
咲
く
池
に
身
を
投
げ
て
死
ん
で
し
ま

う
と
い
う
話
で
あ
る
。
原
子
爆
弾
が
、
単
に
人
間
を
破
滅
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
百
キ
ロ
以
上

も
離
れ
た
所
に
あ
る
か
き
つ
ば
た
を
も
狂
い
咲
か
せ
る
の
か
と
い
う
恐
怖
感
を
与
え
て
、
無
気

味
な
好
短
編
と
な
っ
て
い
る
が
、
勿
論
こ
れ
は
原
爆
の
全
体
に
迫
ろ
う
と
し
た
も
の
で
は
な

い
。
そ
し
て
、
今
一
つ
原
爆
の
こ
と
を
採
り
上
げ
た
の
が
前
述
の
「
片
側
草
紙
」
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
人
書
か
う
と
思
っ
て
脅
さ
そ
び
れ
た
話
V
を
三
つ
並
べ
た
も
の
で
、
原
爆
の
乙
と
は
そ

の
最
後
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
「
黒
い
雨
」
の
原
資
料
を
提
供
し
た
術
後
小
白
田
町
の
重
松

さ
ん
の
原
爆
体
験
談
を
も
と
に
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
乙
乙
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
挿
話

は
、
後
に
「
尽
い
雨
」
の
一
部
分
と
し
て
再
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
芯
味
で
、
内
容
的

に
は
ま
さ
し
く
「
黒
い
雨
」
の
先
行
作
品
と
言
え
る
。

一
方
、
「
黒
い
雨
」
の
先
行
作
品
と
し
て
「
武
州
鉢
形
城
」
を
挙
げ
る
い
く
つ
か
の
説
が
あ

る
。
次
に
そ
の
代
表
的
な
三
氏
の
説
を
挙
げ
る
。

ま
ず
、
松
本
鶴
雄
氏
は
、
『
井
伏
鱒
ニ
論
』
(
冬
樹
社
昭
日
・

5
)
の
中
で
、
「
『
黒
い

雨
」
は
形
式
、
内
容
と
も
に
『
式
州
鉢
形
城
』
の
延
長
上
に
あ
る
作
品
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、

続
い
て
、

ま
ず
、
形
式
上
か
ら
見
る
と
『
武
州
鉢
形
城
』
で
は
前
立
に
述
べ
た
よ
う
に
、
作
者
が
対

象
の
写
実
を
観
察
し
、
そ
れ
を
一
応
も
っ
と
も
ら
し
く
、
資
料
に
腐
造
し
、
在
来
の
資
料

と
つ
き
ま
ぜ
て
使
用
し
て
い
る
が
、
『
黒
い
雨
』
の
方
法
も
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
だ
。
こ

ち
ら
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
緩
急
式
」
と
い
う
矢
須
子
の
日
記
と
重
松
の
「
被
爆
日
記
」
が

そ
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
。
(
七
章
『
黒
い
雨
』
論
・
序
一
七
九
頁
)

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
内
容
的
な
商
に
つ
い
て
は
、
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ま
た
、
そ
の
事
は
モ
テ
ィ

1
フ
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
乙
の
『
烈
い
雨
』
に
は
い
く

つ
か
の
モ
テ
ィ

l
フ
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
戦
争
が
持
っ
て
い
る
残
酷
さ
は
淡

々
と
し
た
語
り
口
で
あ
っ
て
も
作
者
が
終
始
一
貫
し
て
告
発
し
て
い
る
、
そ
の
点
で
も

『
武
州
鉢
形
城
』
と
ま
っ
た
く
同
じ
低
音
な
が
ら
も
、
そ
の
口
吻
に
お
い
て
も
同
質
と
い

え
る
。
(
同
前
一
八
二
頁
)

と
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
涌
国
佑
氏
は
、
井
伏
の
小
説
に
お
け
る
笠
間
格
成
が
、
そ
の
初
期
か
ら
の
か
な
り
顕
著

な
構
成
窓
識
だ
と
い
う
乙
と
を
指
摘
し
た
後
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
武
州
鉢
形
減
」
の
丞
肘
は
、
長
い
年
月
を
附
て
た
二
つ
の
時
代
を
結
ぶ
と
い
う
形
の

兎

M
だ
が
、
乙
れ
と
同
形
の
も
の
は
、
い
ま
あ
げ
た
炎
の
小
で
い
え
ば
ま
ず
「
二
つ
の

話
」
に
表
わ
れ
て
く
る
。
「
二
つ
の
話
」
は
第
二
次
大
成
末
期
政
聞
の
時
代
と
秀
吉
の
時

代
を
結
ぶ
も
の
だ
が
、
こ
の
結
び
方
な
ど
は
、
同
小
説
に
ふ
れ
た
河
上
徹
太
郎
の
解
説
な

ど
に
も
、
強
引
で
不
自
然
、
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
武
州
鉢
形
城
」
に
は
こ
の
強
引
さ
も

不
自
然
さ
も
な
い
。
こ
れ
は
す
で
に
述
ぺ
た
P

鉄
砲
玉
M

の
効
泉
が
絶
大
だ
か
ら
で
あ

り
、
こ
の
鉄
砲
玉
は
数
百
年
を
越
え
た
時
代
を
見
事
に
武
一
肘
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

続
く
の
が
「
黒
い
雨
」
だ
が
「
烈
い
雨
」
の
隔
て
ら
れ
た
数
年
の
時
代
は
、
グ
古
い
日

記
u

を
P

活
者
u

し
直
す
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
た
無
担
な
く
室
町
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
し
た
な
味
で
、
「
二
つ
の
訴
」
「
式
州
鉢
形
城
」
「
烈
い
雨
」
の
一
ニ
作
は
、
以
後
井
伏

火
学
の
主
胞
の
尖
験
的
手
法
を
凡
て
い
く
上
で
、
核
と
な
る
丞
妥
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
「
武
州
鉢
形
城
」
自
体
の
価
制

ω
一
半
も
ま
た
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
存
す
る
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
『
私
花
・
井
伏
治
二
』

U
「
武
州
鉢
形
城
」
の
創
作
過
程
二

四
八
百
明
治
当
山
昭
日
・

1
)

今
一
つ
は
、
大
越
第
七
氏
の
芯
H
ん
で
あ
る
。

『
さ
ざ
な
み
軍
記
』
以
米
の
記
斜
や
手
記
、
あ
る
い
は
日
記
形
式
を
川
い
た
舵
史
物
や
泥

流
記
物
、
加
え
て
『
集
金
旅
行
』
か
ら
『
駅
前
旅
館
』
『
珍
品
企
主
人
』
に
至
る
、
作
者

の
目
の
代
理
人
的
な
主
人
公
に
よ
る
作
品
世
界

ω椛
成
、
こ
れ
ら
井
伏
文
学
が
杭
み
前
一
ね

て
き
た
方
法
が
『
政
州
鉢
形
城
』
の
実
験
を
経
一
に
『
引
…
い
一
則
』
に
集
大
成
さ
れ
て
い
る
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
『
井
伏
師
二
の
文
学
』
所
収
円
刊
に
'
い
悶
』
論
l

|
原
爆
文
学
と

リ
ア
リ
ズ
ム

l
1」
三
一
八
頁
法
政
大
学
出
版
川
一
九
八

O
年
九
月
)

以
上
三
氏
の
見
解
は
、
「
mA
…
ぃ
一
悶
」
を
「
式
州
鉢
形
枕
」
の
延
長
上
に
あ
る
作
品
と
み
る
こ

と
で
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
二
つ
の
作
品
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
形
式
削
で
は
、

そ
の
主
肘
格
成
(
窃
削
)
、
鹿
市
犬
枝
々
の
文
献
の
お
り
ま
ぜ
(
松
本
・
湧
出
・
大
越
)
、
作
者

の
目
の
代
理
人
た
る
主
人
公
の
設
定
(
大
越
)
、
内
容
面
で
は
、
戦
争
の
残
酷
さ
の
告
発
と
い

う
モ
テ
ィ

l
フ
(
大
越
)
と
い
う
よ
う
に
、
多
少
の
出
入
り
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
決
し

て
相
退
け
合
う
も
の
で
は
な
い
。
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
両
者
が
同
系
列
の
作
品
で
あ
る
乙
と
を

三
氏
と
も
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
し
て
、
私
も
ま
た
こ
れ
ら
三
氏
の
見

解
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
武
州
鉢
形
城
」
は
間
違
い
な
く
「
烈
い
雨
」
の
先
行
作
品
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
さ
て
、
そ
の
上
で
、
私
は
こ
れ
ら
三
氏
の
見
解
に
さ
ら
に

一
つ
の
私
見
を
付
け
加
え
た
い
と
忠
う
。
そ
れ
は
、
「
故
篠
原
陸
軍
中
尉
」
の
位
置
に
つ
い
て

で
あ
る
。
こ
の
、
昭
和
三
十
六
年
か
ら
四
十
一
年
に
か
け
て
の
時
期
の
代
表
作
が
「
武
州
鉢
形

成
」
で
あ
り
「
烈
い
雨
」
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
昭
和
一
子
γ
七
年
に
告
か
れ
た
「
故

篠
原
陸
区
中
間
」
も
ま
た
こ
れ
ら
の
作
品
系
列
に
入
る
抵
妥
な
作
品
で
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、

前
記
三
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
作
品
を
論
じ
て
い
る
人
は
、
昨
日
見
の
鈎
図
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
前
記
三
氏
の
説
を
ふ
ま
え
て
、
私
な
り
に
こ
の
作
品
の
位
泣
つ
け
を
試
み
た

い
と
思
う
の
で
あ
る
。

四

「
故
篠
原
凶
区
中
間
」
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
の
『
新
制
』
に
一
括
封
殺
さ
れ
た
、
四
百

字
詰
以
杭
川
紙
に
し
て
百
五
十
枚
程
皮
の
作
品
で
あ
る
。
初
出
の
と
き
、
人
「
寄
生
木
」
の
ダ

イ
ジ
ュ
ス
ト
日
V
と
い
う
川
也
が
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
川
却
に
徳
山
民
花
の
作
品
「
寄

生
木
」

ω〈
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
訂

V
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
乙
の
作
品
の
主
人
公
、
あ

る
い
は
そ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
の
批
評
文
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
寄
生
木
」
は
、
陸

中
(
岩
手
県
)
官
古
の
人
、
小
笠
以
哲
一
点
h

(

作
山
中
で
は
篠
以
良
平
)
の
手
記
を
間
以
花
が
ま
と
め

た
長
制
小
説
で
あ
る
u

(

前
花
自
身
は
、
人
此
が
所
間
小
説
で
あ
る
か
は
も
と
よ
り
疑
問
で
あ

る。

V
と
述
べ
て
い
る
。
)
乃
木
大
将
の
忠
一
聞
に
よ
っ
て
、
一
介
の
山
出
し
少
年
か
ら
陸
軍
中
尉

に
ま
で
出
世
し
た
、
明
治
の
一
平
人
の
半
生
記
、
い
や
、
そ
の
短
か
す
ぎ
る
生
涯
の
記
録
で
あ

る
。
井
伏
も
三
う
よ
う
に
〈
ず
い
ぶ
ん
ひ
た
む
き
に
占
い
た
人
生
記
録
V
で
あ
る
。
井
伏
に
よ

れ
ば
、
こ
の
作
品
は
当
時
の
若
い
汁
削
岩
に
大
い
に
人
気
が
あ
り
、
〈
「
寄
生
木
」
を
読
ま
な
い

女
学
生
は
、
女
学
生
の
恥
だ
と
『
じ
れ
て
ゐ
た
く
ら
ゐ
で
あ
る
。

V
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

作
品
を
、
こ
の
時
期
の
井
伏
が
な
ぜ
採
り
上
げ
た
の
か
。
そ
の
辺
り
か
ら
ま
ず
考
え
て
み
た
い
。

井
伏
が
「
山
川
生
水
」
本
一
採
り
上
げ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
故
篠
原
陸
軍

中
尉
」
に
出
て
く
る
、
小
笠
以
誹
平
の
友
人
、
中
野
大
和
町
の
大
場
弥
平
氏
と
の
出
会
い
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
人
物
が
尖
在
の
人
か
ど
う
か
は
未
詳
だ
が
、
ど
う
も
尖
在
の
人
ら
し
く
思

わ
れ
る
。
そ
の
名
前
や
状
況
は
と
も
か
く
、
乙
の
菩
平
の
友
人
と
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
、
乙
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の
作
品
は
成
立
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
井
伏
が
そ
の
友
人
に

普
平
の
註
簡
を
見
せ
ら
れ
、
彼
の
人
と
な
り
を
削
さ
、
五
十
年
ぶ
り
に
「
寄
生
木
」
を
再
読
し

た
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
と
忠
わ
れ
る
。
再
読
し
て
み
て
、
井
伏
が
感
じ
た
の
は
、
八
二

十
八
歳
で
自
決
し
た
主
人
公
の
陸
一
卒
中
間
篠
以
良
平
ゆ
生
涯
は
、
偶
然
で
は
あ
っ
た
に
し
て
も

日
本
の
-
詣
は
ゆ
る
軍
部

ω宿
巡
を
暗
示
し
て
ゐ
る
り
で
は
な
か
っ
た
か
。

V
と
い
う
思
い
で
あ

っ
た
。
乙
れ
は
注
目
す
べ
き
発
一
石
で
あ
る
。
明
治

ω
一
以
人
の
生
涯
が
、
日
本
の
軍
部
の
宿
起

を
陪
示
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
尖
に
興
味
深
い
。
こ
こ
に
、
こ
の
作
品
の
モ
テ
ィ

l
フ
が
あ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
コ
池
山
持
隊
長
」
(
附
お
)
に
お
い
て
、
軍
国
主
義
の
思
劣
と
戦
争
の
悲

惨
を
見
事
に
拙
き
上
げ
た
井
伏
は
、
こ
の
「
故
篠
以
陛
説
中
尉
」
で
、
篠
原
良
平
中
尉
の
生
涯

を
再
検
討
す
る
こ
と
を
一
泊
し
て
、
再
び
日
本

ω恥
部
を
告
発
し
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
讃
美
す
る

風
潮
を
い
ま
し
め
よ
う
と
し
た
の
だ
と
忠
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
井
伏
が
、
日
本
の
軍
部
の
宿
速

を
陥
示
し
て
い
る
と
い
う

ωは
、
篠
原
良
平
こ
と
小
笠
原
普
半
の
生
涯

ωど
ん
な
点
を
抱
し
て

い
る
の
か
、
を
ま
ず
考
え
て
み
た
い
。
井
伏
自
身
は
、
こ
の
点
を
明
一
一
一
目
し
て
い
な
い
の
で
、
総

か
な
こ
と
は
不
明
だ
が
、
私
な
り
に
推
祭
し
て
み
た
い
と
思
う
。

篠
原
良
平
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
「
故
篠
原
陸
一
半
中
尉
」
で
は
、
主
と
し
て
そ

の
友
人
大
場
弥
平
氏
の
証
一
一
一
一
口
に
依
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
井
伏
そ
の
人
ら
し
い
語
り
手
の
〈
私
V

と
、
こ
れ
も
井
伏
の
分
身
ら
し
い
某
雑
誌
記
者
の
判
断
を
付
け
加
え
て
れ
わ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
大
坂
氏
の
証
言
か
ら
、
良
平
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
の
が
立
を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。一

|
|
短
気
・
激
情
家
・
い
っ
こ
く
・
一
本
気
・
変
物
・
風
変
り
・
身
勝
子
・
感
激
屋
・
一

種
の
酔
っ
ぱ
ら
い
・
自
尊
心
が
強
い

一
一
|
|
病
身
・
隠
病
・
細
心
・
神
経
質
・
女
性
的
・
気
が
よ
わ
い
・
述
動
神
経
水
発
送

一一一

|
1誠
実
・
正
直
一
途
・
責
任
感
が
強
い
・
義
理
堅
い
・
心
の
き
れ
い
な
見
・
下
司
な
と

こ
ろ
が
な
い
・
人
に
憎
ま
れ
な
い
・
袋
放
・
か
ら
り
と
し
た
而
白
い
見
・
上
口
問
・
雅

章
が
あ
る

そ
し
て
、
井
伏
の
判
断
と
忠
わ
れ
る
も
の
は
、
人
短
気
・
一
本
気
で
間
性
・
破
滅
型
・
顕
迷
・

お
天
気
屋
・
臆
病
V
な
ど

ω評
三
口
に
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
人
の
評
一
一
一
口
に
表
わ
れ
た
良

平
の
性
格
は
、
随
分
と
複
雑
で
、
中
野
好
夫
氏
の
言
う
よ
う
に
(
『
麓
花
徳
富
健
次
郎
』
)
、

長
所
も
短
所
も
極
端
な
形
で
併
わ
せ
持
っ
た
八
ま
こ
と
に
不
思
議
な
人
物
V
な
の
で
あ
る
。
両

者
の
見
方
を
比
べ
る
と
、
大
場
氏
は
や
は
り
友
人
ら
し
く
、
良
平
の
短
気
で
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ

ク
な
点
は
認
め
な
が
ら
も
、
終
始
良
平
ぞ
褒
め
た
り
弁
護
し
た
り
し
て
い
る
の
が
自
に
つ
く
の

に
対
し
て
、
井
伏
の
評
一
一
一
一
口
は
一
貫
し
て
辛
錬
で
あ
る
。
そ
れ
も
当
然
で
、
こ
の
良
平
の
よ
う
な

性
格
は
、
井
伏
の
H

以
も
鎌
巡
す
る
と
こ
ろ

ωも
の
な
の
で
あ
る
。
良
平
の
風
貌
は
、
軍
国
主
義

の
亡
者
た
る
遥
祥
隊
長
岡
崎
悠
一
中
尉
ゃ
、
井
伏
が
徴
用
で
南
方
へ
述
ば
れ
て
行
く
時
の
輸
送

指
押
官
で
、
「
ぐ
づ
ぐ
づ
一
一
一
一
回
ふ
者
は
ぶ
っ
た
祈
る
ぞ
」
と
怒
鳴
っ
た
将
校
、
7

レ
l
で
井
伏
を
直
接

怒
鳴
り
つ
け
た
山
下
奉
文
将
軍
、
あ
る
い
は
「
烈
い
雨
」
の
中
で
、
長
靴
の
中
に
握
飯
を
入
れ

ら
れ
る
成
張
り
く
さ
っ
た
陸
軍
中
尉
等
々
に
ど
こ
か
似
通
っ
て
い
る
。
権
力
の
威
光
を
笠
に
着

て
戚
振
り
返
る
八
長
靴
見
V
へ
の
妹
巡
と
反
発
は
井
伏
に
お
い
て
徹
底
し
て
い
る
。
こ
の
良
平

中
尉
も
日
露
戦
争
従
軍
中
、
一
一
一
度
ば
ル
り
「
ぶ
っ
た
斬
る
そ
」
と
立
マ
一
口
し
て
、
一
度
な
ど
は
本

当
に
一
人
の
部
下
に
切
り
つ
け
て
も
い
る
。
多
く
の
美
点
を
持
ち
な
が
ら
、
か
っ
と
な
っ
た
ら

激
品
し
て
し
ま
っ
て
何
を
仕
出
か
す
か
分
ら
な
い
と
い
う
こ
の
陸
軍
中
尉
は
、
自
ら
の
最
期
を

も
そ
の
破
滅
型

ω性
格
に
よ
っ
て
自
ら
作
り
出
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
陸
軍
大
学

受
験
資
格
試
験
に
好
成
総
を
と
り
な
が
ら
、
先
輩
に
受
験
の
秘
会
を
与
え
る
た
め
に
一
年
間
待

つ
よ
う
に
言
わ
れ
て
我
伎
が
な
ら
ず
、
官
会

ω柱
を
刀
で
切
っ
た
り
し
た
本
句
、
突
然
半
隊
を

や
め
て
外
国
語
学
校
に
入
学
し
て
し
ま
う
。
身
内
の
者
や
大
慰
め
る
大
木
(
乃
木
)
将
平
に
も

相
談
一
つ
せ
ず
に
で
あ
る
。
こ
の
後
は
底
花

ω影
山
訟
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
旦
走
り
出

し
た
ら
こ
の
中
川
は
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
陸
山
早
大
学
合
格
を
機
に

結
婚
す
る
と
い
う
約
京
を
し
て
い
た
許
婚
者
に
、
約
京
が
糸
た
せ
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
一
方

的
に
婚
約
破
楽
の
宣
言
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
病
気
が
丞
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
帰
郷

し
、
間
も
な
く
ピ
ス
ト
ル
自
殺
を
遂
げ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
、
自
ら
好
ん
で
墓
穴

を
掘
り
破
滅
し
て
い
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
段
別
で
あ
る
。

井
伏
が
、
人
日
木
の
軍
部
の
約
巡
を
暗
示
V
し
て
い
る
と
見
た
の
は
、
こ
う
い
う
篠
原
中
尉

の
生
き
様
死
に
様
で
は
な
か
っ
た
か
。
身
も
心
も
弱
か
っ
た
中
尉
が
、
一
時
の
怒
り
に
激
昂
し

て
、
前
後
の
見
続
な
く
破
滅
へ
と
突
っ
走
る
有
様
に
、
は
し
な
く
も
日
本
の
軍
部
の
宿
巡
の
写
し

絵
、
な
い
し
は
象
徴
を
見
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
単
に

係
以
小
附
ゃ
、
日
本
の
沼
部
の
み
な
ら
ず
、
八
か
く
す
れ
ば
か
く
な
る
も
の
と
知
り
な
が
ら
止

む
に
止
ま
れ
ぬ
大
和
魂
V
と
い
う
よ
う
な
放
に
共
感
す
る
こ
と
の
多
い
わ
が
日
本
民
族
の
心
性

に
も
辺
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
井
伏
の
危
院
は
そ
の
辺
り
に
ま
で
及
ん
で

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
く
と
も
こ
の
作
品
は
、
「
寄
生
木
」
の
原
子
記
を
省
い
た
小
笠
原

善
一
や
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
小
説
化
し
た
徳
富
匿
花
や
、
そ
れ
を
讃
美
し
て
読
ん
だ
若
者
逮
の

熱
に
う
か
さ
れ
た
頭
を
滋
許
か
は
冷
ま
す
効
山
市
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
軍
人
や
戦
争

を
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
讃
美
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
井
伏
の
決
芯
が
窺
え
る
よ
う
な

作
品
で
あ
る
o

ち
な
み
に
言
え
ば
、
こ
の
作
品
で
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
主
人
公

良
平
の
み
で
な
く
、
良
平
の
父
や
兄
、
篠
原
滋
兵
大
佐
や
麗
花
ま
で
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
大
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木
将
軍
で
さ
え
も
全
面
的
に
は
肯
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
良
平
が
日
露
戦
争
従
軍
中
、
日

本
軍
の
旅
順
総
攻
撃
を
二

O
三
一
局
地
か
ら
見
る
乙
と
が
で
き
、
八
何
と
云
ふ
壮
観

/
Vと
言
っ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
〈
そ
の
実
、
壮
観
だ
と
い
ふ
そ
の
眺
望
は
、
敵
味
方
の
無
数
の
人
聞
を

瞬
時
に
死
援
に
変
化
さ
せ
る
作
用
を
持
っ
て
ゐ
た
筈
だ
。
あ
と
は
見
渡
す
か
ぎ
り
の
死
叡
で
あ

る
。
い
は
ゆ
る
無
言

ω非
戦
論
で
は
な
か
っ
た
か
。

V
と
井
伏
は
批
判
的
に
書
い
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
、
「
故
篠
原
陸
軍
中
尉
」
が
、
内
容
面
に
お
い
て
明
ら
か
に

「
武
州
鉢
形
城
」
「
黒
い
雨
」
の
系
列
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
次
に
、
形
式
面
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
一
は
、
湧
田
氏
の
指
摘
す
る
重

層
構
成
が
こ
の
「
篠
原
陸
軍
中
尉
」
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
の
指
摘
す
る
、

「
二
つ
の
話
」
「
武
州
鉢
形
城
」
「
黒
い
雨
」
に
お
け
る
、
八
長
い
年
月
を
隔
て
た
二
つ
の
時

代
を
結
ぶ
と
い
う
形
の
電
一
層
V
は
、
乙
の
作
品
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
一

つ
の
時
代
は
、
一
日
一
口
う
ま
で
も
な
く
「
寄
生
木
」
の
時
代
、
主
人
公
篠
原
良
平
や
作
者
徳
沼
産
花

の
生
き
て
い
る
時
代
、
明
治
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
一
つ

の
時
代
は
、
井
伏
そ
の
人
と
岡
山
わ
れ
る
語
り
手
の
八
私
V
が
、
大
場
弥
平
氏
の
証
言
を
聞
い
て

い
る
時
代
、
戦
後
の
あ
る
時
期
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
そ
れ
以
上
は
確
定
で
き
な
い
時

代
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
時
代
は
、
人
私
V
が
「
寄
生
木
」
を
再
読
し
、
ま
た
大
場
氏
か
ら
篠

原
中
尉
の
人
と
な
り
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
尉
の
生
涯
を
再
検
討
す
る
と
い
う
形
で
無
担

な
く
喬
一
層
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
作
品
の
現
在
(
人
私
〉
の
い
る
時
代
)
は
、
「
黒

い
雨
」
の
場
合
の
よ
う
に
特
に
常
一
大
な
意
味
を
持
た
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
沢
一

M
格

成

が

「
黒
い
雨
」
ほ
ど
に
は
有
効
で
は
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
大
場
氏
の
証
言
も
、
「
寄
生

木
」
の
哀
付
け
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
初
完
で
あ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

次
に
、
松
本
・
湧
日
・
大
越
の
三
氏
が
指
摘
し
て
い
る
、
虚
実
様
々
の
文
献
の
お
り
ま
ぜ
と

い
う
手
法
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
乙
の
作
品
に
も
別
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
第

一
の
文
献
は
言
う
ま
で
な
く
「
寄
生
木
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
一
つ
の
文
献
と
し
て
、
人
「

篠
原
良
平
に
関
す
る
大
場
弥
平
氏
の
談
話
」
と
い
ふ
未
刊
行
の
速
記
録
V
な
る
も
の
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
乙
れ
は
、
〈
某
雑
誌
記
者
と
の
対
談
V
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
ど
う
も

架
空
の
文
献
の
よ
う
で
あ
る
。
第
一
、
人
未
刊
行
の
速
記
録
V
と
い
う
の
が
あ
や
し
い
。
ま

た
、
八
某
雑
誌
記
者
V
と
い
う
の
も
く
さ
い
。
こ
れ
で
は
、
そ
の
文
献
の
あ
り
か
を
突
き
止
め

よ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
お
そ
ら
く
井
伏
流
の
架
空
の
文
献
で
あ
っ
て
、
大
場
氏
に

会
っ
て
得
ら
れ
た
証
言
を
こ
う
い
う
形
に
仕
立
て
直
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
八
某
雑
誌

記
者
V
と
い
う
の
が
、
こ
の
作
品
の
語
り
手
で
あ
る
〈
私
V
、
つ
ま
り
は
井
伏
そ
の
人
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
事
実
、
こ
の
〈
記
者
V
の
発
言
に
は
、
ど
う
も
井
伏
の
発
言
く
を
い
所
が
い
く

っ
か
あ
る
の
で
あ
る
。

記
者
|
|
彼
の
ご
と
き
は
、
と
き
た
ま
東
北
人
に
見
る
破
滅
型
の
人
で
は
な
い
で
せ
う

か
。
(
全
集
七

O
頁〉

記
者
|
|
性
格
的
に
云
っ
て
、
良
平
の
お
天
気
屋
さ
ん
の
と
乙
ろ
は
曽
組
母
に
似
て
、
非

常
識
で
頑
迷
な
こ
ろ
は
父
親
に
似
て
ゐ
ま
す
ね
。
破
滅
型
の
と
こ
ろ
は
、
あ
る
穏
の
次
男

三
男
の
宿
命
な
ん
で
せ
う
か
。
(
同
七

O
頁
)

乙
う
い
う
発
一
一
昌
は
、
太
宰
治
を
念
頭
に
お
い
た
井
伏
そ
の
人
の
発
一
一
一
口
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

記
者
ー
ー
さ
う
云
へ
ば
、
農
村
出
身
の
者
が
都
会
に
遊
学
し
て
ゐ
る
と
、
誰
だ
っ
て
家
か

ら
の
仕
送
り
の
し
か
た
が
、
み
み
っ
ち
い
や
う
に
思
ふ
の
が
普
通
で
す
ね
。
乙
と
に
長
男

が
家
習
を
つ
い
で
、
次
男
三
男
の
場
合
に
は
で
す
ね
。
(
同
八
七
頁
)

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
井
伏
自
身
の
体
験
に
も
と
づ
く
実
感
が
そ
の
ま
ま
込
め
ら
れ
て
い
る
発
一
百
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
歳
の
時
に
父
を
失
い
、
東
京
遊
学
時
に
は
、
家
督
を
継
い
で
い
た
長
兄

に
、
つ
ら
い
思
い
を
し
て
無
心
状
そ
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
農
家
の
次
男
井
伏
の
若
い
頃

の
苦
い
思
い
が
匙
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
武
州
鉢
形
城
」
や
「
黒
い
雨
」
の
よ
う
に
は
数
多
く
の
、
虚
実
様
々
の
文
献
資
料
を
自
在

に
利
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
「
故
篠
原
陸
軍
中
尉
」
も
原
理
的
に
は
同
様
の
手

法
で
書
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
先
の
八
長
い
年
月
を
隔
て

た
二
つ
の
時
代
を
結
ぶ
と
い
う
形
の
重

M
V構
成
に
は
、
必
然
的
な
手
法
で
あ
る
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
大
越
氏
の
指
摘
す
る
八
作
者
の
目
の
代
理
人
的
な
主
人
公
に
よ
る
作
品
世
界
の
構

成
V
も
ま
た
同
様
に
こ
の
作
品
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
叙

述
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
武
州
鉢
形
城
」
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
「
故
篠
原
陸

軍
中
尉
」
に
お
け
る
語
り
手
の
〈
私
V
は
、
ほ
と
ん
ど
作
者
井
伏
鱒
ニ
そ
の
人
と
言
っ
て
も
い

い
よ
う
な
人
物
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
最
近
作
「
海
揚
り
」
や
「
兼
行
寺
の
池
」
の
場
合
も

同
様
で
あ
る
。
こ
の
八
私
V
は
、
井
伏
の
小
説
に
も
登
場
し
て
く
る
し
、
随
筆
の
中
に
も
自
在

に
出
入
り
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
現
実
の
井
伏
そ
の
人
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
に
、

井
伏
に
お
け
る
、
小
説
と
随
筆
と
の
区
別
の
無
さ
、
虚
構
と
現
実
と
の
地
続
き
性
の
秘
密
が
あ

る
の
で
あ
る
。
井
伏
に
と
っ
て
は
、
現
実
と
虚
構
と
の
境
界
な
ど
は
ど
う
で
も
い
い
乙
と
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
要
は
、
作
品
が
グ
文
学
d

に
な
っ
て
お
れ
ば
い
い
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

以
上
の
考
祭
に
よ
っ
て
、
「
故
篠
原
陸
軍
中
尉
」
が
、
内
容
的
側
面
に
お
い
て
も
、
形
式
的

側
面
に
お
い
て
も
、
「
武
州
鉢
形
城
」
や
「
黒
い
雨
」
と
同
系
別
の
作
品
で
あ
る
乙
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
の
作
品
が
、
構
想
の
面
で
今
一
つ
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
に
乏
し
い
憾
み
が
あ
っ
た
り
し
て
、
井
伏
文
学
を
代
表
す
る
傑
作
と
は
言
え
な
い
け
れ

ど
も
、
代
表
作
「
黒
い
雨
」
の
完
成
に
至
る
重
要
な
一
階
悌
と
し
て
見
逃
せ
な
い
一
作
で
あ
る

乙
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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