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私たちが想像する合戦の様相と実際とでは、かなり興なっていたのでは

ないだろうか。『平家物語』をさまざまな角度から検証する。

水軍とはなにか
特別論考

着
け
て
濠
、
げ
る
む
か

九州大学

鎧
を
着
け
た
ま
ま
、
泳
、
げ
る
の
だ
ろ
う
か
。

古
式
泳
法
に
つ
い
て
ネ
ッ
ト
サ
ー
フ
ィ
ン
し
て

え

だ

さ

っ

き

い
た
ら
、
江
田
五
月
氏
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
到

達
し
た
。
江
田
氏
は
神
長
涜
九
段
、
日
本
水
泳

連
盟
の
範
士
と
い
う
。

E
メ
1
1
M
で
質
問
し
た

ら
、
選
挙
直
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
ご
返
事
を
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
心
底
、
恐
縮
し
た
。
主

要
な
と
こ
ろ
を
引
用
さ
せ
て
も
ら
う
。

「
鎧
を
着
て
泳
ぐ
古
式
泳
法
は
あ
り
ま
す
。
私

の
神
伝
流
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
他
の
流
派
の

泳
ぎ
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
日
本
水
泳
連

盟
に
、
古
式
泳
法
部
会
（
日
本
詠
法
委
員
会
）
が
あ

る
の
で
、
聞
か
れ
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。
私
の

と
こ
ろ
で
も
、
手
、
足
、
そ
し
て
手
足
を
括
っ

て
泳
ぐ
泳
法
は
あ
り
ま
す
。
議
虜
に
な
っ
て
、

堀
に
飛
び
込
ん
で
逃
、
げ
る
と
き
の
も
の
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
」

さ
っ
そ
く
同
会
委
員
長
の
山
口
和
夫
氏
に
照

か
っ
ち
ゅ
う

会
し
て
み
た
。
現
在
継
草
さ
れ
て
い
る
甲
間
瀞

と

う

す

い

す

い

ふ

は
、
小
堀
流
踏
水
術
と
水
府
流
で
前
者
は
立
ち

泳
、
ぎ
、
後
者
は
横
泳
、
ぎ
（
あ
お
り
足
〉
で
あ
る
。
背

の
立
た
な
い
水
深
で
泳
ぐ
の
で
は
な
く
、
甲
府
円

（
約
一
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
着
用
し
て
も
泳
ぐ
こ

と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
締
蔀
で
披
露
し
た

も
の
で
あ
る
。
小
堀
流
泣
熊
本
市
本
山
・
古
関

服部英雄

忠
夫
師
範
が
継
承
し
て
い
る
と
い
う

G

『
日
本
水
泳
史
資
料
集
成
』
（
日
本
水
上
競
技
聯

盟
、
昭
和
十
二
年
）
を
み
る
と
、
「
小
堀
流
遊
泳
術

之
伝
」
に
寸
甲
胃
瀞
稽
古
之
事
」
「
苧
胃
着
用
船

岸
ヨ
リ
落
候
時
心
得
の
事
」
「
甲
胃
記
て
浮
沓
無

し
に
海
川
を
渡
る
時
の
事
」
が
記
述
さ
れ
て
い

る
。
「
甲
胃
瀞
稽
古
之
事
」
で
泣
た
し
か
に
「
初

心
の
時
水
深
の
所
に
で
試
る
べ
か
ら
ず
、
危
し
、

み
の
た
け
苧
ら
い

身
丈
ヶ
伎
の
所
に
て
士
た
る
者
、
移
行
致
し
掻

く
べ
き
こ
と
也
、
議
き
も
の
放
に
、
湾
奇
無
し

に
は
自
由
に
な
り
か
た
し
、
浮
査
の
用
意
兼
て

致
し
お
く
べ
き
こ
と
也
」
と
あ
る
。

鎧
を
着
た
ま
ま
海
、
あ
る
い
は
出
を
渡
る
場

う

守

つ

合
、
浮
き
沓
・
浮
き
沓
板
を
援
用
し
た
。
ラ
イ

フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
で
あ
る
。
特
別
な
用
意
が
必
要

か
ち

だ
っ
た
。
ふ
つ
う
に
徒
渡
っ
た
の
で
辻
、
危
険

な
要
素
が
多
す
ぎ
た
。
鎧
と
水
は
詔
反
す
る
も

の
で
、
身
を
守
る
べ
き
道
具
が
、
合
を
危
険
に

さ
ら
す
も
の
に
な
っ
た
。
泳
法
書
記
書
か
れ
た

も
の
は
、
万
一
鎧
の
ま
ま
水
中
で
転
機
、
あ
る

い
は
落
下
し
て
も
パ
ニ
ッ
ク
に
路
ら
ず
、
安
全

に
浅
瀬
ま
で
移
動
す
る
た
め
の
泳
法
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
水
練
と
し
て
は
よ
ほ
ど
に
特

殊
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ル
ー
ツ
は
実
用
兵
法
（
戦

争
技
術
）
に
あ
っ
た
が
、
神
伝
流
で
も
小
堀
流
で

も
特
異
な
泳
法
を
伝
え
て
宣
長
村
料
に
し
た
。

筆
者
も
青
年
時
代
に
は
沢
登
り
を
蓮
味
に
し
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甲胃をつけて泳ぐ

小堀流の御前瀞

小堀流踏水会提供。

て
い
た
か
ら
、
服
を
着
た
ま
ま
泳
い
だ
経
験
は

あ
る
。
短
い
時
間
で
泳
ぎ
き
れ
ば
意
識
し
な
い

が
、
対
岸
に
取
り
つ
げ
ず
、
測
で
く
り
返
し
泳

い
だ
り
す
る
と
、
着
衣
水
泳
の
危
険
性
は
す
ぐ

に
わ
か
っ
た
。
な
ぜ
か
急
に
足
が
重
く
な
る
。

長
く
泳
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
わ
ず
か
で

も
鉄
の
か
た
ま
り
を
身
に
つ
け
て
い
た
ら
、
泳

ぐ
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
鎧
を
ま
と
っ
た
武
士

が
海
中
に
入
っ
た
り
、
河
川
で
転
倒
す
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
死
を
意
味
し
た
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。

一
家
物
語
』
の
虚
実

鎧
を
着
し
て
水
に
入
る
こ
と
の
危
険
性
を
認

識
し
た
う
え
で
、
以
下
に
実
際
の
合
戦
を
考
え

た
い
。
軍
記
物
の
多
く
は
語
り
物
だ
っ
た
。
聴

衆
の
反
応
を
見
て
次
第
に
語
り
が
変
わ
る
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
軍
記
・
絵
画
か
ら

わ
れ
わ
れ
が
想
像
す
る
戦
い
と
、
実
際
は
ず
い

ぶ
ん
ち
が
っ
て
い
た
。

平
等
院
前
・
先
陣
争
い
『
平
家
物
語
』
に
よ

れ
ば
、
宇
治
川
の
先
陣
争
い
は
平
等
院
前
の
急

流
を
乗
馬
に
よ
っ
て
徒
渉
し
た
と
い
う
が
、
ず

い
ぶ
ん
危
険
で
あ
っ
た
。
「
寿
永
三
年
正
月
二
十

日
余
」
と
あ
る
。
二
十
日
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦

（
現
行
西
暦
）
一
一
八
四
年
三
月
十
二
日
に
該
当

す
る
。
『
平
家
物
語
』
は
比
良
・
志
賀
の
雪
ど
け

水
で
増
水
し
て
い
た
と
す
る
。
馬
に
乗
る
侍
に

は
必
ず
二
人
の
従
者
が
つ
く
。
馬
に
頼
る
こ
と

か
ち

の
で
き
る
騎
馬
武
者
な
ら
ま
だ
し
も
、
従
の
鎧

武
者
が
逆
巻
く
川
面
を
安
全
に
渡
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
場
面
か
ら
い
っ
て
も
、

一
騎
・
二
騎
だ
け
が
単
独
で
渡
っ
て
大
音
声
を

あ
げ
た
り
し
た
ら
、
待
ち
か
ま
え
る
敵
の
集
中

攻
撃
を
受
け
る
。
平
等
院
の
岸
辺
で
宇
治
の
急

流
を
見
た
と
き
か
ら
、
何
か
が
違
う
は
ず
、
と

田
ひ
っ
て
い
る
。

も
う
少
し
下
流
に
行
け
ば
、
お
だ
や
か
な
流

れ
に
な
っ
て
、
浅
瀬
も
あ
る
。
天
ヶ
瀬
ダ
ム
が

で
き
る
前
に
は
宇
治
橋
近
辺
に
徒
歩
で
渡
る
こ

と
の
で
き
る
場
所
が
一
カ
所
あ
っ
た
と
い
う
。

徒
渉
地
点
は
周
知
さ
れ
て
お
り
、
裏
を
掻
く
こ

と
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
宇
治
と

い
え
ば
平
等
院
だ
か
ら
、
聴
衆
の
ウ
ケ
を
ね
ら

う
『
平
家
物
語
』
の
語
り
手
が
適
宜
結
び
つ
け

て
い
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
。

生
け
捕
り
の
平
宗
盛
・
清
宗
壇
ノ
浦
合
戦
に

敗
れ
た
平
宗
盛
・
清
宗
親
子
は
、
泳
ぎ
（
水
練
）
が

達
者
で
、
囚
わ
れ
の
身
と
な
り
、
生
き
恥
を
か

い
た
と
い
う
。
鎧
を
脱
い
だ
の
だ
ろ
う
か
。
平

ふ
ん
ど
し

家
滅
亡
を
目
撃
し
た
内
大
臣
が
揮

一
つ
で
泳

い
で
逃
げ
た
わ
け
だ
が
、
な
じ
ま
な
い
も
の
が

あ
る
。
船
の
上
で
捕
獲
さ
れ
た
と
い
う
の
が
ふ

つ
う
で
あ
る
。

ひ
き
島
・
お
い
津

壇
ノ
浦
合
戦
前
夜
、
平
家
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ま
ん

は
「
ひ
く
島
（
彦
島
）
」
、
源
氏
は
「
お
い
津
L

（満

珠
島
）
に
布
陣
し
た
と
い
う
が
、
満
珠
島
は
無
人

島
で
、
周
囲
は
多
く
が
岩
壁
で
あ
る
。
物
資
の

補
給
は
不
可
能
で
る
る
。
「
引
く
」
、
「
追
う
」
か

ら
の
語
呂
合
わ
せ
で
、
霊
場
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

一
部
隊
が
臨
時
に
停
泊
・
駐
屯
し
た
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
本
隊
は
都
中
市
（
長
府
、
の
ち
の
串
崎
城
周

辺
）
に
拠
点
を
置
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

に
お
い
た
こ
と
は

確

か

と

し

て

も

、

思

ほ

ど

の

広

大

なひ
で

山
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
後
述
す
る
山
鹿
秀

と

お

お

ん

遠
が
い
た
か
ら
、
そ
の
地
盤
で
あ
る
筑
前
国
遠

賀
郡
・
洞
海
湾
に
本
営
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
小
さ
な
島
で
誌
襲
撃
の
危
険
も
あ
っ
た
。

波
間
に
浮
か
ぶ
平
家
と
い
う
印
象
を
強
調
し
た

か
ら
、
彦
島
が
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
さ
れ
た
け
れ
ど

も
、
事
実
は
少
し
異
な
ろ
う
。

数
の
誇
張
そ
の
1

・
弓
の
射
程
距
離
『
平
家

物
語
』
で
武
士
の
弓
の
強
さ
が
的
と
の
距
離
で

記
さ
れ
る
。
八
島
で
の
那
須
与
一
が
七
段
（
一
段

は
六
問
・
七
段
は
八
0
メ
ー
ト
ル
弱
）
の
距
離
で
的

L
A酔

3
レふ
U
拘
ゾ

中
、
塘
ノ
減
合
戦
で
、
和
田
義
盛
・
そ
の
矢
を

射
返
し
た
仁
井
競
清
・
そ
れ
を
射
殺
し
た
浅
利

与
一
が
一
一
一
町
・
一
ニ
町
余
り
・
四
町
と
あ
る
け
れ

ど
も
、
現
代
競
技
で
の
弓
の
遠
矢
（
遠
的
）
が
、
六

0
メ
ー
ト
ル
先
（
す
な
わ
ち
三
十
三
間
・
半
町
強
）

に
的
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
計
測
な
ど
不
可
能

な
海
上
だ
っ
た
こ
と
か
ち
す
る
と
、
数
字
は
に

わ
か
に
信
じ
が
た
い
。

数
の
誇
張
そ
の
2

・
八
接
接
壇
ノ
浦
合
戦
で
、

鎧
を
着
た
源
義
経
が
八
援
換
を
す
る
絵
を
よ
く

見
る
。
ほ
ん
と
う
に
鐘
・
莞
り
ま
ま
飛
べ
る
の

だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
コ
半
家
物
語
ら
そ
の
も
の

に
は
八
般
跳
と
は
な
く
、
一
一
丈
ば
か
り
「
の
い

た
L

（
離
れ
た
）
味
方
の
船
に
飛
び
移
っ
た
が
、
追

う
「
能
登
殿
」
（
能
登
守
教
経
）
に
は
そ
れ
が
で
き

な
か
っ
た
と
あ
る
。
二
丈
は
一
一

O
尺
だ
か
ら
六

メ
ー
ト
ル
。
走
り
幅
跳
び
の
日
本
男
子
記
録
は

森
永
選
手
の
八
メ
！
ト
ル
二
五
セ
ン
チ
と
い
う

か
ら
、
義
経
な
ら
不
可
龍
で
は
な
い
と
い
わ
れ

そ
う
だ
が
、
鎧
・
着
衣
の
有
無
、
水
中
落
下
の

恐
怖
感
、
助
走
・
着
地
の
違
い
を
勘
案
す
れ
ば
、

飛
べ
て
も
せ
い
ぜ
い
一
丈
か
。

こ
れ
ら
は
数
字
の
問
題
だ
か
ら
、
単
な
る
誇

張
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う

に
情
景
の
誇
張
、
時
間
な
ど
の
変
更
も
ま
た
し

ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。

能
登
守
教
経

q
一
平
家
物
一
諮
ら
の
虚
構
性
を
議

論
す
る
際
の
素
材
と
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
「
能

の
死
ん
だ
場
所
で
あ
る
。
か
れ
は

一
八
四
）

一
一
月
七
日
ま
た
十
五
日
条
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
、

一
ノ
谷
で
安
田
義
定
に
討
ち
取
ら
れ
て
い
る
。

『
玉
葉
』
で
も
二
月
十
九
日
条
に
「
被
渡
之
首

中
、
於
教
経
者
一
定
現
存
一
五
々
」

こ
の
現
存
を
教
経
の
生
存
と
解
釈
す
る
研
究

者
が
い
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
二
定
」

は
「
確
実
で
あ
る
さ
ま
L

「
確
か
に
L

と
あ
り
、

「
現
存
」
は
「
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
」
、
「
こ

の
世
に
生
き
て
い
る
こ
と
」
と
し
て
当
該
の
『
玉

葉
』
記
事
を
引
用
す
る
。
両
様
に
解
釈
で
き
る

こ
と
に
も
な
る
が
、
「
渡
さ
れ
た
首
の
中
」
む
「
現

存
」
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
教
絞
首
級
は
含

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

京
都
に
運
ば
れ
た
十
ほ
ど
の
平
弐
苦
級
の
中

に
、
教
経
の
首
も
確
認
さ
れ
た
。
教
経
の
こ
と

だ
け
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
た
の
辻
、
そ
の
生
死
が

話
題
に
な
っ
て
い
た
か
ら
に
廷
か
な
ら
な
い
。

も
し
一
ノ
谷
で
教
経
が
死
ん
で
い
た
の
な
ら
、

八
島
以
降
に
登
場
す
る
教
経
は
架
空
の
人
物
で
、

佐
藤
継
信
が
か
れ
に
射
殺
さ
れ
た
話
も
、
八
般

跳
の
原
語
も
、
創
件
げ
で
あ
っ
て
史
実
で
は
な
い
。

「
能
登
殿
最
後
L

な
る
巻
自
体
、
車
構
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
吋
醍
醐
雑
事
記
』
む
壇
ノ
諾
で
討

ち
死
に
し
た
人
物
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

中
に
「
白
山
中
間
」
と
し
て
教
議
、
知
惑
に
な
ら
び

「
能
登
守
教
経
い
が
み
え
る
。
句
一
平
家
物
語
恥
の

記
述
を
裏
付
け
、
『
吾
妻
鏡
』

J
A
葉
』
の
記
述

を
否
定
す
る
。

実
在
の
人
物
・
教
経
が
果
た
し
て
ど
こ
で
戦

死
し
た
の
か
は
後
世
の
わ
れ
わ
れ
に
泣
わ
か
ら

と
あ
る
。
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な
い
。
平
家
も
源
氏
も
教
経
の
生
死
に
関
し
て

情
報
戦
、
宣
伝
戦
を
行
っ
た
。
と
も
に
「
討
ち

取
っ
た
L

、
「
い
や
現
に
こ
こ
に
生
き
て
い
る
で

は
な
い
か
」
と
宣
伝
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ら
を
受
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
記
録
が
で
き
て
い
っ

た
。
む
ろ
ん
文
学
の
世
界
で
は
、
平
家
き
つ
て

の
剛
弓
の
主
は
、
最
後
ま
で
戦
っ
て
、
平
家
と

と
も
に
滅
び
な
け
れ
ば
、
文
学
と
し
て
完
成
し

な
か
っ
た
。

軍
記
物
に
は
作
り
話
も
混
じ
っ
て
い
る
し
、

史
実
を
伝
え
て
い
て
も
、
後
世
の
人
間
が
誤
認

し
て
し
ま
う
こ
と
も
、
ま
た
多
い
。
『
平
家
物
語
』

が
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
に
お
も
し
ろ
く
、
心
地
よ
い

響
き
を
持
つ
の
か
。
琵
琶
法
師
は
多
く
の
客
を

集
め
、
喜
捨
を
得
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い
。

随
所
に
聴
衆
を
引
き
付
け
る
た
め
の
脚
色
・
誇

張
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
誇
る
べ
き
日
本
古
典

文
学
の
名
作
ド
ラ
マ
が
誕
生
し
た
。
そ
の
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
い
っ
ぽ
う
で
は
共

感
を
得
る
だ
け
の
真
実
性
も
あ
っ
た
。
み
な
が

真
実
と
思
い
こ
む
だ
け
の
背
景

・
迫
力
が
あ

っ

た
。
歴
史
学
に
携
わ
る
も
の
は
そ
こ
か
ら
虚
と

実
を
読
み
分
け
、
史
実
を
読
み
と
っ
て
い
く
努

力
を
要
求
さ
れ
る
。

勝
浦
上
陸
そ
の

1

水
上
で
の
武
装
元
暦
二

年
（
二
八
五
、
文
治
元
年
に
な
る
）
、
摂
津
渡
辺

に
集
結
し
た
東
国
武
士
は

「船
軍
の
様
は
未
だ

調
練
せ
ず
」
と
し
て
評
定
を
行
っ
て
い
る
。
壇

ノ
浦
合
戦
直
前
、
平
家
方
の
上
総
悪
七
兵
衛
は
、

「坂
東
武
者
は
馬
の
上
に
て
こ
そ
、
口
は
き
く

と
も
、
船
戦
は
い
つ
調
練
し
候
ふ
べ
き
」
と
噺

笑
し
て
い
る
。
『
平
家
物
語
』
八
嶋
軍
に
能
登
殿

ゃ
う

は
、
「
舟
軍
は
様
あ
る
も
の
ぞ
（
そ
れ
な
り
の
や
り

ょ
う

方
が
あ
る
）
と
て
、
鎧
直
垂
を
ば
着
給
は
ず
。
唐

お
ど
し

巻
染
の
小
袖
に
唐
綾
械
の
鎧
着
て
l

｜
｜
」

と
い
っ
た
と
い
う
。
教
経
本
人
の
言
葉
だ
っ
た

の
か
ど
う
か
は
別
と
し
よ
う
。
少
な
く
と
も
聴

衆
は
こ
の
言
葉
に
共
鳴
で
き
た
。
真
実
を
含
む

言
葉
で
あ
っ
た
。
海
戦
で
は
陸
戦
と
は
異
な
る

武
装
を
し
た
こ
と
は
確
か
と
思
わ
れ
る
。
鎧
直

垂
に
は
四
つ
の
括
り
が
あ
る
か
ら
、
着
脱
に
不

便
だ
っ
た
も
の
か
。
陸
戦
用
の
大
鎧
は
馬
上
に

あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
余
裕
の
あ
る
侍
で

あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
水
上
用
に
替
え
た
だ
ろ
う
。

「
楽
音
寺
縁
起
」
を
み
る
と
、
陸
上
の
武
士
は

甲
胃
を
ま
と
っ
て
い
る
が
、
海
上
で
舟
を
操
る

人
間
は
樟
ひ
と
つ
、
ほ
と
ん
ど
裸
で
あ
る
。
水

軍
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
格
好
を
し
た
戦
闘
員

だ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

た
け
さ
き
す
え
な
が

「
蒙
古
襲
来
絵
詞
」
で
竹
崎
季
長
を
は
じ
め
と

す
る
鎮
西
武
士
は
み
な
大
鎧
を
着
て
、
敵
船
に

乗
り
込
ん
で
い
る
。
ま
た
漕
手
（
水
主
）
は
胴
丸

風
の
鎧
を
つ
け
る
も
の
と
、
ま
っ
た
く
着
装
し

な
い
も
の
と
両
方
が
い
る
。
水
主
も
攻
撃
さ
れ
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標
的
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

し
ま
ず
よ
し
ひ
ろ
も
う
り
た
か
ま
さ

朝
鮮
役
で
の
海
戦
に
島
津
義
弘
、
毛
利
高
政

な
ど
敵
と
の
合
戦
中
に
海
中
に
落
ち
た
武
将
が

多
い
が
、
い
ず
れ
も
助
か
っ
て
い
る
（
島
津
義
弘

露
梁
ノ
戦
功
『
征
韓
録
』
、
『
日
本
戦
史
』
所
収
ほ

か
）
。
小
堀
流
の
水
練
の
達
人
で
、
大
き
な
浮
き

背
を
つ
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者

は
や
は
り
、
そ
の
と
き
鐘
は
着
て
い
な
か
っ
た

か
ら
だ
と
考
え
る
。
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

勝
浦
上
陸
そ
の

2

干
満
時
間
寿
永
一
一
一
年

（
元
暦
元
年
）
八
島
に
向
か
っ
た
源
義
経
は
二
月

十
六
日
丑
の
刻
（
す
な
わ
ち
深
夜
一
時
か
ら
三
時

の
間
〉
に
淀
川
河
口
の
渡
辺
を
出
発
、
顕
風
に
乗

っ
て
明
く
る
卯
の
刻
（
朝
五
時
か
ら
七
時
に
か
け

て
）
、
阿
渡
勝
浦
に
到
着
し
た
。
こ
の
こ
と
は
『
平

家
物
部

r
以
外
に
£
口
安
鏡
』
に
も
記
述
が
あ

る
。
『
一
半
家
物
語
』
に
は
「
三
日
に
渡
る
処
を
た

だ
三
時
ば
か
り
に
渡
り
け
り
」
と
あ
る
。
海
路

一
二

0
キ
ロ
を
わ
ず
か
六
時
間
（
丑
、
賞
、
卯
の

さ
ん
ど
き

三
時
）
で
渡
っ
た
か
ら
、
時
速
二

0
キ
ロ
で
あ

る
。
旧
暦
二
月
十
六
吾
、
月
齢
は
一
五
、
大
阪

湾
の
満
潮
か
ら
干
潮
の
吉
野
川
河
口
に
い
た
る

ま
で
、
六
時
間
は
紀
伊
水
道
の
引
き
潮
に
乗
り

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ス
ト

i
リ
ー
で

あ
ろ
う
。
こ
の
年
の
二
月
十
六
日
は
グ
レ
ゴ
リ

ウ
ス
暦
（
現
行
西
暦
）
四
月
六
日
で
あ
る
。
こ
こ

で
問
題
な
の
は
、
春
の
大
潮
で
は
子
識
は
か
な

ろ
、
満
潮
が
朝
・

タ
の
七
時
ご
ろ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
丑
の
刻

の
出
発
で
泣
南
か
ら
満
ち
て
く
る
潮
に
向
か
う

こ
と
に
な
る
の
で
、
逆
で
あ
っ
て
、
進
む
こ
と

は
で
き
な
い
。
満
潮
で
淀
川
河
口
が
最
高
水
位

に
あ
っ
た
暫
か
夕
の
い
ず
れ
か
に
出
発
し
た
と

み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
け
っ
し
て
真
夜
中
で

は
あ
り
え
な
い

D

『
吾
妻
鏡
ら
同
年
三
月
八
百
条
で
は
、
「
源
廷
尉

・
午
後
の
一

率
百
五
十
語
、
凌
暴
風
、
自
渡
部
解
護
。
翌
日

卯
封
、
著
子
阿
波
園
、
期
遂
合
戦
」
と
あ
る
。

解
繍
時
刻
は
不
明
な
が
ら
、
や
は
り
卯
賠
到

着
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
理
解
に
苦
し

む
。
当
時
夜
間
の
航
行
は
で
き
る
限
り
避
け
た

の
で
は
な
い
か
。
夜
間
は
待
機
し
て
い
て
、
早

朝
卯
の
刻
に
合
戦
し
た
と
い
う
の
な
ら
ば
わ
か

る
。
日
に
ち
は
一
日
分
ず
れ
て
お
り
、
『
史
料
総

覧
μ
は
っ
翌
」
日
十
八
段
阿
波
到
務
と
す
る
の

し
か
し
『
玉
葉
』
元
暦
二
年
（
一
一
八
回
）
三
月
四

日
条
に
は
小
槻
隆
職
が
注
進
し
た
義
経
申
状
の

引
用
が
あ
り
、
「
去
月
十
六
日
解
練
、
十
七
日
阿

波
国
着
、
十
八
日
八
島
に
寄
す
」
と
明
記
さ
れ

て
い
る
。
弓
一
半
家
物
語
』
も
『
吾
妻
鏡
』
も
一
日

の
ず
れ
と
鱗
数
の
い
く
ぶ
ん
か
の
差
を
除
け
ば
、

制
似
た
話
で
あ
る
。
い
ず
れ
か
、
例
え
ば
『
吾
妻

鏡
』
が
『
平
家
物
語
』
に
依
拠
し
た
記
述
を
し

た
も
の
か
む

吋
吾
妻
鏡
』
は
「
暴
風
を
凌
ぎ
」
と
し
、

物
語
』
は
額
嵐
な
が
ら
も
「
大
風
大
波
」

こ
れ
ら
を
受
け
た
句
史
料
総
覧
』
も
「
夜
、
風

雨
に
乗
じ
」
と
記
し
て
い
る
。
『
玉
葉
b

に
よ
れ

ば
、
京
都
の
天
気
は
十
六
日
天
晴
、
十
七
日
微

雨
、
十
八
日
天
晴
で
、
と
く
に
は
げ
し
い
胤
や

雨
の
気
配
誌
な
い
。
す
で
に
冬
型
の
気
圧
配
置

は
緩
み
か
け
て
は
い
た
が
、
強
す
ぎ
る
北
風
を

か
こ
か
ん
ど
り

水
干
栂
取
は
恐
れ
た
。
義
経
は
な
か
ば
武
力
で

威
嚇
し
て
船
出
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
強
風
は
義

経
に
味
方
し
た
。
干
満
の
溺
位
差
は
一
・
五
メ

ー
ト
ル
弱
で
そ
れ
ほ
ど
は
は
な
か
っ
た
。
櫓
楠

を
操
る
水
主
の
力
漕
も
あ
っ
て
、
潮
の
変
わ
り

目
ま
で
の
到
着
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た

D

船

出
と
到
替
の
時
間
だ
け
が
不
自
然
で
あ
る
。

『
平
家
物
語
』
は
真
夜
中
の
出
帆
、
夜
明
け
前

の
戦
場
到
着
と
い
う
情
景
設
定
に
よ
る
ド
ラ
マ

性
を
優
先
さ
せ
た
と
し
か
忠
わ
れ
な
い
。
し
か

し
潮
と
風
を
利
用
し
て
、
最
速
で
四
国
に
到
達

し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
夜
間
も
多
少
は

ム
リ
を
し
て
航
海
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

関
が
原
前
夜
の
慶
長
五
年
（
一
六

0
0）
七
月

十
五
日
、
軍
団
を
率
い
て
広
島
を
船
で
出
発
し

た
毛
利
燐
え
は
、
十
九
日
に
大
坂
に
到
着
し
て

い
る
。
三
六

0
キ
ロ
を
窪
か
四
日
で
あ
り
、
驚

く
ほ
ど
の
速
さ
だ
が
、
出
発
し
た
の
は
や
は
り

『
平
家

〉｝
7
レ、
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大
潮
の
日
十
五
目
だ
っ
た
（
「
吉
川
家
中
井
寺
社

文
書
」

一。

光
成
準
治
「
関
ヶ
原
前
夜
に
お
け
る
権

力
闘
争
｜
｜
毛
利
輝
元
の
行
動
と
思
惑
」
平
成
二
ハ

年
度
史
学
会
報
告
・
資
料
）
。

馬
の
足
立
義
経
の
第
一
隊
は
五
艇
で
兵
糧
米
、

物
具
（
兵
具
武
具
）
を
積
み
、
馬
は
五
十
余
匹
を

積
ん
だ
と
い
う
か
ら
、
一
般
に
は
一

O
匹
の
馬

が
載
せ
ら
れ
て
い
た
。
吉
野
川
河
口
が
遠
浅
で

あ
る
こ
と
も
、
義
経
は
知
悉
し
て
い
た
。
小
舟

を
下
ろ
し
、
兵
は
そ
れ
に
乗
せ
、
馬
は
本
船
を

〆

参
与
を
交
h
f

与
命
中
・
掛
町
主
警

A2・キザる
b
・3

主
；
ー
ん

「蒙古襲来絵詞」 水主、梶取は鎧を着ないか、着ても軽

装だった。宮内庁三の丸尚蔵館所蔵。

傾
け
て
、
海
に
落
と
し
て
、
手
綱
で
小
舟
に
引

き
つ
け
つ
つ
、
泳
が
せ
た
。
馬
の
足
立
が
鞍
づ

ま
え
つ
わ
し
づ
わ

め
（
馬
の
前
輪
・
後
輪
・
背
後
の
鞍
骨
の
問
、
鞍
笠
）

が
浸
る
ほ
ど
の
深
さ
、
つ
ま
り
ぎ
り
ぎ
り
で
馬

の
足
が
立
つ
深
さ
に
な
っ
て
、
引
き
潮
で
浅
瀬

と
な
っ
た
干
潟
の
沖
を
騎
乗
し
て
い
っ
た
。
も

っ
と
も
水
島
合
戦
で
も
よ
く
似
た
表
現
が
な
さ

れ
て
い
る
。
義
経
の
知
識
と
い
う
よ
り
は
、
兵

士
お
よ
び
水
手
梶
取
ら
の
常
識
で
あ
っ
た
。

壇
ノ
浦
壇
ノ
浦
合
戦
は
三
月
二
十
四
日
（
グ

レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
・
現
行
西
暦
五
月
十
三
日
）
で
あ

る
。
旧
暦
二
十
四
日
は
当
然
に
小
潮
で
あ
っ
た
。

旧
暦
三
月
二
十
四
日
は
二

O
O四
年
の
場
合
な

ら
、
五
月
十
二
日
に
相
当
し
、
そ
の
年
と
一
日

し
か
違
わ
な
い
。
こ
の
日
の
潮
位
表
（
気
象
庁
ホ

ー
ム
ペ

l
ジ
）
を
あ
て
は
め
れ
ば
午
前
四
時
半
、

午
後
三
時
半
過
ぎ
が
満
潮
、
午
前
一

O
時
が
干

潮
と
な
る
。
関
門
海
峡
は
余
り
に
狭
小
な
た
め
、

満
潮
時
に
周
防
灘
側
が
高
く
な
っ
て
西
流
、
つ

ま
り
日
本
海
（
響
灘
）
側
へ
の
流
れ
に
な
る
。
干

潮
に
は
東
流
に
な
る
。

く
ろ
い
た
か
っ
み

こ
の
合
戦
に
つ
い
て
は
黒
板
勝
美
『
義
経
伝
』

（
日
本
文
化
名
著
選
、
昭
和
十
四
年
、
創
元
社
）
に
詳

し
い
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
六

O
年
前

の
叙
述
で
あ
る
が
、
力
作
で
あ
る
。
た
だ
し
上

記
潮
位
の
推
定
は
午
前
五
時
半
に
高
潮
と
す
る

黒
板
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
朝
で
四

O
分
ほ

ど
、
午
後
は
も
っ
と
大
き
な
時
間
差
（
黒
板
五
時

半
、
気
象
庁
三
時
半）
が
あ
る
。
こ
の
時
間
差
を
組

み
入
れ
て
、
黒
板
復
原
案
に
若
干
の
修
正
を
加

え
た
い
。

合
戦
の
開
始
に
つ
い
て
は
『
平
家
物
語
』
に

三
月
二
十
四
日
卯
刻
に
矢
合
せ
と
あ
る
け
れ
ど
、

『
玉
葉
』
一
苅
暦
二
年
四
月
四
日
条
に
引
用
さ
れ

た
義
経
注
進
状
に
よ
っ
て
、
午
刻
に
合
戦
が
行

わ
れ
た
こ
と
、
「
白
午
正
、
至
晴
時
」
、
す
な
わ

ち
正
午
か
ら
申
の
刻
、
夕
方
四
時
頃
ま
で
行
わ

れ
た
こ
と
は
、
黒
板
先
生
指
摘
の
と
お
り
で
、

動
く
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
再
度
『
平

家
物
語
』
の
時
間
に
関
す
る
虚
構
性
を
指
摘
で

き
る
。
『
平
家
物
語
』
は
一
般
常
識
に
従
い
つ

つ
、
聴
衆
の
耳
に
は
も
っ
と
も
自
然
に
受
容
さ

れ
る
早
朝
の
海
戦
開
始
と
し
た
が
、
特
殊
な
地

形
と
自
然
現
象
に
差
配
さ
れ
る
こ
の
海
で
は
、

そ
う
し
た
常
識
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

開
戦
時
正
午
は
東
流
の
終
わ
り
か
け
で
あ
っ

た
。
最
速
で
時
速
八
浬
（
お
よ
そ
一
六
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）
も
あ
っ
た
潮
の
流
れ
は
、
四
分
の

一
の
二

浬
（
お
よ
そ
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
ま
で
減
じ
て

い
た
。
二
時
間
後
、
未
の
刻
に
は
ほ
ぼ
静
水
と

な
る
が
、
以
後
急
な
西
流
が
始
ま
っ
た
。
午
の

刻
に
い
ず
れ
か
が
対
岸
へ
の
移
動
を
開
始
し
、

合
戦
と
な
っ
た
。
西
か
ら
東
に
向
か
う
平
氏
に

は
、
当
初
の
潮
流
は
有
利
で
あ
っ
た
が
、
静
水
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時
に
は
多
勢
に
押
さ
れ
劣
勢
と
な
り
、
西
流
に

転
じ
た
潮
汐
に
つ
い
に
逆
転
は
か
な
わ
な
か
っ

た
。
そ
う
し
た
戦
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
戦
闘
可
能
で
あ
っ
た
の
は
静
水
時
の
前
後

だ
け
、
あ
と
は
ひ
た
す
ら
流
さ
れ
る
中
で
の
戦

い
だ
っ
た
。

激
し
い
潮
の
流
れ
に
は
船
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。
干
満
差
が
最
小
と
な

る
小
潮
の
日
（
二
十
四
日
）
が
選
ば
れ
た
の
は
、

そ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
海
戦
は
不
可
能
だ
っ
た
。
合
戦
は
潮
の
流
れ

が
止
ま
る
時
間
帯
を
狙
っ
て
正
午
か
ら
開
始
さ

れ
た
。

の
実
態

合
戦
は
船
の
争
奪
の
形
で
行
わ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。
ま
ず
操
舵
技
術
が
も
の
を
い
っ
た
で
あ

ろ
う
が
、
最
終
的
に
は
操
舵
技
術
以
上
に
船
の

数
が
も
の
を
い
っ
た
。
数
に
勝
る
源
氏
が
勝
利

を
収
め
る
こ
と
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。

中
世
の
海
戦
を
描
い
た
絵
巻
は
さ
き
に
み
た

「
蒙
古
襲
来
絵
詞
」
「
楽
音
寺
縁
起
L

な
ど
が
あ

る
が
、
全
体
に
数
は
少
な
い
。
文
禄
慶
長
の
役

り
し
ゅ
ん
し
ん

の
最
終
局
面
、
露
梁
海
峡
に
お
け
る
李
舜
臣

ゆ

き

な

が

イ

ス

ン

シ

ン

将
軍
率
い
る
水
軍
と
、
小
西
行
長
水
軍
の
攻
防

せ
い
わ
き
こ
・
フ

が
描
か
れ
る
『
征
倭
紀
功
図
巻
』
は
貴
重
で
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
戦
い
は
船
の
争
奪
、
沈
め
あ

い
で
あ
っ
た
。
史
料
上
も
「
石
火
矢
に
て
其
舟

を
打
破
り
」
「
大
明
の
舟
よ
り
は
大
石
火
査
を
投

げ
入
れ
、
日
本
の
兵
船
を
打
ち
破
り
焼
き
沈
め
」

「番
船
を
切
捕
る
L

「
敵
船
よ
り
熊
手
投
鎌
を
打

ち
懸
け
る
」
（
前
掲
島
津
義
弘
露
梁
ノ
戦
功
、
『
征
韓

録
』
）
、
あ
る
い
は
「
舟
を
取
り
、
其
ま
、
火
を
掛

け
参
候
、
二
般
ま
で
番
舟
取
り
候
」
、
「
番
船
の

真
先
な
る
一
般
に
乗
り
移
り
、
唐
人
を
撫
切
に

し
、
又
舟
の
苫
に
火
を
付
け
数
々
の
船
へ
火
を

投
げ
込
む
」
と
あ
る
（
藤
堂
高
虎
巨
済
洋
ノ
戦
功
、

藤
堂
家
覚
書
、
藤
堂
家
譜
、
前
掲
書
所
収
）
。

な
お
先
に
勝
浦
合
戦
で
み
た
よ
う
な
、
海
中

に
馬
を
進
め
て
の
矢
戦
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
海

戦
の
一
種
で
あ
ろ
う
。『
平
家
物
語
』
に
「
馬
の

足
立
た
ず
」
と
い
う
表
現
が
多
く
、
水
島
合
戦

に
も
「
馬
の
足
立
ち
、
鞍
爪
ひ
た
る
程
に
も
な

り
し
か
ば
」
と
あ
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
舟

か
ら
陸
に
上
が
る
と
き
、
馬
の
足
が
立
つ
か
ど

う
か
が
問
題
だ
っ
た
。
児
島
藤
戸
の
合
戦
に

佐
々
木
盛
綱
は
海
中
の
浅
瀬
を
発
見
し
て
騎
乗

で
進
軍
し
た
が
、
騎
馬
に
よ
る
海
戦
で
あ
る
。

「
馬
の
足
立
ち
」
に
か
か
わ
る
表
現
は
よ
家
古

襲
来
絵
詞
』
に
も
あ
っ
て
「
赤
坂
は
馬
の
足
立

わ
ろ

ち
悪
く
」
と
あ
る
。
博
多
警
固
所
の
置
か
れ
て

こ
う
ろ
か
ん

い
た
赤
坂
山
（
今
の
福
岡
城
、
古
代
の
鴻
臆
館
の
所

在
地
）
の
西
に
は
大
き
な
干
潟
が
広
が
っ
て
い

て
、
今
そ
の
名
残
が
大
濠
公
園
の
池
に
な
っ
て

潮
汐
の
進
入
が
あ
っ
た
。
部
分
的
に
深

み
も
あ
っ
た
が
、
竹
崎
季
長
ら
鎮
西
武
士
は
筑

前
御
家
人
よ
り
地
形
と
潮
流
に
か
か
わ
る
知
識

を
入
手
し
て
、
馬
の
足
が
立
つ
場
所
を
選
び
つ

つ
、
進
撃
し
た
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
知
識
は
蒙

古
側
に
は
稀
薄
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

い
る
。

率
い
た
平
家
水
軍
・
山
鹿
秀
遺
と
そ
の
末
喬

お
ん
が

豊
前

・
筑
前
を
流
れ
る
遠
賀
川
。
そ
の
流
域

に
力
を
持
っ
た
武
士
が
、
山
鹿
秀
遠
で
あ
る
。

『
平
家
物
語
』
壇
ノ
浦
合
戦
に
山
賀
（
山
鹿
）
兵

藤
次
秀
遠
は
「
九
国
一
の
強
弓
精
兵
」
で
あ
り
、

五
百
余
般
で
先
陣
に
漕
ぎ
向
か
っ
た
と
あ
る
。

ほ
か
は
松
浦
党
三
百
余
般
が
二
陣
、
平
家
公
達

二
百
余
般
が
三
陣
を
構
成
し
た
。
松
浦
党
が
三

百
余
般
、
源
氏
方
の
熊
野
水
軍
が
二
百
余
般
、

河
野
水
軍
が
百
五
十
般
だ
っ
た
か
ら
、
い
ず
れ

を
も
、
は
る
か
に
し
の
ぐ
。

「
平
家
の
船
は
千
余
般
、
唐
船
少
々
相
交
れ
り
」

と
も
あ
る
か
ら
、
中
国
人
船
頭
（
綱
首
）
の
船
も

交
じ
っ
て
い
た
。
山
鹿
秀
遠
は
日
宋
貿
易
に
携

わ
る
人
に
も
、
軍
事
的
な
指
揮
権
を
有
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
平
家
は
「
よ
き
武
者
」
を
兵

船
に
、
「
雑
人
ば
ら
L

を
唐
船
に
乗
せ
る
と
い
う

偽
装
工
作
を
試
み
た
が
、
阿
波
民
部
重
能
の
裏

切
り
に
よ
っ
て
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
あ
る
。

「
九
州
随
一
の
水
軍
」
た
る
秀
遠
は
、
唐
船
も
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山
鹿
（
山
賀
）
兵
藤
次
秀
遠
は
粥
田
前
武
者
所

藤
原
経
遠
の
子
で
、
山
鹿
庄
の
兵
藤
恒
正
（
経

政
）
の
一
族
末
商
で
あ
る
（
菊
池
系
図

『続
群
書
類

う

さ

お

お

か

が

み

ぞ

く
さ
じ
よ
う
し
よ
う

従
』
）
。
経
遠
は
『
宇
佐
大
鏡
』
、
『
続
左
丞
抄
』

う
じ
し
ゅ
う
い

に
、
経
政
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
に
登
場

す
る
。
中
央
に
も
名
の
聞
こ
え
た
武
士
団
で
あ

っ
た
。
兵
藤
氏
（
粥
田
・
山
鹿
氏
）
は
鞍
手
郡
（
粥

回
）
を
は
じ
め
遠
賀
郡
（
山
鹿
・
葦
屋
）
、
嘉
麻
郡
、

穂
波
郡
に
大
き
な
力
を
有
す
る
筑
前
東
半
、
最

大
の
領
主
で
、
遠
賀
川
流
域
と
洞
海
湾
を
支
配

領
域
と
し
た
。

平
家
軍
事
力
の
主
力
を
担
っ
た
兵
藤
氏
、
粥

田
・
山
鹿
一
族
は
あ
え
な
く
滅
亡
し
た
か
の
よ

う
に
み
え
る
。
粥
田
・
山
鹿
一
族
が
も
っ
て
い

た
所
職
・
利
権
は
、
そ
の
ま
ま
勝
者
と
な
っ
た

源
頼
朝
の
も
の
に
な
り
、
や
が
て
北
条
氏
の
所

あ
そ
う

領
に
な
っ
て
、
麻
生
氏
が
地
頭
代
と
な
っ
た

（
『
麻
生
文
書
』
）
。
し
か
し
五
百
余
般
も
の
軍
船

を
率
い
る
こ
と
が
で
き
た
水
軍
の
将
、
兵
藤
山

鹿
・
粥
田

一
族
は
、
ま
っ
た
く
歴
史
か
ら
消
え

去
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
づ
く
時
代
に
何
の
痕

跡
も
残
せ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

文
保
元
年
（

一
三

一
七
）
の
関
東
下
知
状
に

い
っ
ち

「
豊
前
市
津
平
次
郎
跡
」
が
っ
菊
池
三
郎
次
郎

入
道
浄
宗
跡
」
に
宛
て
行
わ
れ
て
い
る
。
市
津

潮汐表

は
遠
賀
川
本
流
と
分
か
れ
て
、
彦
山
川
を
わ
ず

か
に
上
っ
た
位
置
に
あ
る
。
菊
池
兵
藤
一
族
は

依
然
と
し
て
遠
賀
川
流
域
に
息
づ
い
て
い
た
。

南
北
朝
時
代
、
文
和
三
年
（

一
三
五
四
）
以
降
、

武
恒
犬
丸
（
若
宮
庄
）
に
対
し
て
、
武
藤
肥
前
守
・

開
田
佐
渡
次
郎
に
よ
る
濫
妨
が
続
い
て
い
た

（
『
南
北
朝
遺
文
』
・
九
州
編
三
六
九
六
、
六
三
四
二

六
三
四
一
二
。
開
田
佐
渡
次
郎
遠
員
お
よ
び
そ
の

一
族
関
田
出
羽
守
遠
長
に
関
し
て
は
何
点
か
の

史
料
が
あ
り
、
か
れ
ら
が
相
伝
と
主
張
し
、
ま

た
足
利
尊
氏
か
ら
安
堵
も
得
た
所
領
群
が
わ
か

る（
『南
北
朝
遺
文
』
・
九
州
編
一

二
四
八
、
二

一
七

て
二
二

O
九
、
三

O
九
五
、

三
二
二

O
）。

そ
れ
を
整
理
す
る
と
、
肥
前
国
高
来
東
郷
の

あ

り

え

か

づ

き

う
ち
、
有
家
村
・
有
馬
村
・
加
津
佐
村
半
分
・

み

え

（

埼

）

か

せ

三
会
村
、
肥
前
国
神
崎
庄
、
加
世
庄
、
日
向
国

そ

こ

い

の

と

ん

の

吉
田
村
、
筑
前
回
底
井
野
郷
・
頓
野
村
と
な
る
。

高
来
東
郷
は
有
明
海
（
島
原
湾
）
沿
岸
で
、
島
原

半
島
南
東
海
岸
部
で
あ
る
。
嘉
瀬
川
河
口
の
加

こ

う

づ

世
庄
（
嘉
瀬
庄
）
は
肥
前
国
府
津
で
あ
る
し
、
筑

後
川
河
口
の
神
崎
圧
は
大
宰
府
地
区
の
有
明
海

側
外
港
の
よ
う
な
港
津
で
あ
る
。
筑
前
遠
賀
郡

底
井
野
は
遠
賀
郡
、
い
ま
の
中
間
市
で
あ
る
。

の
お
が
た

先
に
も
み
た
頓
野
郷
は
鞍
手
郡
、
い
ま
の
直
方

市
で
あ
る
。
遠
賀
川
の
左
岸

・
右
岸
に
あ
た
っ

て
い
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
は
い
ず
れ
に
も
有
明
海
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島
原
湾
の
重
要
港
津
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

高
来
東
郷
の
有
馬
は
の
ち
の
原
城
所
在
地
で
あ

る
。
大
江
の
浜
と
い
う
良
港
が
あ
っ
た
。
有
明

く

ち

の

つ

海
（
島
原
湾
）
の
口
で
あ
る
口
之
津
も
近
い
し
、

あ
る
い
は
含
ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
有

家
は
そ
の
北
で
、
の
ち
に
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師

に
よ
っ
て
、
セ
ミ
ナ
リ
オ
が
開
校
さ
れ
た
。
加
津

佐
は
コ
レ
ジ
オ
、
セ
ミ
ナ
リ
オ
が
あ
っ
た
。
い
ず

れ
も
ア
ジ
ア
・
中
国
へ
の
窓
口
と
い
え
る
。
三
会

村
は
近
世
に
は
藩
倉
が
あ
り
、
島
原
の
乱
に
は

襲
わ
れ
て
い
る
。
や
は
り
港
が
あ
っ
た
。

ま
た
佐
賀
平
野
の
嘉
瀬
、
神
崎
両
庄
と
も
に

み
ん明

書
に
も
記
さ
れ
る
良
港
、
嘉
瀬
津
、
蒲
田
津

ず
し
ょ

（
『
図
書
編
』
な
ど
明
書
に
は
隣
接
す
る
蓮
池
の
ほ
う

が
記
さ
れ
て
い
る
）
の
所
在
地
で
、
嘉
瀬
川
、
筑
後

川
と
い
う
大
河
の
河
口
津
だ
っ
た
。
嘉
瀬
津
は

が
ん
じ
ん

鑑
真
が
到
着
し
た
と
い
う
伝
説
を
持
ち
、
『
平
家

物
語
』
に
鬼
界
が
島
に
流
さ
れ
る
平
康
頼
・
俊

寛
ら
が
出
航
し
た
港
と
し
て
記
さ
れ
る
。
神
崎

庄
は
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
に
宋
船
が
来
着
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
よ
う
（
『
長
秋
記
』
）
。
こ

れ
ら
の
港
は
九
州
管
内
の
内
海
交
通
、
外
海
交

通
、
さ
ら
に
は
日
本
・
中
国
貿
易
の
拠
点
で
あ

っ
た
。開

田
氏
へ
の
恩
賞
配
分
は
、
明
ら
か
に
こ
う

し
た
港
津
の
支
配
と
そ
れ
に
よ
る
利
益
を
得
よ

と
く
に
有
馬
・
有

家
の
よ
う
な
海
外
貿
易
港
と
し
て
知
ら
れ
る
地

域
の
支
配
は
、
対
ア
ジ
ア
交
易
と
そ
の
利
益
を

念
頭
に
お
い
た
も
の
だ
と
推
測
さ
せ
る
。

そ
し
て
開
田
一
族
は
、
こ
う
し
た
有
明
海
の

多
数
の
港
と
同
時
に
、
筑
前
遠
賀
郡
底
井
野
と

鞍
手
郡
・
頓
野
の
地
頭
職
も
得
て
い
た
。
開
田

氏
は
遠
賀
川
流
域
で
は
頓
野
に
拠
点
を
お
く
一

方
、
勢
力
の
拡
張
も
図
っ
て
い
る
。
み
た
よ
う

に
若
宮
圧
に
も
濫
妨
（
乱
暴
）
を
く
り
か
え
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
頓
野
と
若
宮
は
距
離
に
し
て

八
キ
ロ
ほ
ど
で
あ
る
。
預
所
と
称
し
た
と
い
う

か
ら
、
何
が
し
か
の
所
職
が
あ
っ
て
、
越
境
し

た
の
だ
ろ
う
。
開
田
一
族
は
内
海
流
通
、
ま
た

海
外
貿
易
へ
の
志
向
を
大
き
く
持
つ
と
同
時
に
、

遠
賀
川
流
域
に
も
い
く
つ
か
の
拠
点
を
持
つ
で

し
た
。

う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

開
田
は
カ
イ
タ
で
粥
田
に
音
が
通
じ
る
。
か

れ
ら
が
拠
点
と
し
、
ま
た
行
動
範
囲
で
あ
っ
た

頓
野
、
そ
し
て
若
宮
は
ま
さ
し
く
粥
田
庄
に
至

近
の
隣
接
域
で
、
歴
史
的
に
は
そ
の
一
部
で
あ

っ
た
こ
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
地
理
的
位

置
に
あ
る
。
開
田
一
族
は
資
長
、
遠
長
、
遠
員

を
名
乗
っ
て
い
た
。
「
長
」
を
通
字
（
世
襲
さ
れ
る

名
前
の
一
字
）
と
し
て
も
い
る
が
、
ま
た
明
ら
か

に
「
遠
」
の
字
も
通
字
と
し
て
い
る
。
山
鹿
秀

遠
、
粥
田
経
遠
み
な

た
で
は
な
い
か
。

残
念
な
が
ら
開
田
一
族
の
系
譜
は
明
ら
か
に

で
き
な
い
。
し
か
し
兵
藤
一
族
の
後
育
で
あ
っ

た
か
、
兵
藤
一
族
を
強
く
意
識
し
た
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
、

姿
を
消
し
、
あ
る
い
は
ひ
そ
や
か
に
暮
ら
し
て

い
た
か
の
よ
う
な
水
軍
の
将
、
兵
藤
・
開
田
氏

は
こ
う
し
て
南
北
朝
期
に
華
々
し
く
再
登
場
し

た
。
み
た
ご
と
く
『
平
家
物
語
』
は
山
鹿
秀
遠

の
率
い
た
五

O
O般
の
う
ち
に
、
唐
船
が
あ
っ

た
と
記
し
て
い
る
。
水
軍
山
鹿
氏
は
日
宋
貿
易

に
も
従
事
し
関
与
し
た
が
、
そ
う
し
た
技
術
は

北
条
氏
政
権
下
で
も
、
彼
ら
の
延
命
を
可
能
に

し
、
南
北
朝
期
に
開
花
し
た
。
兵
藤
氏
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
庶
流
が
あ
っ
て
、
生
き
延
び
た
一
族

が
、
遠
賀
川
水
運
、
玄
界
灘
・
瀬
戸
内
海
水
運

を
支
え
る
下
部
の
機
構
、
水
手
・
梶
取
を
掌
握

し
て
い
た
と
考
え
た
い
。 「遠」

を
通
字
と
し
て
い
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