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徳
姫
の
生
き
た
時
代
（
短
歌
集
）

安
達

真
魚

■

序
文

い
わ
き
市
内
郷
白
水
町
広
畑
に
は
、
福
島
県
で
建
造
物
と
し
て
唯
一

国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
国
宝
「
白
水
阿
弥
陀
堂
」
が
あ
る
。
平
安
時

代
後
期
の
１
１
６
０
年
、
岩
城
の
国
主
岩
城
則
道
（
い
わ
き
の
り
み
ち
）

の
妻
徳
姫
（
と
く
ひ
め
）
が
、
則
道
の
死
後
剃
髪
し
て
徳
尼
御
前
と
な

り
、
菩
提
を
弔
う
た
め
に
願
成
寺
（
が
ん
じ
ょ
う
じ
）
と
白
水
阿
弥
陀

堂
を
建
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
同
地
の
真
言
宗
智
山
派
の
寺
院
、
願

成
寺
が
所
有
す
る
。

白
水
阿
弥
陀
堂
は
昭
和
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
池
を
含
む
浄
土
式

庭
園
を
伴
っ
た
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
平
安
時
代
の
東

北
地
方
南
部
の
代
表
的
な
阿
弥
陀
堂
と
し
て
、
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ

る
と
と
も
に
、
庭
園
復
元
事
業
が
進
め
ら
れ
、
創
建
当
初
の
姿
に
復
元

さ
れ
た
。

阿
弥
陀
堂
の
建
物
自
体
は
、
平
泉
の
中
尊
寺
金
色
堂
に
模
し
た
も
の

で
、
金
箔
は
塗
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
美
し
い
造
形
を
見
せ
て
く
れ

る
。
周
り
に
池
を
配
し
た
様
子
は
、
浄
土
式
庭
園
そ
の
も
の
で
あ
り
、

毛
越
寺
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
継
承
し
、
異
次
元
の
世
界
に
導
い
て
く
れ
る
。

ち
な
み
に
、
池
越
し
に
仏
教
建
築
物
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
主
な
浄
土

式
庭
園
に
は
、
他
に
平
泉
無
量
光
院
、
宇
治
平
等
院
、
浄
瑠
璃
寺
、
鎌

少女時代の徳姫（生成 AI にて作成）
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倉
永
福
寺
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
徳
姫
で
あ
る
が
、
地
元
で
は
す
こ
ぶ
る
知
名
度
が
高
い
。
平
泉

か
ら
岩
城
に
嫁
い
で
、
国
宝
に
な
る
よ
う
な
阿
弥
陀
堂
を
建
立
し
た
こ

と
が
大
き
く
後
世
の
人
々
の
心
に
残
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
以
前
、
い

わ
き
市
で
は
、
源
義
家
、
岩
城
則
道
、
徳
姫
、
安
藤
信
正
（
磐
城
平
藩

主
）
な
ど
地
元
ゆ
か
り
の
歴
史
上
の
人
物
に
扮
し
た
芸
能
人
が
パ
レ
ー

ド
す
る
時
代
ま
つ
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、

主
役
は
、
い
つ
も
岩
城
則
道
と
徳
姫
だ
。
ま
た
、
地
元
商
工
会
で
は
、

「
徳
姫
ち
ゃ
ま
」
と
い
う
歴
史
ゆ
る
キ
ャ
ラ
を
企
画
し
て
、
地
元
振
興

に
役
立
て
て
い
る
。

徳
姫
は
、
平
安
末
期
に
生
存
し
た
人
で
あ
り
、
歴
史
上
登
場
す
る
と

い
っ
て
も
詳
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
女
性
と
い

う
こ
と
も
あ
る
し
、
日
本
の
歴
史
全
体
の
な
か
で
重
要
性
が
高
い
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
彼
女
の
足
跡
は
一
部
を
除
き
謎
が
多
い
。
一
方
の
夫

と
さ
れ
て
い
る
岩
城
則
道
は
、
岩
城
氏
の
始
祖
と
云
わ
れ
る
が
、
彼
の

事
績
も
ほ
と
ん
ど
不
明
だ
。
し
か
も
、
こ
の
二
人
が
生
存
し
た
と
思
わ

れ
る
年
代
は
一
世
紀
ほ
ど
違
う
。
二
人
が
夫
婦
で
あ
る
と
い
う
記
述
は
、

数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
一
方
で
、
こ
の
年
代
の
違
い
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
人
も
多
い
。

昨
年
（
２
０
２
２
年
）
、
「
流
れ
星
ひ
と
つ
」
と
い
う
曲
を
自
作
し

て
い
る
。
内
容
は
、
徳
姫
に
ち
な
ん
だ
も
の
だ
。
も
と
も
と
原
作
は

「T
O
K
UH
I
M
E

」
で
、
詞
は
、
本
誌
１
８
号
の
～
時
を
超
え
て
～
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
間
奏
の
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
・
ギ
タ
ー
の
ソ
ロ
も
う
ま
く

収
ま
っ
て
い
て
、
自
分
の
、
お
気
に
入
り
の
曲
の
一
つ
だ
。

詞

：

http://bungeikusano

-oka.raindrop.jp/im
g/kusano

-18.pdf

曲

：

https://m
arukiyo.w

ork/fifth%
E3%

80%
8C

urashim
a%

E3%
80%

8D
/

こ
の
曲
の
説
明
で
、
こ
の
姫
の
生
ま
れ
故
郷
は
京
都
の
可
能
性
が
高

い
と
書
い
て
し
ま
っ
た
が
、
後
で
、
こ
れ
が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
い
た
。
創
作
な
の
で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
か
と
思
っ
た
り
は
し
て

い
る
が
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
自
分
が
思
っ
て
い
る
彼
女
の
生
き
た

時
代
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
も
記
述
し
て
お
い
た
方
が
い
い
と
思
い
、
本

文
を
書
く
こ
と
に
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
史
実
と
い
う
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
多
く
は
想

像
を
含
む
自
分
の
思
い
描
い
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
記
述
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
さ
ら
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
ち
な

ん
だ
短
歌
を
自
作
し
て
、
短
歌
集
と
い
う
形
に
し
た
。
現
在
の
言
葉
づ

か
い
で
、
か
つ
稚
拙
な
内
容
で
あ
る
こ
と
を
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
「
石
城
」
「
岩
城
」
「
磐
城
」
「
い
わ
き
」
の
表
記
の
違
い

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
時
代
や
使
わ
れ
方
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
表



3

記
が
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
本
文
で
は
、
明
確
に
適
切
だ
と
わ
か

る
場
合
以
外
は
、
「
岩
城
」
と
表
記
し
た
。

■

常
陸
平
氏

将
門
の
乱
以
降
、
平
貞
盛
の
子
孫
が
繁
栄
し
、
常
陸
一
円
に
勢
力
を

広
げ
、
常
陸
平
氏
と
呼
ば
れ
た
。

多
気
権
守
多
気
致
幹
（
む
ね
も
と
）

は
、
常
陸
平
氏
の
一
族
と
し
て
、
筑
波
郡
多
気
（
筑
波
山
の
西
麓
、
南

麓
一
帯
）
を
支
配
し
て
い
た
。
現
在
の
つ
く
ば
市
北
条
が
そ
の
拠
点
だ
。

こ
の
一
族
は
、
常
陸
大
掾
職
を
継
承
す
る
一
族
で
も
あ
っ
た
。

源
頼
義
は
、
前
九
年
の
役
に
勝
利
し
、
京
都
へ
の
凱
旋
途
中
に
、
筑

波
の
こ
の
致
幹
の
館
に
宿
を
と
っ
た
。
常
陸
平
氏
の
多
く
は
、
何
か
軍

事
的
な
徴
発
が
あ
れ
ば
、
源
家
な
ど
の
配
下
に
な
っ
て
動
員
さ
れ
る
が
、

致
幹
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
宿
泊
の
際
、
頼
義
と
致
幹
の
娘
が
一
夜

を
共
に
し
た
。
頼
義
が
見
染
め
た
の
か
、
致
幹
が
旅
の
な
ぐ
さ
み
に
と

配
慮
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
夜
の
契
り
で
生
ま
れ
た
の
が
徳
姫
で

あ
る
。
河
内
源
氏
の
嫡
流
と
常
陸
平
氏
一
族
の
血
が
流
れ
た
貴
種
と
い

わ
れ
る
女
子
の
誕
生
だ
。
源
義
家
や
源
義
光
な
ど
と
は
異
母
兄
弟
に
当

た
る
こ
と
に
な
る
。
前
九
年
の
役
の
終
結
が
１
０
６
２
年
９
月
で
、
そ

の
年
の
う
ち
に
京
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
、
徳
姫
の
生
ま
れ
年
は
、
１

０
６
３
年
の
可
能
性
が
高
い
。

致
幹
に
と
っ
て
は
、
頼
義
の
娘
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
か
わ
い
い
孫

娘
で
あ
り
、
大
切
に
育
て
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
京
生
ま
れ
で
は
な
い

が
、
長
じ
て
、
容
姿
端
麗
、
気
品
の
あ
る
美
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
容

易
に
想
像
で
き
る
。
ま
た
、
常
陸
大
掾
職
を
継
承
す
る
大
豪
族
一
族
な

の
で
、
小
さ
い
頃
か
ら
ず
っ
と
何
不
自
由
の
な
い
お
姫
様
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
誕
生
は
、
少
な
く
と
も
頼
義
在
世
中
は
、
秘

さ
れ
て
い
た
よ
う
だ

。

玉
の
よ
う

尊
き
方
の

落
と
し
種

多
気
の
里
に

春
が
来
た
れ
り

あ
ど
け
な
く

笑
顔
振
り
ま
く

純
真
さ

季
節
の
中
に

輝
く
ば
か
り

夕
や
け
に

見
上
げ
る
先
は

西
の
空

何
想
う
の
か

小
さ
な
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■

夫
婦
養
子

徳
姫
が
幼
少
か
ら
適
齢
期
に
か
け
て
、
陸
奥
の
国
は
ど
の
よ
う
な
情

勢
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

前
九
年
の
役
の
後
、
頼
義
を
助
け
、
戦
の
勝
利
に
最
も
貢
献
し
た
清

原
武
則
が
鎮
守
府
将
軍
に
任
じ
ら
れ
、
実
質
的
な
陸
奥
の
支
配
者
と
な

っ
て
い
た
。
鎮
守
府
将
軍
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
陸

奥
国
に
置
か
れ
た
軍
政
府
で
あ
る
鎮
守
府
の
長
官
で
あ
る
。
鎮
守
府
は
、

陸
奥
国
府
の
あ
る
多
賀
城
か
ら
離
れ
た
胆
沢
に
置
か
れ
て
い
た
。
鎮
守

府
将
軍
は
陸
奥
国
と
出
羽
国
の
両
国
に
駐
屯
す
る
兵
士
を
指
揮
し
て

い
た
。
武
則
亡
き
後
、
そ
の
子
武
貞
が
跡
を
継
い
だ
が
、
そ
の
武
貞
も

亡
く
な
っ
た
。
武
貞
に
は
、
真
衡
、
清
衡
、
家
衡
の
３
人
の
男
子
が
お

り
、
年
長
の
真
衡
が
清
原
を
継
い
だ
。
し
か
し
、
こ
の
３
人
は
そ
れ
ぞ

れ
複
雑
な
事
情
を
持
っ
て
い
た
。
真
衡
は
正
当
な
世
継
ぎ
で
あ
る
の
だ

が
、
多
く
の
側
室
が
い
て
も
子
供
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
家
衡
は
、

３
人
の
な
か
で
一
番
若
い
が
、
母
は
、
前
九
年
の
役
で
敵
で
あ
っ
た
安

倍
頼
時
の
娘
で
、
藤
原
経
清
の
妻
で
あ
っ
た
有
加
一
乃
末
陪
（
あ
り
か

い
ち
の
ま
え
）
を
武
貞
が
妻
と
し
、
生
ん
だ
子
あ
っ
た
。
清
衡
は
、
藤

原
経
清
と
有
加
一
乃
末
陪
の
子
で
あ
り
、
武
貞
に
と
っ
て
は
継
子
で
あ

る
。
家
衡
と
は
、
異
父
兄
弟
で
あ
り
、
家
衡
よ
り
年
長
で
あ
る
。

真
衡
に
世
継
ぎ
が
い
な
い
と
な
れ
ば
、
弟
を
養
子
に
し
て
、
後
継
者

と
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
弟
二
人
を
後
継
者
と
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
敵
で
あ
っ
た
者
を
母
に
持
つ
弟
た
ち
に
は
継
が

せ
た
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
て
つ
も
な
い
こ
と
を
考
え
た
。
海

道
平
氏
の
海
道
小
太
郎
・
成
衡
を
養
子
と
し
、
筑
波
多
気
の
常
陸
平
氏

の
多
気
致
幹
の
孫
娘
・
徳
姫
を
嫁
が
せ
、
夫
婦
養
子
と
し
て
迎
え
る
こ

と
を
画
策
し
た
の
だ
。
真
衡
に
と
っ
て
は
、
こ
の
平
氏
一
族
の
子
弟
と

常
陸
平
氏
で
も
河
内
源
氏
の
嫡
流
の
血
を
受
け
継
ぐ
徳
姫
を
迎
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
清
原
の
家
格
を
高
め
る
こ
と
も
目
指
し
て
い
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
清
原
氏
は
、
海
道
平
氏
一
族
と
は
縁
戚
関
係
が
深
い
と
い

わ
れ
て
い
る
。
清
原
氏
も
海
道
平
氏
も
出
羽
守
で
あ
っ
た
平
安
忠
の
子

孫
で
あ
る
。
清
原
武
則
と
岩
城
則
道
は
兄
弟
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。

真
衡
が
海
道
平
氏
の
成
衡
を
養
子
と
す
る
の
は
、
近
し
い
縁
戚
か
ら
の

養
子
縁
組
な
の
で
、
さ
ほ
ど
不
自
然
さ
は
な
い
。
し
か
し
、
一
族
に
は

多
く
の
反
発
が
あ
っ
た
。
最
も
不
満
の
大
き
か
っ
た
の
は
、
武
貞
の
実

子
で
あ
っ
た
家
衡
で
あ
ろ
う
。
清
衡
に
つ
い
て
は
、
父
が
か
つ
て
の
敵

方
で
、
清
原
の
直
接
の
血
も
受
け
て
い
な
い
の
で
、
家
衡
よ
り
年
長
で

あ
っ
て
も
、
継
ぎ
養
子
と
な
る
資
格
は
全
く
な
か
っ
た
。

多
く
の
反
対
が
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
縁
組
は
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
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っ
た
。
多
気
致
幹
は
、
真
衡
か
ら
の
申
し
入
れ
を
受
け
、
都
に
い
る
源

義
家
の
承
諾
を
と
っ
た
上
で
、
こ
の
縁
組
を
受
諾
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
多
気
で
は
、
ち
ょ
う
ど
適
齢
期
に
な
っ
て
い
た
徳
姫
の
婚
儀
の
準

備
が
進
め
ら
れ
た
。

１
０
８
３
年
早
春
、
徳
姫
は
主
だ
っ
た
親
族
、
従
者
と
と
も
に
、
陸

奥
国
胆
沢
（
岩
手
県
奥
州
市
）
の
地
へ
向
か
っ
た
。
実
際
に
は
、
胆
沢

か
ら
近
く
の
、
真
衡
の
拠
点
で
あ
っ
た
白
鳥
の
館
（
た
て
）
に
な
る
。

筑
波
か
ら
胆
沢
へ
の
行
程
は
、
浜
街
道
を
利
用
し
た
と
す
れ
ば
、
筑
波
、

石
岡
、
岩
城
、
多
賀
城
、
胆
沢
の
可
能
性
が
高
い
。
途
中
、
成
衡
と
の

対
面
を
果
た
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
海
道
平
氏
も
常
陸
平
氏
の
流

れ
を
汲
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
成
衡
と
徳
姫
は
遠
い
親
戚

に
あ
た
る
。

つ
く
ば
や
ま

旅
の
始
ま
り

ヤ
マ
ボ
ウ
シ

胆
沢
の
空
に

無
事
を
祈
る

峠
越
え

ま
だ
見
ぬ
君
へ

送
り
た
い

耳
を
澄
ま
せ
て

聞
く
山
響
き

旅
の
果
て

胆
沢
の
城
は

田
村
麻
呂

い
に
し
え
か
ら
の

鎮
守
の
証
し

か
の
君
の

直
垂
姿

似
合
え
ど
も

確
信
で
き
ぬ

我
が
こ
こ
ろ
あ
り

呼
ぶ
声
も

届
か
な
い
ほ
ど

息
絶
え
て

ど
こ
ま
で
広
い

胆
沢
の
空
は

■

後
三
年
の
役

成
衡
と
徳
姫
の
婚
儀
は
、
武
貞
の
葬
儀
が
と
り
行
わ
れ
た
後
、
日
を

置
か
な
い
で
行
わ
れ
た
。
都
な
ど
遠
方
の
客
の
便
宜
を
図
っ
た
も
の
で
、

二
つ
の
儀
式
を
ま
と
め
て
片
づ
け
て
し
ま
う
の
が
狙
い
だ
。
後
三
年
の

役
の
発
端
は
、
こ
の
婚
儀
で
の
ち
ょ
っ
と
し
た
事
件
で
あ
っ
た
。

真
衡
の
義
理
の
叔
父
に
あ
た
る
吉
彦
秀
武
が
祝
い
に
訪
れ
て
い
た
。

祝
い
の
砂
金
を
盆
に
持
っ
て
頭
上
に
捧
げ
、
真
衡
の
前
に
や
っ
て
き
た

が
、
真
衡
は
囲
碁
に
夢
中
に
な
っ
て
無
視
し
て
い
た
。
こ
れ
に
秀
武
は

大
い
に
怒
り
、
砂
金
を
庭
に
ぶ
ち
ま
け
て
、
出
羽
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
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真
衡
は
、
こ
の
秀
武
の
行
為
を
許
せ
ず
、
直
ち
に
秀
武
討
伐
の
軍
を
起

こ
し
た
。
一
方
で
、
秀
武
は
、
家
衡
と
清
衡
に
対
し
て
、
真
衡
を
討
伐

す
る
こ
と
を
促
し
た
。

真
衡
が
出
羽
に
向
か
つ
て
出
陣
し
た
こ
と
を
見
計
ら
っ
て
、
家
衡
と

清
衡
は
、
少
な
い
兵
力
な
が
ら
真
衡
の
館
を
襲
撃
し
た
。
家
衡
は
、
真

衡
の
館
に
向
か
う
途
中
、
白
鳥
村
を
焼
き
払
っ
た
。
清
衡
は
真
衡
の
館

に
い
た
成
衡
と
徳
姫
の
夫
婦
を
清
衡
の
江
刺
の
館
に
連
れ
去
り
、
人
質

と
し
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
真
衡
は
、
す
ぐ
に
軍
を
引
き
返
し
た
。
家
衡

と
清
衡
は
、
決
戦
を
避
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
拠
地
に
戻
っ
た
た
め
、

真
衡
は
戦
わ
ず
に
し
て
、
家
衡
と
清
衡
を
退
け
た
こ
と
に
な
り
、
再
び
、

秀
武
討
伐
の
準
備
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

秋
に
な
っ
て
、
源
義
家
は
陸
奥
守
と
し
て
、
国
府
の
多
賀
城
に
赴
任

し
て
き
た
。
真
衡
は
、
多
賀
城
に
て
義
家
を
大
い
に
歓
待
し
た
。
国
府

が
介
入
し
て
、
自
分
の
味
方
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
そ
の
後
、
真

衡
は
館
の
備
え
を
十
分
に
し
た
上
で
、
再
び
出
羽
に
出
撃
し
た
。
家
衡

と
清
衡
は
、
好
機
と
み
て
、
再
び
真
衡
の
館
を
攻
撃
す
る
準
備
を
整
え

た
。
し
か
し
、
出
羽
に
向
か
つ
て
進
軍
し
て
い
た
真
衡
は
、
病
の
た
め

に
急
死
し
て
し
ま
う
。
義
家
の
手
の
者
に
暗
殺
さ
れ
た
と
い
う
説
も
あ

る
。
事
態
収
拾
の
た
め
義
家
は
、
国
府
軍
を
率
い
て
胆
沢
に
陣
取
っ
た
。

家
衡
と
清
衡
は
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
国
府
軍
に
戦
い
を
し
か
け
た

が
、
敗
退
し
、
降
伏
し
た
。
こ
の
と
き
、
人
質
で
あ
っ
た
成
衡
と
徳
姫

の
夫
婦
は
、
義
家
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
た
。

真
衡
の
死
後
、
義
家
は
、
真
衡
の
所
領
で
あ
っ
た
奥
６
郡
の
う
ち
、

南
の
３
郡
を
清
衡
に
、
北
の
３
郡
を
家
衡
に
分
与
す
る
裁
定
を
、
朝
廷

の
名
の
も
と
に
下
し
た
。
さ
ら
に
、
白
鳥
村
を
焼
き
払
っ
た
家
衡
に
対

し
て
は
、
年
貢
倍
増
の
罪
を
加
え
た
。
南
の
３
郡
の
方
が
北
の
３
郡
よ

り
豊
か
な
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
年
貢
の
収
納
に
つ
い
て
も
清

衡
が
と
り
ま
と
め
て
行
う
こ
と
に
な
り
、
明
ら
か
に
清
衡
に
重
き
を
お

い
た
処
分
で
あ
っ
た
。

こ
の
裁
定
後
、
し
ば
ら
く
は
平
穏
な
日
が
続
い
た
。
し
か
し
、
家
衡

は
処
分
に
対
す
る
不
満
と
清
衡
に
対
す
る
恨
み
を
持
ち
続
け
、
復
讐
す

る
機
会
を
待
っ
て
い
た
。

義
家
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
た
成
衡
と
徳
姫
は
、
一
旦
、
清
衡
の
江

刺
の
館
に
戻
さ
れ
た
。
二
人
に
と
っ
て
は
、
真
衡
の
死
後
、
清
原
氏
と

し
て
相
続
す
べ
き
も
の
も
な
く
、
帰
る
べ
き
館
も
な
く
な
っ
た
た
め
、

清
衡
の
世
話
の
も
と
で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
清
衡
と
し
て

も
、
義
家
の
妹
夫
婦
を
お
ろ
そ
か
に
扱
う
こ
と
は
で
き
ず
、
家
族
同
様
、

丁
寧
に
扱
わ
れ
た
。
こ
の
頃
か
ら
義
家
と
清
衡
と
の
間
に
は
、
一
定
の
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信
頼
関
係
が
生
ま
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
機
会
を
覗
っ
て
い
た
家
衡
は
、
味
方
の
兵
を
計
画
的
に
集

め
、
清
衡
が
江
刺
の
館
を
留
守
に
す
る
と
き
を
狙
っ
て
、
江
刺
の
館
を

襲
撃
し
た
。
館
に
い
た
妻
子
を
人
質
に
し
て
、
戻
っ
て
き
た
清
衡
を
亡

き
も
の
に
し
よ
う
と
画
策
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
成
功
せ
ず
、
清
衡

の
妻
子
は
無
残
に
も
全
員
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
清
衡
が
死
ね
ば
、
清

衡
の
遺
領
は
す
べ
て
自
分
の
も
の
に
な
る
と
い
う
家
衡
の
計
画
は
失

敗
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
同
じ
館
に
い
た
成
衡
、
徳
姫
は
無
事
で

あ
っ
た
。
家
衡
に
と
っ
て
は
、
こ
の
夫
婦
は
不
要
な
者
た
ち
で
あ
っ
た

が
、
こ
こ
で
殺
し
て
し
ま
え
ば
、
徳
姫
の
兄
で
あ
る
陸
奥
守
義
家
の
限

り
な
い
反
感
を
買
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
避
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

家
衡
は
、
襲
撃
の
後
、
本
拠
地
の
沼
柵
（
秋
田
県
横
手
市
雄
物
川
町
）

に
立
て
こ
も
っ
た
。
義
家
は
、
清
衡
の
訴
え
を
受
け
、
自
ら
下
し
た
裁

定
に
反
逆
し
て
清
衡
を
殺
そ
う
と
し
た
家
衡
を
討
伐
す
べ
く
、
清
衡
と

と
も
に
沼
柵
に
向
か
っ
た
。
し
か
し
、
準
備
不
足
と
季
節
が
冬
で
あ
っ

た
た
め
、
義
家
・
清
衡
の
連
合
軍
は
、
敗
退
し
た
。

年
が
明
け
て
、
１
０
８
７
年
、
家
衡
は
叔
父
の
清
原
武
衡
の
誘
い
に

の
り
、
武
衡
の
本
拠
地
で
あ
る
、
よ
り
堅
固
な
金
沢
柵
（
秋
田
県
横
手

市
金
沢
地
区
）
に
移
り
、
立
て
こ
も
っ
た
。
義
家
・
清
衡
の
連
合
軍
は
、

義
家
の
弟
で
あ
る
義
光
の
都
か
ら
の
来
援
も
あ
り
、
数
万
の
兵
を
動
員

し
て
金
沢
柵
を
包
囲
し
た
。
金
沢
柵
は
激
し
い
攻
撃
に
も
抵
抗
し
た
が
、

吉
彦
秀
武
の
献
策
に
よ
る
兵
糧
攻
め
に
よ
っ
て
、
陥
落
し
た
。
家
衡
は

逃
走
し
よ
う
と
し
て
討
た
れ
、
武
衡
は
捕
ら
え
ら
れ
て
斬
ら
れ
た
。
こ

の
と
き
の
敗
者
に
対
す
る
処
遇
は
過
酷
な
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
清
原

軍
の
兵
や
妻
子
が
虐
殺
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
こ
の
合
戦
は
終
了
し
、
前

九
年
の
役
以
降
、
陸
奥
の
支
配
者
で
あ
っ
た
清
原
氏
は
滅
亡
し
た
。

後
三
年
の
役
に
勝
利
し
た
義
家
だ
が
、
朝
廷
か
ら
は
こ
の
戦
い
が
清

原
氏
の
私
闘
と
さ
れ
、
何
の
恩
賞
も
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
配
下

と
し
て
戦
っ
て
く
れ
た
板
東
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
将
士
た
ち
に

は
、
私
財
を
投
じ
て
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
こ

と
が
、
子
孫
で
あ
る
義
朝
、
頼
朝
ら
が
成
し
え
た
坂
東
で
の
三
河
源
氏

を
中
心
と
す
る
武
士
団
形
成
の
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
。

義
家
は
、
八
幡
太
郎
の
通
称
で
知
ら
れ
る
武
将
で
あ
る
。
前
九
年
の

役
、
後
三
年
の
役
に
お
け
る
働
き
な
ど
数
多
く
の
伝
承
や
伝
説
が
残
さ

れ
て
い
る
。

義
家
が
、
後
三
年
の
役
の
終
結
後
、
京
に
戻
る
途
中
、
勿
来
の
関
で

詠
ん
だ
有
名
な
和
歌
が
あ
る
。
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吹
く
風
を

な
こ
そ
の
関
と

思
へ
ど
も

道
も
せ
に
散
る

山
桜
か
な

勿
来
の
関
は
陸
奥
へ
の
入
口
の
関
に
あ
た
る
。
「
な
こ
そ
」
は
来
る

な
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
陸
奥
守
の
任
を
解
か
れ
て
陸
奥
を
去
っ
て

い
く
義
家
に
と
っ
て
は
、
ず
っ
と
思
い
描
い
て
い
た
陸
奥
の
国
へ
の
思

い
と
の
決
別
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
の
義
家
の
人
生
は
、
朝
廷

内
で
の
立
場
も
芳
し
く
な
く
、
一
族
内
で
の
紛
争
な
ど
も
あ
っ
て
、
必

ず
し
も
順
調
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
、
子
孫
で
あ
る
源
頼
朝

が
鎌
倉
幕
府
を
開
く
ま
で
の
過
程
な
ど
に
お
い
て
、
義
家
の
陸
奥
で
の

働
き
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
は
前
述
し
た
と
お
り
だ
。

い
く
年
も

慕
い
続
け
た

異
母
兄
の

溢
れ
た
笑
顔
に

父
を
重
ね
る

駆
け
引
き
の

道
具
に
な
り
し

江
刺
の
地

暮
ら
し
そ
つ
な
し

思
い
の
ま
ま
に

母
子
と
も

炎
の
な
か
に

消
え
去
り
ぬ

南
無
阿
弥
陀
仏

切
な
さ
誘
う

■

江
刺
か
ら
平
泉
へ

後
三
年
の
役
の
後
、
清
衡
も
何
の
恩
賞
も
な
く
、
官
位
を
受
け
る
こ

と
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、
主
だ
っ
た
清
原
氏
の
統
率
者
は
亡
く
な
っ
た
。

成
衡
に
し
て
も
真
衡
の
死
後
の
清
原
氏
を
継
承
す
る
の
は
任
が
重
す

ぎ
た
。
必
然
的
に
、
清
衡
は
、
清
原
氏
、
安
倍
氏
の
生
き
残
り
と
し
て
、

ま
た
実
力
者
と
し
て
、
奥
州
全
体
を
束
ね
る
統
治
者
の
地
位
を
築
い
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

成
衡
と
徳
姫
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
真
衡
の
養
子
で
あ
る
の
で
、

清
衡
に
と
っ
て
は
義
理
の
甥
と
姪
で
あ
る
。
改
め
て
家
族
の
一
員
に
加

え
た
で
あ
ろ
う
。
妻
子
が
殺
さ
れ
て
か
ら
間
も
な
い
時
期
だ
け
に
、
同

じ
館
で
暮
ら
し
て
い
る
義
理
の
家
族
と
し
て
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
こ
の
扱
い
は
、
都
の
義
家
に
対
し
て
の
配
慮
で
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
成
衡
に
つ
い
て
は
、
後
三
年
の
役
の
最
中

に
討
ち
死
に
し
た
説
や
下
野
国
塩
谷
郡
で
、
義
家
の
勘
気
を
被
り
討
伐

さ
れ
た
説
が
あ
る
。

成
衡
と
徳
姫
は
、
後
三
年
の
役
の
後
も
江
刺
の
館
に
居
住
し
た
。
奥

州
は
大
き
な
戦
は
な
く
、
し
ば
ら
く
は
平
和
な
時
代
が
到
来
し
た
。
改

め
て
、
平
穏
な
新
婚
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
で
、

清
衡
と
そ
の
配
下
は
、
新
た
な
統
治
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
た
め
、
繁
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忙
を
極
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
成
衡
も
配
下
の
一
人
と
し
て
、
そ
れ
ら

の
執
務
に
あ
た
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

成
衡
は
、
岩
城
へ
戻
れ
ば
、
岩
城
氏
の
当
主
に
な
る
べ
き
人
で
あ
り
、

清
衡
が
奥
州
を
ま
と
め
あ
げ
て
い
く
の
に
も
必
要
な
人
材
で
あ
っ
た
。

清
衡
に
と
っ
て
都
合
の
よ
か
っ
た
の
は
、
岩
城
の
所
領
を
成
衡
に
安
堵

し
、
平
泉
の
旗
下
と
し
て
陸
奥
の
浜
街
道
最
南
部
の
岩
城
を
統
治
で
き

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
、
源
義
光
は
、
岩
城
の
菊
多
郡
を
拠
点
に
常

陸
の
北
部
で
勢
力
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。
後
の
佐
竹
氏
で
あ
る
。
奥

州
側
の
清
衡
に
と
っ
て
も
、
こ
の
勢
力
と
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
く

必
要
が
あ
り
、
岩
城
氏
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

成
衡
は
、
機
を
見
て
、
清
衡
の
負
託
を
受
け
、
岩
城
の
地
に
赴
い
て

い
っ
た
。
成
衡
と
の
間
に
は
す
で
に
子
供
が
い
た
可
能
性
も
高
く
、
岩

城
で
妻
子
を
迎
え
入
れ
る
準
備
も
し
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
。
成
衡
は
、

そ
の
後
も
清
衡
の
も
と
に
い
た
徳
姫
と
岩
城
の
間
を
何
度
か
往
復
し

て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

清
衡
は
、
江
刺
（
江
刺
郡
豊
田
館
）
か
ら
平
泉
に
宿
館
を
移
し
た
。

こ
の
平
泉
進
出
は
、
陸
奥
北
部
を
開
拓
し
、
蝦
夷
と
の
境
界
を
津
軽
海

峡
ま
で
北
進
さ
せ
る
と
い
う
国
策
と
深
く
関
係
し
て
い
た
と
云
わ
れ

る
。
ま
た
平
泉
は
、
水
陸
交
通
の
要
衝
の
地
で
あ
り
、
す
で
に
任
官
し

て
い
た
押
領
使
と
し
て
、
奥
羽
両
国
を
押
領
し
よ
う
と
す
る
意
思
表
明

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
実
際
に
移
っ
た
の
は
、
１
０
９
９
～
１
１
０
４

年
頃
で
、
そ
の
あ
と
、
中
尊
寺
の
造
営
が
着
手
さ
れ
た
。

清
水
の

湧
き
あ
が
る
里

平
泉

極
楽
浄
土

世
は
平
ら
か
に

世
は
ま
さ
に

光
輝
く

金
色
堂

思
い
の
ま
ま
に

時
代
は
移
り

都
か
ら

遠
く
離
れ
た

み
ち
の
く
の

仏
の
世
界

四
方
八
方
に

白
鹿
の

お
告
げ
伝
え
し

毛
越
寺

華
麗
な
る
池

延
年
の
舞

野
に
響
く

新
た
な
都
邑(

と
ゆ
う)

の

槌
音
に

遠
く
離
れ
た

我
が
君
の
こ
と
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■

い
わ
き
平

徳
姫
が
岩
城
に
向
か
っ
た
の
は
、
す
で
に
４
０
歳
近
く
の
こ
と
で
、

す
で
に
中
尊
寺
の
造
営
も
着
手
さ
れ
て
い
た
。
何
人
か
の
子
供
た
ち
を

従
え
て
の
旅
立
ち
で
あ
っ
た
。
徳
姫
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
旅
立

ち
は
、
多
気
の
里
か
ら
胆
沢
に
向
か
っ
た
婚
儀
の
と
き
以
来
で
あ
る
。

清
衡
に
と
っ
て
も
、
長
年
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
て
き
た
徳
姫
や
そ
の
子

供
た
ち
と
の
別
れ
は
、
大
い
に
寂
し
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す

で
に
徳
姫
は
清
衡
の
養
女
で
あ
り
、
改
め
て
岩
城
へ
の
嫁
入
り
で
あ
っ

た
。平

泉
か
ら
岩
城
へ
は
、
女
、
子
供
中
心
の
旅
で
あ
る
の
で
、
１
０
日

あ
ま
り
要
し
た
。
出
迎
え
た
岩
城
氏
一
族
や
岩
城
の
人
々
か
ら
す
れ
ば
、

徳
姫
は
、
年
も
若
く
も
な
く
子
供
も
い
る
の
だ
が
、
高
貴
で
気
品
の
あ

る
、
平
泉
か
ら
の
花
嫁
に
見
え
た
。

常
磐
線
い
わ
き
駅
（
旧
平
駅
）
の
す
ぐ
北
側
は
高
台
の
へ
り
に
な
っ

て
い
て
、
江
戸
時
代
の
初
め
、
鳥
居
忠
政
が
築
城
し
た
磐
城
平
城
の
城

址
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
も
と
も
と
飯
野
八
幡
宮
が
あ
っ
た
が
、
築
城
時

に
遷
宮
し
、
現
在
は
数
百
ｍ
ほ
ど
西
の
八
幡
小
路
に
あ
る
。
岩
城
氏
は
、

岩
城
四
十
八
館
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
周
辺
各
所
に
一
族
の
拠
点
を
置

い
て
い
る
が
、
こ
の
磐
城
平
城
が
あ
っ
た
場
所
こ
そ
、
も
と
も
と
の
本

拠
地
で
あ
っ
た
。
徳
姫
の
時
代
も
こ
の
場
所
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
い
わ
き
平
」
と
呼
ば
れ
る
夏
井
川
と
そ
の
支
流
流
域
の
、
平

坦
な
低
地
が
眺
望
で
き
る
場
所
で
あ
る
。

群
馬
県
生
ま
れ
の
明
治
、
大
正
時
代
の
詩
人
、
山
村
暮
鳥(

ぼ
ち
ょ

う)

の
有
名
な
詩
「
雲
」
が
あ
る
。
徳
姫
の
時
代
か
ら
変
わ
ら
な
い
原

風
景
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

お
う
い
雲
よ

ゆ
う
ゆ
う
と

馬
鹿
に
の
ん
き
そ
う
じ
ゃ
な
い
か

ど
こ
ま
で
ゆ
く
ん
だ

ず
つ
と
磐
城
平
の
方
ま
で
ゆ
く
ん
か

飯
野
八
幡
宮
の
社
伝
に
は
、
「
康
平
６
年
（
１
０
６
３
）
源
頼
義
が

奥
州
合
戦
（
前
九
年
の
役
）
出
征
の
時
、
京
都
石
清
水
八
幡
宮
を
必
勝

祈
願
の
た
め
勧
請
し
た
と
い
う
。
（
中
略
）
室
町
時
代
に
は
神
領
の
減

少
が
見
ら
れ
た
が
、
菊
田
・
磐
崎
・
磐
城
・
楢
葉
・
標
葉
の
岩
城
五
郡

の
総
社
と
し
て
、
岩
城
氏
を
始
め
一
般
庶
民
か
ら
も
厚
い
信
仰
を
受
け

た
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
、
徳
姫
の
父
で
あ
る
頼
義
が
、
こ

の
地
を
訪
れ
、
必
勝
祈
願
を
し
た
と
い
う
の
も
何
か
の
縁
で
あ
ろ
う
。
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聞
き
た
く
て

声
主
の
も
と

近
づ
く
も

姿
は
見
え
ず

夢
の
彼
方
に

松
が
浦

我
が
思
う
程
に

波
高
く

今
も
忘
れ
じ

潮
騒
愛
し

晩
秋
の

浜
海
道
は

い
つ
に
な
く

脚
ど
り
軽
く

紅
葉
色
づ
く

岩
城
へ
は

い
づ
く
の
道
ぞ

か
も
め
さ
え

な
ぞ
る
遥
か
な

午
の
あ
た
り
へ

夏
井
川

渡
れ
ば
平

冬
支
度

岩
城
の
里
は

賑
わ
い
の
な
か

■

成
衡
の
死

こ
の
こ
ろ
、
陸
奥
菊
田
荘
（
い
わ
き
市
南
部
）
を
支
配
下
に
お
い
た

源
義
光
は
、
常
陸
の
奥
七
郡
へ
も
領
地
を
広
げ
て
い
た
。
１
１
０
６
年

に
は
、
常
陸
大
掾
上
総
介
平
重
幹
と
組
ん
で
、
下
野
国
源
義
国
（
義
家

三
男
、
足
利
氏
、
新
田
氏
の
祖
）
と
戦
っ
て
い
る
。
常
陸
合
戦
で
あ
る
。

成
衡
も
、
清
衡
と
の
関
係
も
あ
り
、
義
光
の
要
請
で
、
岩
城
か
ら
参
戦

し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
、
成
衡
は
下
野
国
塩
谷

郡
氏
家
・
風
見
館
で
討
ち
死
に
し
て
し
ま
っ
た
。
義
家
の
勘
気
を
被
っ

た
と
い
う
の
は
こ
の
と
き
か
も
し
れ
な
い
。
５
１
歳
で
死
亡
し
た
と
い

う
説
も
あ
る
。
こ
の
悲
報
は
、
徳
姫
や
子
供
た
ち
に
は
す
ぐ
に
も
た
ら

さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

海
道
小
太
郎
・
成
衡
は
、
後
三
年
の
役
の
発
端
に
な
っ
た
人
物
と
し

て
、
関
連
す
る
文
書
に
は
、
必
ず
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
が
、
彼
の
足

跡
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
成
衡
は
、
５
子
の
親
と
し

て
、
岩
城
氏
の
系
図
上
（
系
図
上
は
隆
行
と
記
さ
れ
て
い
る
）
に
残
さ

れ
て
い
る
。
死
後
そ
れ
ぞ
れ
に
領
地
が
分
与
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る

が
、
多
く
の
子
を
授
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
岩
城
氏
の
繁
栄
の
礎

を
築
い
た
人
物
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

領
地
分
与
と
い
っ
て
も
、
主
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
の
は
、
徳
姫
以

外
に
い
な
か
っ
た
。
平
泉
の
威
光
も
大
き
く
、
子
供
の
領
分
を
決
め
て

い
く
の
は
自
分
し
か
い
な
い
と
思
っ
た
は
ず
だ
。
第
一
子
隆
祐
は
楢
葉

郡
を
、
第
二
子
隆
衡
は
岩
城
郡
を
、
第
三
子
隆
久
は
岩
崎
郡
を
、
第
四
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子
隆
義
は
標
葉
郡
を
、
第
五
子
隆
行
は
行
方
郡
を
所
領
と
し
た
。
宗
家

を
継
い
だ
の
は
第
二
子
隆
衡
で
あ
っ
た
。

徳
姫
が
い
る
限
り
、
領
地
分
与
し
た
子
供
た
ち
の
統
制
も
充
分
と
れ

て
い
た
。
さ
ら
に
、
徳
姫
は
、
新
た
な
田
園
の
開
拓
に
も
尽
力
し
て
い

た
。
平
泉
の
後
見
も
あ
り
、
徳
姫
在
世
中
は
、
こ
の
地
域
の
政
治
の
中

心
は
、
徳
姫
に
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
皮
肉
に
も
、
成
衡
の
死

後
の
何
十
年
か
は
、
岩
城
氏
が
最
も
繁
栄
し
た
時
代
だ
っ
た
。

戦
地
へ
の

道
の
り
遠
く

見
送
り
て

御
守
り
一
つ

無
事
を
祈
る

胸
騒
ぎ

知
ら
せ
悲
し
く

立
ち
す
く
む

こ
こ
ろ
乱
れ
し

暗
闇
の
な
か

■

平
泉
へ
の
憧
憬

徳
姫
が
岩
城
の
地
に
移
り
住
ん
で
以
降
も
、
平
泉
の
建
設
は
少
し
ず

つ
着
実
に
進
ん
で
い
た
。
中
尊
寺
も
完
成
し
、
基
衡
の
時
代
に
な
り
、

観
自
在
王
院
の
造
営
も
始
ま
っ
て
い
た
。
徳
姫
の
も
と
へ
も
、
こ
と
あ

る
ご
と
に
、
そ
れ
ら
の
様
子
が
知
ら
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
平
泉
が
ど

の
よ
う
に
発
展
し
て
い
る
の
か
、
有
様
を
目
の
中
に
浮
か
べ
て
い
く

日
々
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
岩
城
の
地
も
平
泉
に
な
ぞ
ら
え
て
、
見
て

い
た
よ
う
に
思
う
。

高
台
に
あ
っ
た
岩
城
の
館
の
周
囲
は
、
東
に
夏
井
川
、
北
に
夏
井
川

の
支
流
の
好
間
川
が
流
れ
、
南
に
は
、
や
は
り
夏
井
川
の
支
流
の
新
川

が
流
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
川
は
、
す
べ
て
阿
武
隈
山
地
を
水
源
と
し

て
い
る
。
と
く
に
南
側
の
新
川
流
域
は
、
平
坦
な
田
園
地
域
が
広
が
っ

て
い
た
。
「
い
わ
き
平
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

眼
下
の
新
川
を
川
上
へ
し
ば
ら
く
た
ど
っ
て
行
け
ば
、
阿
武
隈
山
地

の
ふ
も
と
に
た
ど
り
着
く
。
そ
の
ふ
も
と
の
近
く
に
、
川
の
出
口
の
東

側
を
除
く
三
方
が
山
で
囲
ま
れ
、
ぽ
っ
か
り
と
空
い
た
平
坦
地
が
あ
る
。

落
ち
着
き
の
あ
る
、
居
心
地
の
良
さ
そ
う
な
場
所
だ
。
現
在
の
地
名
で

は
、
い
わ
き
市
内
郷
白
水
町
広
畑
で
あ
る
。
こ
の
土
地
を
平
泉
の
泉
を

分
解
し
て
白
水
と
名
付
け
た
と
い
う
い
わ
れ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新

川
の
こ
こ
か
ら
東
側
の
平
坦
地
を
「
平
」
、
西
側
を
「
白
水
」
と
呼
ぶ

よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
白
水
の
名
は
、
阿
武
隈
山
地
か
ら
の
水

が
清
水
で
あ
っ
た
こ
と
も
由
来
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

「
平
」
と
い
う
の
は
、
平
氏
の
平
や
、
平
坦
地
の
平
と
い
う
説
も
有
力
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で
あ
る
。

徳
姫
は
、
岩
城
に
住
ん
で
以
来
、
館
の
あ
る
平
か
ら
白
水
ま
で
何
度

も
訪
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
平
か
ら
白
水
ま
で
は
、
子
供
の
足
で

も
容
易
に
日
帰
り
で
き
る
距
離
で
あ
る
。
こ
の
新
川
を
た
ど
る
道
は
、

周
囲
が
田
園
地
帯
で
あ
り
、
民
の
暮
ら
し
も
よ
く
観
察
で
き
て
い
た
だ

ろ
う
と
思
う
。
平
泉
で
は
、
奥
州
の
都
づ
く
り
も
最
終
段
階
に
な
っ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
平
か
ら
白
水
ま
で
往
来
を
通
し
て
、
こ
の
白

水
の
地
に
も
、
平
泉
に
模
し
た
建
造
物
を
造
営
し
よ
う
決
意
し
た
に
違

い
な
い
。

新
川
の

川
の
流
れ
に

逆
ら
い
て

明
日
へ
架
け
る

尼
子
の
御
橋

常
盤
路
の

奥
に
入
山

山
遊
び

大
市
姫
命(

お
い
ち
ひ
め
の
み
こ
と)

心
や
す
ら
か

■

白
水
阿
弥
陀
堂

新
川
も
、
夏
井
川
も
、
人
々
に
大
き
な
恵
み
を
与
え
て
く
れ
て
い
る

川
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
雨
期
に
は
甚
大
な
水
害
を
も
た
ら
す
危
険
な

川
で
も
あ
っ
た
。
い
わ
き
市
平
と
い
わ
き
市
内
郷
の
境
界
付
近
に
、
県

道
２
０
号
線
（
旧
国
道
６
号
）
が
こ
の
新
川
を
横
切
っ
て
い
る
箇
所
が

あ
る
。
当
時
、
こ
の
近
辺
で
は
新
川
が
一
旦
氾
濫
す
る
と
海
の
よ
う
に

な
り
、
平
と
内
郷
間
の
往
来
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
の
難
を
救

う
た
め
に
、
徳
姫
が
資
金
を
出
し
て
、
架
橋
さ
せ
た
。
夫
の
死
後
、
徳

姫
は
剃
髪
し
て
徳
尼
御
前
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
、
完
成
し
た
橋
は
、

「
尼
子
橋
」
と
呼
ば
れ
た
。
現
在
の
尼
子
橋
は
、
こ
の
尼
子
橋
の
上
流

約
２
５
０
ｍ
に
位
置
す
る
県
道
２
０
号
（
旧
国
道
６
号
）
に
架
け
ら
れ

て
い
る
。
旧
来
の
尼
子
橋
も
昭
和
５
８
年
に
架
け
替
え
ら
れ
、
白
水
阿

弥
陀
堂
の
浄
土
式
庭
園
の
池
に
架
け
ら
れ
た
朱
塗
り
の
橋
と
同
じ
形

状
と
な
っ
て
い
る
。

徳
姫
は
、
夫
の
菩
提
を
弔
う
た
め
、
白
水
に
阿
弥
陀
堂
を
造
営
す
る

こ
と
を
発
願
し
た
。
菩
提
を
弔
う
対
象
は
、
夫
の
み
で
な
く
、
岩
城
氏

一
族
の
代
々
の
霊
に
対
し
て
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
生

き
て
き
た
間
に
亡
く
し
た
全
て
の
霊
に
対
し
て
で
も
あ
ろ
う
。
資
金
供
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出
に
つ
い
て
も
、
夫
の
菩
提
だ
け
の
名
目
で
は
、
一
族
周
辺
の
理
解
を

得
る
の
は
難
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
岩
城
氏
始
祖
の
則
道
の
霊
を
筆
頭

に
祀
る
こ
と
に
し
た
た
め
、
則
道
と
弔
う
側
の
筆
頭
で
あ
る
徳
姫
が
夫

婦
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
、
後
世
に
伝
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

造
営
す
る
も
の
は
、
菩
提
を
弔
う
た
め
寺
と
、
仏
教
の
浄
土
思
想
に

基
づ
き
、
阿
弥
陀
如
来
が
住
ま
う
極
楽
浄
土
を
具
現
化
し
た
広
大
な
浄

土
庭
園
と
阿
弥
陀
堂
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
様
式
は
、
平
泉
の
影
響
を
色

濃
く
受
け
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
模
倣
し
た
も
の
と
い
え
る
。
金
箔
は

施
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
堂
の
形
状
は
、
平
泉
金
色
堂
と
そ
っ
く
り

だ
。し

か
し
、
徳
姫
の
そ
の
願
い
は
す
ぐ
に
実
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
ず
、
資
金
の
調
達
が
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
裏
付
け

を
基
に
し
て
、
計
画
し
て
実
行
す
る
人
材
と
、
実
際
に
金
色
堂
を
造
営

し
た
技
術
者
を
、
平
泉
か
ら
呼
び
寄
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
木

材
な
ど
の
建
築
材
料
も
調
達
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
仏
像
を
製
作

す
る
仏
師
や
壁
に
極
楽
浄
土
を
描
く
た
め
の
絵
師
な
ど
を
集
め
る
の

も
大
変
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
現
在
で
は
当
時
の
壁

画
な
ど
は
ほ
ぼ
失
わ
れ
て
い
る
。
寺
（
現
在
、
真
言
宗
智
山
派
菩
提
山

願
成
寺
）
を
含
め
て
、
完
成
し
た
の
は
、
１
１
６
０
年
と
云
わ
れ
る
。

徳
姫
は
、
こ
の
と
き
９
０
歳
半
ば
に
な
っ
て
い
た
。
当
時
と
し
て
は
、

相
当
に
長
生
き
し
た
人
で
あ
っ
た
。

白
水
阿
弥
陀
堂
の
造
営
資
金
を
、
地
方
の
豪
族
が
単
独
で
捻
出
す
る

こ
と
は
大
変
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
徳
姫
に
は
、
企
画
力
に
加
え
て
、
財

力
と
そ
れ
を
執
行
し
て
い
く
力
が
あ
っ
た
。
地
元
の
郷
土
史
で
は
、
徳

姫
を
「
当
時
の
い
わ
き
の
文
化
に
功
績
を
残
し
た
偉
大
な
人
物
で
あ

る
」
と
賞
賛
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
化
面
の
み
で
な
く
、
女
性
な
が

ら
政
治
、
経
済
、
そ
の
他
社
会
事
業
全
般
に
至
る
ま
で
、
残
し
た
功
績

は
大
き
く
、
そ
れ
ら
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

徳
姫
の
享
年
は
不
明
だ
。
徳
姫
の
死
後
、
奥
州
も
時
代
は
次
第
に
移

り
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
義
家
の
子
孫
の
頼
朝
が
伊
豆
で
挙
兵
し
た
の
は

１
１
８
０
年
で
、
そ
の
後
鎌
倉
幕
府
を
開
い
て
い
る
。
奥
州
藤
原
氏
も

泰
衡
の
時
代
に
な
り
、
１
１
８
９
年
に
滅
亡
し
た
。

阿
武
隈
の

南
の
果
て
の

湯
の
岳
の

そ
の
麓(

ふ
も
と)

な
り

白
水
の
里

黄
金
色

新
川
沿
い
に

た
ど
り
行
く

秋
色
染
ま
る

阿
弥
陀
堂
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新
緑
の

山
は
萌
え
て
も

藤
の
花

薄
紫
の

匂
い
を
誘
う

池
越
し
に

見
ゆ
る
お
堂
は

我
が
君
の

在
り
し
日
姿

想
い
起
こ
さ
る

お
御
堂
の

ほ
の
か
な
灯
り

誘
わ
れ
て

輝
き
放
つ

柄
杓(
ひ
し
ゃ
く)

星
見
る

■

結
び

２
０
２
３
年
９
月
８
日
か
ら
９
日
に
か
け
て
、
台
風
１
３
号
は
こ
の

地
区
に
未
曽
有
の
水
害
を
も
た
ら
し
た
。
新
川
の
支
流
を
含
め
た
、
主

に
上
流
域
で
多
く
の
浸
水
箇
所
が
発
生
し
た
。
白
水
阿
弥
陀
堂
も
泥
水

の
上
に
堂
の
上
部
が
見
え
る
く
ら
い
に
な
る
ま
で
、
域
内
全
体
が
水
没

し
た
。
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
い
る
重
要
文
化
財
の
仏
像
に
は
被
害
が
な

か
っ
た
こ
と
と
、
比
較
的
短
期
間
で
拝
観
再
開
で
き
た
の
が
、
不
幸
中

の
幸
い
で
あ
っ
た
。

阿
弥
陀
堂
の
入
口
か
ら
願
成
寺
に
向
か
っ
て
歩
く
と
、
白
水
常
盤

神
社
の
鳥
居
が
見
え
る
。
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
、
や
や
急
な
階
段
を
上
る

と
、
白
水
常
盤
神
社
が
あ
る
。
こ
の
神
社
は
、
大
市
姫
命
（
お
い
ち
ひ

め
の
み
こ
と
）
で
あ
る
徳
姫
（
徳
尼
）
を
祭
神
と
し
た
神
社
で
、
当
初

阿
弥
陀
堂
境
内
東
側
に
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
令

に
よ
り
現
在
の
場
所
に
移
設
さ
れ
て
い
る
。
高
肉
彫
の
鉄
製
懸
仏
聖
観

音
像
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
の
ぼ
り
旗
は

ピ
ン
ク
地
で
、
恋
愛
成
就
、
夫
婦
円
満
、
慈
愛
の
杜
、
白
水
常
磐
神
社

と
書
か
れ
て
い
る
。

知
人
の
家
で
こ
の
神
社
を
管
理
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
存
在
を
知
っ

て
い
た
し
、
参
拝
し
た
記
憶
も
あ
る
。
し
か
し
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
、

こ
の
文
章
を
書
こ
う
と
す
る
ま
で
、
徳
姫
が
祭
神
だ
と
い
う
認
識
が
な

か
っ
た
。
神
社
の
由
緒
書
き
も
見
て
い
る
と
思
う
の
で
、
真
剣
に
見
て

い
な
か
っ
た
か
、
忘
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
だ
。

こ
の
神
社
の
存
在
や
い
く
つ
か
の
伝
説
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
徳
姫

の
遺
徳
は
、
後
世
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
の
慈
悲
深
さ
は
、

彼
女
の
生
き
た
時
代
を
通
し
て
、
自
然
と
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

徳
姫
の
生
き
た
平
安
末
期
の
東
国
や
奥
州
で
は
、
貴
族
や
在
地
領
主

の
武
士
な
ど
の
勢
力
争
い
が
続
い
て
い
た
。
本
人
も
何
度
か
争
い
の
中
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で
、
手
痛
く
翻
弄
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
時
代
背
景
を
乗
り
越
え
て
、
阿

弥
陀
堂
を
造
営
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
楽
浄
土
を
具
現
化
し
た
。
彼

女
が
希
求
し
た
の
は
、
互
い
に
憎
し
み
合
う
こ
と
で
は
な
く
、
愛
が
溢

れ
、
人
々
が
豊
か
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
平
和
な
世
界
の
到
来
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
人
が
共
有
す
べ
き
願
い
で
あ
る
。

そ
よ
風
に

萌
え
る
緑
は

ま
ぶ
し
く
て

た
ゆ
ま
ぬ
命

今
惜
し
み
な
く

生
き
生
き
て

昔
の
友
の

声
遠
く

岩
城
の
里
は

今
日
も
晴
れ
や
か

（
抜
粋
）
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