
は
じ
め
に

那
須
与
一
は
、
源
平
の
合
戦
に
お
い
て
、
高
名
を
得
た
武
将
の
一

人
で
あ
る
。
し
か
し
、
矢
で
扇
を
射
貫
く
場
面
の
み
永
く
語
ら
れ
て

き
た
が
、
生
没
年
を
は
じ
め
と
し
て
殆
ど
知
ら
れ
ず
、
そ
の
実
在
さ

え
立
証
で
き
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
こ
の
那
須
与
一
に
つ
い
て
、

『
平
家
物
語
』
が
ど
の
よ
う
な
役
割
と
し
て
こ
の
人
物
を
登
場
さ
せ

た
か
、
そ
の
人
物
像
の
描
か
れ
方
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
現
在
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の

通
り
で
あ
る
。

①
下
野
国
（
現
在
の
栃
木
県
）、
那
須
の
地
に
生
ま
れ
た
。

②
「
与
一
」（
余
一
）
の
名
は
、「
十
余
り
一
」
す
な
わ
ち
、
父
に
と

っ
て
与
一
は
十
一
男
に
あ
た
る
。

③
『
続
群
書
類
従
』「
那
須
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
藤
原
北
家
の
末
裔

す
け
た
か

須
藤
氏
の
一
族
で
、
那
須
太
郎
資
隆
（『
平
家
物
語
』
で
は
資
高
と

む
ね
た
か

表
記
）
の
子
、
名
は
宗
隆
（『
平
家
物
語
』
で
は
宗
高
と
表
記
）
と

な
っ
て
い
る
。

④
墓
所
は
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
年
）、
現
在
の
栃
木
県
大
田

原
市
に
、
那
須
資
景
が
那
須
氏
の
菩
提
寺
・
玄
性
寺
を
再
建
し
、
那

須
氏
で
は
、
こ
れ
以
降
、
こ
ち
ら
を
本
墓
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

那
須
与
一
が
亡
く
な
っ
た
の
は
京
都
で
、
京
都
市
東
山
区
の
泉
涌
寺

そ
く
じ
よ
う
い
ん

手
前
に
あ
る
、
即
成
院
と
い
う
寺
に
納
骨
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
兄

の
資
之
が
功
照
院
と
い
う
寺
を
建
立
し
、
分
骨
を
埋
葬
し
た
が
、
こ

の
功
照
院
が
廃
寺
と
な
り
、
玄
性
寺
と
し
て
再
建
さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。屋

島
の
合
戦
で
扇
を
射
貫
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
与
一
の
名

は
歴
史
に
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
那
須
太
郎
資
隆
の
第

十
一
男
与
一
は
、
扇
を
射
貫
い
た
結
果
、
頼
朝
よ
り
五
カ
国
に
荘
園

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
那
須
与
一
の
人
物
像
の
形
成

四
重
田

陽

美
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（
丹
後
国
五
賀
荘
・
若
狭
国
東
宮
荘
・
武
蔵
国
太
田
荘
・
信
濃
国
角

豆
荘
・
備
中
国
後
月
郡
荏
原
荘
（
現
在
の
岡
山
県
井
原
市
西
江
原
））

を
賜
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
が
、『
平
家
物
語
』
流
布
の
結
果
、
那
須

に
与
一
あ
り
、
と
後
代
に
ま
で
名
が
残
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
第
一
章
で
は
、
語
り
本
系
『
平
家
物
語
』
の
代
表
と

し
て
、『
覚
一
本
平
家
物
語
』
を
用
い
て
、
那
須
与
一
が
ど
の
よ
う

な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
を
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
章
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
に
描
か
れ
る

那
須
与
一
像

一
一
八
四
年
一
月
、
平
家
は
一
の
谷
の
戦
い
で
敗
れ
、
そ
の
後
は

讃
岐
国
屋
島
（
現
在
の
香
川
県
高
松
市
屋
島
）
に
陣
を
構
え
、
安
徳

天
皇
の
も
と
、
内
裏
を
造
営
し
行
事
を
執
り
行
っ
て
い
た
。
こ
の
屋

島
に
、
一
一
八
五
年
二
月
、
源
義
経
軍
が
奇
襲
を
か
け
た
。
平
家
は

安
徳
天
皇
や
国
母
建
礼
門
院
、
二
位
尼
ら
の
女
性
た
ち
も
含
め
て
海

上
へ
遁
れ
、
船
戦
に
長
け
た
平
教
経
は
、
船
の
上
か
ら
義
経
を
狙

う
。
義
経
の
家
来
た
ち
が
体
を
張
っ
て
義
経
を
護
り
、
奥
州
か
ら
義

経
軍
の
一
員
と
し
て
従
軍
し
て
い
た
佐
藤
継
信
は
、
こ
の
と
き
義
経

の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
命
を
落
と
し
て
い
る
。
戦
い
が
膠
着
し
、
義

経
も
今
日
は
終
わ
り
か
と
馬
を
引
こ
う
と
し
た
と
き
、
海
上
の
平
家

軍
か
ら
一
艘
の
小
舟
が
水
際
の
方
に
向
か
っ
て
漕
ぎ
出
さ
れ
る
。

『
覚
一
本
平
家
物
語
』
巻
第
十
一
「
那
須
与
一
」
で
は
、
小
舟
は

磯
へ
七
八
段
（
一
段
は
一
〇
、
九
ｍ
）
程
で
横
向
け
に
な
り
、

舟
の
う
ち
よ
り
、
齡
十
八
九
ば
か
り
な
る
女
房
の
、
誠
に
優
に

い
つ
つ
ぎ
ぬ

み
な
ぐ
れ
な
ゐ

美
し
き
が
、
柳
の
五
衣
に
、
紅
の
袴
着
て
、
皆
紅
の
扇
の
日

出
だ
し
た
る
を
、
舟
の
せ
が
ひ
に
は
さ
み
立
て
て
、
陸
へ
む
い

て
ぞ
招
い
た
る
。

（
訳
）
船
の
中
か
ら
年
齢
十
八
、
九
ぐ
ら
い
の
女
房
で
、
い
か

に
も
優
雅
で
美
し
い
女
性
が
、
柳
の
襲
ね
色
の
五
衣
の
上
に
紅

の
袴
を
着
て
、
紅
一
色
の
扇
で
ま
ん
中
に
金
の
日
の
丸
を
描
い

た
扇
を
、
船
棚
に
は
さ
ん
で
立
て
て
、
陸
へ
向
い
て
手
招
き
を

し
た
。

突
然
現
れ
た
、
美
し
い
女
と
紅
一
色
の
扇
を
見
て
、
義
経
は
平
家
の

意
図
を
後
藤
兵
衛
実
基
に
尋
ね
る
。

「
射
よ
と
に
こ
そ
候
ふ
め
れ
。
た
だ
し
大
将
軍
、
矢
面
に
進
ん

で
傾
城
を
御
覽
ぜ
ば
、
手
だ
れ
に
ね
ら
う
て
、
射
落
と
せ
と
の

は
か
り
ご
と
と
覚
え
候
ふ
。
さ
も
候
へ
、
扇
を
ば
射
さ
せ
ら
る

べ
う
や
候
ふ
ら
ん
」
と
申
す
。

（
訳
）（
実
基
は
）「
射
よ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
義

経
殿
が
矢
の
前
に
進
ん
で
、
美
人
を
御
覧
に
な
る
と
、
弓
の
名
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手
に
命
じ
て
、
ね
ら
っ
て
あ
な
た
を
射
落
と
せ
と
い
う
計
略
と

思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
そ
う
で
も
、
扇
を
射
さ
せ
ら
れ
る
の
が

よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
申
し
あ
げ
る
。

誰
が
射
落
と
せ
る
か
、
義
経
の
問
い
に
、
実
基
は
、「
下
野
国
の

住
人
、
那
須
太
郎
資
高
が
子
に
、
与
一
宗
高
こ
そ
小
兵
で
候
へ
ど

も
、
手
き
き
で
候
へ
」
と
答
え
、「
賭
け
鳥
な
ん
ど
あ
ら
が
う
て
、

三
に
二
は
必
ず
射
落
と
す
も
の
で
候
ふ
」
と
説
明
し
て
い
る
。

呼
ば
れ
て
現
れ
た
与
一
は
、「
そ
の
こ
ろ
は
二
十
ば
か
り
の
男
」

で
、
義
経
が
扇
の
真
ん
中
を
射
よ
と
言
わ
れ
て
次
の
よ
う
に
答
え

る
。「

射
お
ほ
せ
候
は
ん
事
は
不
定
に
候
ふ
。
射
損
じ
候
ひ
な
ば
、

な
が
き
み
か
た
の
御
き
ず
に
て
候
ふ
べ
し
。
一
定
つ
か
ま
つ
ら

ん
ず
る
仁
に
仰
せ
付
け
ら
う
べ
う
や
候
ふ
ら
ん
」

（
訳
）「
う
ま
く
射
ぬ
く
よ
う
な
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ど
う
か
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。
も
し
は
ず
し
て
し
ま
い
ま
し
た
ら
、
長
く
味

方
の
御
名
に
疵
が
つ
く
で
し
ょ
う
。
確
実
に
さ
せ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
な
人
に
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
方
が
い
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」

関
東
か
ら
出
た
武
士
で
義
経
の
命
に
従
え
な
い
者
は
帰
れ
と
、
義

経
に
叱
ら
れ
て
、
重
ね
て
辞
退
し
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
た
の
か
、

那
須
与
一
は
前
に
出
て
、
海
へ
一
段
ば
か
り
入
っ
て
、
八
幡
大
菩
薩

を
祈
念
し
て
、
鏑
矢
を
放
つ
。
頃
は
二
月
十
八
日
、
酉
の
刻
、
つ
ま

り
午
後
六
時
頃
。

こ
ひ
や
う

ぶ
せ

小
兵
と
い
ふ
ぢ
や
う
十
二
束
三
伏
、
弓
は
強
し
、
浦
響
く
程

な
が
な
り

か
な
め
ぎ
は

長
鳴
し
て
、
あ
や
ま
た
ず
扇
の
要
際
一
寸
ば
か
り
置
い
て
、

ひ
い
ふ
つ
と
ぞ
射
切
つ
た
る
。
鏑
は
海
へ
入
り
け
れ
ば
、
扇
は

こ
く
う

空
へ
ぞ
あ
が
り
け
る
。
し
ば
し
は
虚
空
に
ひ
ら
め
き
け
る
が
、

ち

春
風
に
一
も
み
二
も
み
も
ま
れ
て
、
海
へ
さ
と
ぞ
散
つ
た
り
け

る
。
夕
日
の
輝
い
た
る
に
、
皆
紅
の
扇
の
日
出
だ
し
た
る
が
、

し
ら
な
み

た
だ
よ

白
波
の
上
に
漂
ひ
、
浮
き
ぬ
沈
み
ぬ
ゆ
ら
れ
け
れ
ば
、
沖
に
は

く
が

え
び
ら

平
家
ふ
な
ば
た
を
た
た
い
て
感
じ
た
り
。
陸
に
は
源
氏
箙
を
た

た
い
て
ど
よ
め
き
け
り
。

（
訳
）
与
一
は
小
柄
と
は
い
え
、
矢
は
十
二
束
三
伏
の
大
矢
で
、

弓
は
強
弓
、
鏑
矢
は
浦
一
帯
に
響
く
ほ
ど
長
く
鳴
り
わ
た
っ

て
、
間
違
い
な
く
扇
の
か
な
め
の
際
か
ら
一
寸
（＝

三
、
〇
三

㎝
）
ぐ
ら
い
上
を
、
ひ
ゅ
っ
と
射
切
っ
た
。
鏑
矢
は
海
へ
入
る

と
、
扇
は
空
へ
舞
い
上
が
っ
た
。
し
ば
ら
く
は
大
空
に
ひ
ら
ひ

ら
ひ
ら
め
い
た
が
、
春
風
に
一
も
み
二
も
み
も
ま
れ
て
、
海
へ

さ
っ
と
散
っ
た
。
夕
日
が
輝
い
た
中
に
、
紅
の
扇
で
日
の
描
か

れ
た
扇
が
、
白
い
波
の
上
に
漂
い
、
浮
い
た
り
沈
ん
だ
り
し
て
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ゆ
ら
ゆ
ら
揺
ら
れ
た
の
で
、
沖
で
は
、
平
家
が
船
ば
た
を
た
た

い
て
感
嘆
し
た
。
陸
で
は
、
源
氏
が
箙
（
矢
を
入
れ
る
武
具
）

を
た
た
い
て
ど
よ
め
い
た
。

夕
暮
れ
の
空
に
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
う
、
紅
に
金
の
太
陽
を
描
い
た
扇

が
や
が
て
海
に
落
ち
、
白
い
波
に
も
ま
れ
る
様
は
、
そ
の
場
に
い
な

く
て
も
想
像
に
難
く
な
い
美
し
い
場
面
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
八
〇
ｍ

ほ
ど
も
離
れ
て
い
る
上
に
、
波
に
も
ま
れ
て
上
下
す
る
扇
を
、
夕
暮

れ
の
風
の
中
よ
く
も
射
き
っ
た
那
須
与
一
の
腕
の
す
ば
ら
し
さ
と
、

そ
の
成
功
の
見
事
な
場
面
が
人
々
の
心
に
残
っ
て
永
く
語
り
継
が
れ

る
勇
姿
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、『
覚
一
本
平
家
物
語
』
で
は
こ
の
「
陸
に
は
源
氏
ゑ
び
ら

を
た
た
い
て
ど
よ
め
き
け
り
」
で
終
わ
る
「
那
須
与
一
」
の
、
次
の

章
の
「
弓
な
が
し
」
の
最
初
の
部
分
に
、
残
酷
と
も
評
価
さ
れ
る
こ

の
後
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

か
ん

た

お
ぼ

あ
ま
り
の
面
白
さ
に
、
感
に
堪
へ
ざ
る
に
や
と
覚
し
く
て
舟

い
つ
そ
ぢ

を
ど
し

の
う
ち
よ
り
、
年
五
十
ば
か
り
な
る
男
の
、
黒
革
縅
の
鎧
着
て

し
ら
へ

な
ぎ
な
た

白
柄
の
長
刀
持
つ
た
る
が
、
扇
立
て
た
り
け
る
所
に
立
つ
て
、

よ
し
も
り

舞
ひ
す
ま
し
た
り
。
伊
勢
三
郎
義
盛
、
与
一
が
後
ろ
へ
歩
ま
せ

ご
ぢ
や
う

つ
か
ま
つ

な
か
ざ
し

寄
つ
て
、「
御
諚
ぞ
、
仕
れ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
今
度
は
中
差

く
び

取
つ
て
打
ち
く
は
せ
、
よ
つ
引
い
て
し
や
頸
の
骨
を
ひ
や
う
ふ

ふ
な
ぞ
こ

か
た

つ
と
射
て
、
舟
底
へ
ま
つ
さ
か
さ
ま
に
射
倒
す
。
平
家
の
方
に

ゑ
び
ら

は
音
も
せ
ず
。
源
氏
の
方
に
は
又
箙
を
た
た
い
て
ど
よ
め
き
け

り
。「
あ
あ
、
射
た
り
」
と
い
ふ
人
も
あ
り
。
又
「
情
な
し
」

と
い
ふ
者
も
あ
り
。

（
訳
）
あ
ま
り
の
興
深
さ
に
、
感
に
た
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
と
思
わ
れ
て
船
の
中
か
ら
、
五
十
歳
ぐ
ら
い
の
男
で
、
黒
革

縅
の
鎧
を
着
て
白
柄
の
長
刀
を
持
っ
た
者
が
、
扇
を
立
て
て
あ

っ
た
所
に
立
っ
て
、
心
を
澄
ま
し
て
舞
っ
た
。
伊
勢
義
盛
は
那

須
与
一
の
後
ろ
へ
馬
を
進
ま
せ
て
近
寄
っ
て
、「
君
の
ご
命
令

だ
。
あ
れ
を
射
申
し
上
げ
よ
」
と
言
っ
た
の
で
、
与
一
は
、
今

度
は
中
差
矢
を
取
っ
て
弓
に
つ
が
え
、
十
分
引
き
し
ぼ
っ
て
そ

い
つ
の
首
の
骨
を
ひ
ょ
う
ふ
っ
と
射
て
、
船
底
へ
ま
っ
さ
か
さ

ま
に
射
倒
す
。
平
家
の
方
で
は
し
ん
と
し
て
何
の
音
も
し
な

い
。
源
氏
の
方
で
は
ま
た
箙
を
た
た
い
て
ど
よ
め
い
た
。「
あ

あ
、
よ
く
射
た
」
と
言
う
人
も
い
る
。
ま
た
、「
情
け
知
ら
ず

だ
」
と
言
う
者
も
い
る
。

つ
ま
り
、『
覚
一
本
平
家
物
語
』
に
お
い
て
は
、
那
須
与
一
の
勇

姿
を
描
く
こ
の
場
面
は
、
単
に
、
源
氏
に
華
々
し
い
成
果
を
あ
げ
た

武
士
が
い
た
こ
と
を
記
す
た
め
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

ま
ず
、
平
家
が
突
然
、
美
し
い
女
性
に
扇
を
あ
げ
さ
せ
た
理
由
に
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つ
い
て
は
語
ら
せ
ず
、
源
氏
側
で
武
士
た
ち
が
「
義
経
が
美
し
い
女

性
に
目
が
く
ら
ん
で
矢
面
に
立
っ
た
と
こ
ろ
を
射
殺
す
と
い
う
策
謀

で
は
な
い
か
」
と
勘
ぐ
ら
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
那
須
与
一
が
見
事

に
扇
を
射
貫
い
た
あ
と
、
夕
日
を
浴
び
て
海
上
に
落
ち
る
扇
の
美
し

さ
に
感
動
し
て
矢
面
に
飛
び
出
し
て
舞
っ
て
し
ま
う
平
家
の
男
を
、

し
か
も
、
五
〇
歳
に
も
な
る
老
人
を
、
那
須
与
一
は
、「
御
諚
」
の

一
言
で
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
射
殺
し
て
い
る
。

こ
の
象
徴
的
な
場
面
は
、
源
氏
が
戦
場
で
一
瞬
も
戦
い
の
こ
と
を

忘
れ
ず
、
矢
面
に
立
つ
敵
は
ど
の
よ
う
な
者
で
あ
ろ
う
と
射
殺
す
覚

悟
と
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
戦
場
に
女
性
を
立
た
せ
、

扇
を
射
さ
せ
て
、
そ
の
優
雅
さ
を
愛
で
る
平
家
と
の
決
定
的
な
違
い

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
覚
一
本
平
家
物
語
』
に

お
い
て
は
、
那
須
与
一
の
活
躍
も
、
那
須
与
一
を
賞
賛
す
る
た
め
だ

け
で
な
く
、
源
平
の
戦
い
に
対
す
る
意
識
の
違
い
を
示
す
も
の
と
し

て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
読
み
本
系
の
諸
本
で
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で

は
、
読
み
本
系
の
諸
本
の
一
つ
、『
延
慶
本
平
家
物
語
』
の
同
じ
場

面
が
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か
、
整
理
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

第
二
章
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
描
か
れ
る

那
須
与
一
像

ま
ず
、
扇
を
差
し
上
げ
た
船
が
現
れ
る
の
は
、
膠
着
状
態
で
今
日

の
戦
い
は
こ
れ
ま
で
か
と
義
経
が
考
え
た
頃
で
は
な
い
。

数
剋
戦
は
せ
け
る
ほ
ど
に
、
平
家
の
軍
兵
引
き
退
き
て
、
し
ば

し
た
め
ら
ひ
け
る
と
こ
ろ
に
、

（
訳
）
数
時
間
戦
わ
せ
た
頃
に
、
平
家
の
兵
が
さ
が
っ
て
、
し

ば
ら
く
心
を
鎮
め
た
と
こ
ろ
で

何
故
平
家
は
兵
を
引
い
た
の
か
、
義
経
が
不
審
に
思
い
つ
つ
、
そ

の
場
が
静
ま
り
か
え
る
、
そ
の
時
、
兵
を
一
人
も
乗
せ
な
い
船
が
、

渚
近
く
ま
で
漕
ぎ
寄
せ
て
、
一
丁
（＝

十
段
、
約
一
〇
九
ｍ
）
あ
ま

り
の
距
離
で
波
に
揺
ら
れ
、
船
の
中
か
ら
二
十
歳
ば
か
り
か
と
思
わ

れ
る
女
房
が
、「
皆
紅
の
扇
の
、
月
出
だ
し
た
る
」
を
差
し
出
す
。

「
是
を
射
よ
と
お
ぼ
し
く
て
、
源
氏
の
方
を
招
き
て
」
女
房
が
去

り
、
義
経
は
、
後
藤
実
基
を
呼
ん
で
、
適
任
者
を
尋
ね
る
。

此
の
勢
の
中
に
は
、
少
し
小
兵
に
て
こ
そ
候
へ
ど
も
、
下
野
国

住
人
那
須
太
郎
資
宗
が
子
息
、
那
須
余
一
資
高
こ
そ
候
ふ
ら

め
。
そ
れ
こ
そ
賭
け
鳥
を
三
度
に
二
射
て
取
る
者
に
て
候
へ
。

父
の
名
「
資
宗
」、
余
一
の
名
も
「
資
高
」
と
異
な
る
が
、
余
一
の
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実
力
を
現
す
「
賭
け
鳥
率
三
分
の
二
」
に
つ
い
て
は
同
様
の
記
述
で

あ
る
。「
二
月
の
中
の
十
日
（＝

二
月
二
十
日
）、
余
寒
な
ほ
激
し
き

上
、
今
朝
よ
り
北
風
吹
き
荒
れ
て
、
海
上
静
な
ら
ず
」
と
日
付
が
変

わ
る
が
、
天
候
は
荒
れ
て
い
る
。

『
覚
一
本
平
家
物
語
』
の
那
須
与
一
の
祈
念
は
「
是
を
射
損
ず
る

も
の
な
ら
ば
、
弓
切
り
折
り
自
害
し
て
、
人
に
二
た
び
面
を
む
か
ふ

べ
か
ら
ず
。
い
ま
一
度
本
国
へ
む
か
へ
ん
と
お
ぼ
し
め
さ
ば
、
こ
の

矢
は
づ
さ
せ
給
ふ
な
」
に
対
し
、『
延
慶
本
平
家
物
語
』
の
那
須
余

一
の
、「
今
一
度
本
国
へ
迎
へ
さ
せ
給
ふ
べ
き
な
ら
ば
、
弓
矢
に
立

ち
そ
ひ
守
り
候
へ
。
も
し
此
の
矢
を
射
は
づ
し
ぬ
る
も
の
な
ら
ば
、

永
く
本
国
へ
不
可
返
。
腹
か
い
切
り
て
此
の
海
に
入
り
て
、
毒
龍
の

眷
属
と
成
る
べ
し
」
は
、
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、「
矢
が
当
た
ら

な
け
れ
ば
、
妄
念
に
よ
っ
て
毒
龍
の
一
味
と
な
っ
て
や
る
」
と
の
決

意
が
表
れ
て
い
る
。
死
ん
で
毒
龍
に
な
る
と
い
う
発
想
は
、
興
味
深

い
が
、
こ
の
、
祈
念
に
つ
い
て
の
考
察
は
ひ
と
ま
ず
別
稿
に
預
け
る

と
し
て
、『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
は
扇
に
向
か
っ
て
の
余
一
の
心

中
が
よ
り
詳
細
に
描
か
れ
る
。

さ
す
が
に
物
の
射
に
く
き
は
。
夏
山
の
峯
、
緑
の
木
の
間
よ

り
、
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
小
鳥
を
殺
さ
で
射
る
こ
そ
大
事
な
れ
。

（
訳
）
そ
う
は
い
っ
て
も
何
が
射
に
く
い
か
な
あ
。
木
々
の
木

の
葉
の
繁
る
夏
山
の
峰
で
、
緑
の
木
の
間
か
ら
、
か
す
か
に
見

え
る
小
鳥
を
殺
さ
な
い
で
射
る
の
は
大
変
な
事
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
れ
が
、
実
基
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
賭
け
鳥
」
の
様

子
な
の
で
あ
ろ
う
。
余
一
は
、「
賭
け
鳥
」
よ
り
も
「
波
の
上
の
扇

な
れ
ば
た
や
す
か
る
べ
し
」
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
安
徳
天
皇
や

建
礼
門
院
を
始
め
と
す
る
平
家
の
人
々
、
源
氏
の
人
々
と
い
う
見
物

人
の
多
さ
に
晴
れ
が
ま
し
さ
を
感
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
扇
を
射
落
と
す
。

夕
日
に
か
が
や
き
て
波
の
上
に
落
ち
け
れ
ば
、
秋
の
嵐
に
龍
田

川
に
紅
葉
の
散
り
し
く
か
と
ぞ
覚
え
け
る
。

（
訳
）
扇
は
夕
日
に
輝
い
て
波
の
上
に
落
ち
た
の
で
、
そ
の
さ

ま
は
秋
の
山
風
に
吹
か
れ
て
、
龍
田
川
に
紅
葉
が
散
り
敷
く
か

と
思
わ
れ
る
美
し
さ
で
あ
る
。

「
龍
田
川
の
紅
葉
」
と
い
っ
た
歌
枕
等
を
用
い
て
さ
ら
に
風
雅
な

様
子
を
強
調
し
、
扇
に
矢
が
当
た
っ
て
か
ら
の
『
延
慶
本
平
家
物

語
』
の
記
述
は
、
さ
ら
に
深
み
を
増
す
。
平
家
の
船
の
中
か
ら
五
十

余
り
の
武
者
が
現
れ
て
舞
を
舞
う
。

源
氏
の
方
よ
り
是
を
見
て
、「
あ
れ
を
射
よ
」
と
言
ひ
け
る
に
、

或
は
又
、「
も
し
射
は
づ
い
つ
る
物
な
ら
ば
、
先
に
扇
を
射
た

り
つ
る
事
も
気
味
あ
る
ま
じ
。
な
射
そ
」
と
言
ふ
者
も
あ
り
。
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「
た
だ
と
く
射
よ
」
と
言
ふ
者
も
あ
り
。
余
一
、「
射
よ
」
と
い

ふ
時
に
は
矢
を
さ
し
は
げ
、「
な
射
そ
」
と
言
ふ
折
は
矢
を
差

し
外
し
け
る
ほ
ど
に
、「
な
射
そ
」
と
言
ふ
者
は
少
な
く
、「
た

な
か
ざ
し

だ
射
よ
」
と
言
ふ
者
は
多
か
り
け
れ
ば
、
余
一
今
度
は
中
指
を

つ
が
へ

取
り
て
番
て
、
又
よ
つ
引
い
て
射
た
り
け
れ
ば
、
舞
ひ
け
る
武

者
の
内
甲
を
後
へ
つ
つ
と
射
出
た
り
け
れ
ば
、
男
は
し
ば
し
も

さ
か
さ
ま

た
ま
ら
ず
、
ま
つ
逆
に
海
へ
が
ぶ
と
入
り
に
け
る
。
そ
の
度
は

に
が

船
中
は
苦
り
、
音
も
せ
ず
。
源
氏
の
方
に
は
「
あ
、
射
た
り
射

な
さ
け
な
く

た
り
」
と
言
ふ
者
も
あ
り
、
又
「
無
情
射
た
り
」
と
言
ふ
者
も

あ
り
。

（
訳
）
源
氏
側
は
是
を
見
て
、「
あ
れ
を
射
よ
」
と
言
っ
た
が
、

あ
る
者
は
又
、「
も
し
射
外
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
さ
っ
き
扇
を

射
た
事
も
旨
味
が
な
い
だ
ろ
う
。
射
る
な
」
と
言
う
者
も
い

る
。「
た
だ
早
く
射
よ
」
と
言
う
者
も
い
る
。
余
一
は
、「
射

よ
」
と
誰
か
が
言
う
時
は
、
矢
を
つ
が
え
、「
射
る
な
」
と
言

う
時
は
矢
を
外
し
た
が
、「
射
る
な
」
と
い
う
者
は
少
な
く
、

「
た
だ
射
よ
」
と
言
う
者
が
多
か
っ
た
の
で
、
余
一
は
今
度
は

中
差
し
の
矢
を
取
っ
て
弓
に
つ
が
え
、
又
、
ぐ
っ
と
引
い
て
射

た
と
こ
ろ
、
舞
っ
た
武
者
の
兜
の
内
側
を
後
へ
ぐ
さ
っ
と
射
出

し
た
の
で
、
男
は
あ
っ
と
い
う
間
に
真
っ
逆
さ
ま
に
海
へ
ざ
ぶ

ん
と
入
っ
た
。
そ
の
時
、
平
家
の
船
中
で
は
苦
々
し
く
思
い
、

声
も
な
い
。
源
氏
の
方
で
は
、「
あ
あ
、
射
た
、
射
た
」
と
言

う
者
も
い
る
。
ま
た
、「
無
情
に
も
射
た
な
あ
」
と
言
う
者
も

い
る
。

『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
お
い
て
は
、
扇
を
射
た
あ
と
、
感
動
し

て
舞
を
舞
う
男
を
射
る
か
射
な
い
か
、
失
敗
し
た
ら
扇
を
い
た
こ
と

が
台
無
し
に
な
る
、
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
扇
を
射

た
あ
と
、
男
を
射
る
こ
と
が
、「
扇
を
射
た
こ
と
は
ま
ぐ
れ
当
た
り

で
は
な
か
っ
た
」
と
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
射
殺
し
た
あ
と
に

「
無
情
」
と
い
う
表
現
は
出
て
く
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
一
言
も
出
て

こ
な
い
事
か
ら
見
て
も
、
戦
場
で
矢
の
届
く
距
離
で
油
断
に
も
舞
う

男
は
、
殺
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
源
氏
の
考
え
が
明
ら
か
に

示
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
読
み
本
系
の
諸
本
の
中
で
、
関
東
よ
り
の
情
報
を
多
く
取

り
入
れ
た
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
は
、
那
須
与
一
は
ど
の
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
の
か
、
次
章
で
は
、『
源
平
盛
衰
記
』
に
描
か
れ
る

那
須
与
一
像
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。
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第
三
章
『
源
平
盛
衰
記
』
に
描
か
れ
る

那
須
与
一
像

『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
、
記
述
の
順
番
が
異
な
っ
て
い
る
。
語
り

本
系
の
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
に
お
い
て
も
、
読
み
本
系
の
『
延
慶

本
平
家
物
語
』
に
お
い
て
も
、
奥
州
か
ら
義
経
に
随
行
し
て
き
た
佐

藤
継
信
が
屋
島
合
戦
で
義
経
の
身
代
わ
り
に
矢
で
射
ら
れ
て
命
を
落

と
し
た
あ
と
に
、
那
須
与
一
の
活
躍
が
描
か
れ
る
の
だ
が
、『
源
平

盛
衰
記
』
で
は
、
那
須
与
一
の
活
躍
の
あ
と
に
平
家
が
全
力
で
義
経

軍
を
狙
い
、
そ
の
結
果
、
佐
藤
継
信
が
命
を
落
と
す
。
つ
ま
り
、
那

須
与
一
が
無
情
に
も
、
感
動
し
て
舞
う
平
家
の
男
を
射
落
と
し
た
結

果
、
平
家
が
怒
り
、
義
経
へ
の
憎
ら
し
さ
を
募
ら
せ
た
と
い
う
描
き

方
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
与
一
が
選
ば
れ
た
場
面
か
ら
、
異
な
る
点
が
見
ら
れ
る

の
で
、
そ
の
相
違
を
ま
と
め
て
い
く
。

①
源
平
の
戦
い
が
膠
着
し
た
段
階
で
現
れ
た
平
家
の
船
に
乗
っ
て
い

た
の
は
、「
建
礼
門
院
の
后
立
ち
の
御
時
、
千
人
の
中
よ
り
選
び
出

た
ま
む
し
の
ま
へ

ま
ひ
の
ま
へ

だ
せ
る
雑
司
に
、
玉
虫
前
と
も
い
ひ
、
又
は
舞
前
と
も
申
す
。
今

年
十
九
に
ぞ
成
り
け
る
」
と
い
う
女
性
で
あ
る
。

②
平
家
が
差
し
上
げ
た
扇
は
、「
故
高
倉
院
、
厳
島
へ
参
社
あ
り
、

神
主
佐
伯
景
広
、
こ
の
扇
を
取
り
出
だ
し
て
、『
是
は
一
人
の
御
施

か
つ

入
、
明
神
の
御
秘
蔵
な
り
。
且
う
は
故
院
の
御
情
、
帝
業
の
御
守
り

か
へ
り

た
る
べ
し
。
さ
れ
ば
此
の
扇
を
持
た
せ
給
ひ
た
ら
ば
、
敵
の
矢
も
還

て
其
の
身
に
あ
た
り
候
ふ
べ
し
』
と
祝
言
し
て
、
参
ら
せ
た
り
け
る

い
く
さ

を
、『
是
を
源
氏
射
は
づ
し
た
ら
ば
、
当
家
軍
に
勝
つ
べ
し
。
射
お

り
を
う
る

い
く
さ

う
ら
か
た

ほ
せ
た
ら
ば
、
源
氏
が
得
利
な
る
べ
し
』
と
て
、
軍
の
占
形
に
」
立

て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

③
源
氏
方
の
畠
山
重
忠
が
、
扇
が
立
て
ら
れ
た
の
は
、「
義
経
は
女

こ
し
ら

さ
だ

に
め
づ
る
者
と
、
平
家
に
言
ふ
な
る
が
、
か
く
構
へ
た
ら
ば
、
定
め

き
や
う

て
進
み
出
で
て
興
に
入
ら
ん
処
を
、
よ
き
射
手
を
用
意
し
て
、
真
ん

中
さ
し
当
て
て
射
落
さ
ん
と
、
た
ば
か
り
事
」
だ
と
勘
ぐ
っ
て
い

る
。

④
与
一
が
選
ば
れ
る
前
に
、
ま
ず
、
畠
山
重
忠
に
「
射
る
こ
と
は
で

き
る
か
」
と
義
経
は
尋
ね
る
が
、
畠
山
は
「
脚
気
の
者
な
る
上
に
、

こ
の
間
馬
に
ふ
ら
れ
て
、
気
分
を
さ
し
手
あ
ば
ら
に
覚
え
侍
り
き
」、

つ
ま
り
、
脚
気
の
上
に
馬
上
で
揺
ら
れ
て
手
が
あ
ば
れ
震
え
る
と
断

み
か
た

る
。
義
経
が
誰
が
適
任
か
と
尋
ね
る
と
、
畠
山
は
「
当
時
御
方
に

は
、
下
野
国
住
人
、
那
須
太
郎
助
宗
が
子
に
、
十
郎
兄
弟
こ
そ
」
と

答
え
る
。「
助
宗
」
の
字
は
異
な
る
が
、
実
は
先
に
呼
ば
れ
る
の
は
、

与
一
で
は
な
く
、
兄
の
十
郎
（
為
隆
）
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、
為
隆
が
、「
一
の
谷
の
巌
石
を
落
と
し
し
時
、
馬
弱
く
し

き
う
ぢ

て
弓
手
（＝
左
手
）
の
臂
を
沙
に
つ
か
せ
て
侍
り
し
が
、
灸
治
も

い
ま
だ
い
え
ず

こ
ぶ
る
ひ

ぢ
や
う

ぞ
ん
ぜ
ず

未
癒
、
小
振
し
て
定
の
矢
つ
か
ま
つ
り
ぬ
と
も
不
存
」
と
し
て
、

弟
を
推
薦
し
た
。

以
上
、『
覚
一
本
平
家
物
語
』
や
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
描
か

れ
な
い
事
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
勝
っ
て
戻
っ
た
那
須
与
一

の
勲
功
に
対
し
て
、
頼
朝
が
褒
賞
と
し
て
五
か
国
を
与
え
た
た
め
、

一
躍
英
雄
に
な
っ
た
与
一
に
対
し
て
、
根
掘
り
葉
掘
り
の
調
査
取
材

が
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

①
の
女
性
の
名
前
な
ど
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て

も
、
名
前
を
記
す
こ
と
で
こ
と
さ
ら
真
実
味
を
帯
び
る
効
果
で
あ
っ

て
、
玉
虫
前
と
い
う
名
も
舞
前
と
い
う
名
も
本
名
で
は
な
く
、
こ
の

場
限
り
の
登
場
で
あ
る
し
、
扇
に
つ
い
て
も
厳
島
神
社
の
神
主
か
ら

贈
ら
れ
た
物
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
平
家
と
源
氏
の
浮
沈
を
占
っ
た
と

い
う
の
も
、
他
の
諸
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
い
き
な
り
与
一

が
選
ば
れ
た
の
で
は
な
く
、
畠
山
重
忠
、
与
一
の
兄
為
隆
、
こ
れ
ら

が
一
の
谷
の
合
戦
で
傷
ん
で
い
た
た
め
に
選
ば
れ
た
と
い
う
の
は
、

非
常
に
現
実
味
の
あ
る
伝
承
で
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
ひ
げ

こ
の
と
き
与
一
は
「
生
年
十
七
歳
、
色
白
く
小
鬚
生
ひ
、
弓
の
取

か
た
ち

り
様
、
馬
の
乗
り
貌
、
優
な
る
男
」
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

扇
が
海
に
落
ち
る
場
面
も
、

扇
は
空
に
上
り
つ
つ
、
し
ば
し
中
に
ひ
ら
め
き
て
、
海
へ
颯

と
ぞ
入
り
に
け
る
。
折
節
夕
日
に
耀
き
て
、
波
に
漂
ふ
有
様

は
、
龍
田
山
の
秋
の
晩
、
河
瀬
の
紅
葉
に
似
た
り
け
り
。
鳴
る

矢
は
抜
け
て
潮
に
あ
り
、
澪
浮
洲
と
覚
え
た
り

と
、
他
の
諸
本
よ
り
も
情
緒
深
く
表
現
さ
れ
て
い
る
上
、
与
一
が
見

事
に
扇
を
射
落
と
し
た
際
に
、
玉
虫
前
が
、
紅
の
扇
が
水
に
漂
う
面

白
さ
に
、時

な
ら
ぬ
花
や
紅
葉
を
見
つ
る
か
な

吉
野
初
瀬
の
麓
な
ら
ね
ど

（
訳
）
季
節
で
も
な
い
の
に
、
桜
や
紅
葉
を
見
た
な
あ
。
こ
こ

は
、
桜
で
有
名
な
吉
野
で
も
な
け
れ
ば
、
紅
葉
の
美
し
い
初
瀬

山
で
も
な
い
け
れ
ど
。

と
詠
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
優
雅
な
話
だ
が
、
戦
場
で
い
っ

た
い
誰
が
女
房
の
和
歌
を
聞
き
取
り
、
書
き
留
め
た
と
い
う
の
か
、

ま
た
、
源
氏
側
の
武
士
に
和
歌
を
理
解
で
き
る
者
が
い
た
か
、
疑
問

は
残
る
。

そ
し
て
、
問
題
の
、
感
に
堪
え
ず
舞
を
舞
う
男
で
あ
る
が
、
こ
れ

い
が
の
へ
い
な
い
ざ

ゑ
も
ん
の
ぜ
う

も
名
前
が
示
さ
れ
て
い
る
。
平
家
の
侍
、
伊
賀
平
内
左
衛
門
尉
の

い
へ
か
ず

弟
、
十
郎
兵
衛
尉
家
員
で
あ
る
。
伊
賀
平
内
左
衛
門
尉
は
平
家
長
と
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い
っ
て
、
平
知
盛
の
乳
母
子
で
、
壇
の
浦
ま
で
知
盛
に
同
行
し
、
最

期
は
知
盛
と
共
に
鎧
を
二
襲
着
込
ん
で
、
手
を
組
み
合
っ
て
海
へ
飛

び
込
む
有
名
な
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
弟
に
つ
い
て
は
詳
細
は
伝
え

ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
家
員
が
存
在
し
た
か
は
不
明
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
家
員
を
ど
う
扱
う
か
に
つ
い
て
は
、
源
氏
の
中

で
意
見
が
分
か
れ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

源
氏
是
を
見
て
、
種
々
の
評
定
あ
り
。
是
を
ば
射
べ
き
か
、
射

ま
じ
き
か
と
。
射
よ
と
言
ふ
人
も
あ
り
。
な
射
そ
と
言
ふ
人
も

な
さ
け
な
く
い
る
べ
き

あ
り
。
是
ほ
ど
に
感
ず
る
者
を
ば
、
如
何
無
情
可
射
、
扇
を
だ

は
づ
す
べ
し

に
も
射
る
程
の
弓
の
上
手
な
れ
ば
、
ま
し
て
人
を
ば
可
弛
と
は

よ
も
思
は
じ
な
れ
ば
、
な
射
そ
と
言
ふ
人
も
多
し
。
思
ひ
思
ひ

の
心
な
れ
ば
、
口
々
に
と
ど
め
き
け
る
を
、
情
は
一
旦
の
事

ぞ
、
今
一
人
も
敵
を
取
り
た
ら
ん
は
大
切
な
り
と
て
、
終
に
射

る
べ
き
に
ぞ
定
め
け
る
。

傍
線
を
付
し
た
所
に
注
目
し
た
い
。
那
須
与
一
が
扇
の
み
な
ら

ず
、
平
家
の
武
将
を
射
た
の
は
、
敵
を
一
人
で
も
殺
す
た
め
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
射
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
の
で
、
一
度
陸
に
戻
っ
て
き
て

そ

や

い
た
与
一
は
、
再
び
海
に
入
り
、「
今
度
は
征
矢
を
抜
き
出
し
、
九

ひ
や
う

段
ば
か
り
を
隔
て
つ
つ
、
よ
つ
引
き
固
め
て
兵
と
放
つ
」。
そ
し
て
、

扇
の
時
は
七
段
近
く
ま
で
海
に
入
っ
て
射
た
が
、
人
間
の
場
合
は
的

が
大
き
い
の
で
、
九
段
、
一
〇
〇
ｍ
以
上
離
れ
て
い
て
も
射
落
と
す

こ
と
が
で
き
た
と
描
く
所
が
現
実
的
で
あ
り
、
か
つ
、
与
一
の
弓
矢

の
腕
前
の
確
か
さ
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
勲
功
に
対
し
て
、
即
座
に
、「
一
時
が
内
に
、
二

さ

め

度
の
高
名
ゆ
ゆ
し
け
れ
ば
、
判
官
（＝

義
経
）
大
に
感
じ
て
、
白
総

む
ま馬
に
、
尾
花
毛
馬
な
り
、
黒
鞍
置
い
て
与
一
に
賜
ふ
。
弓
矢
取
る
身

の
面
目
を
、
屋
島
の
浦
に
極
め
た
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
さ
め

馬
」
は
、
全
身
が
真
っ
白
か
象
牙
色
で
、
肌
の
色
は
ピ
ン
ク
、
目
は

青
い
馬
で
あ
り
、
尾
花
毛
馬
は
、
尻
尾
や
た
て
が
み
が
金
色
の
馬
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ア
ル
ビ
ナ
の
よ
う
だ
が
、
貴
重
な
馬
を
与
一
は
褒

美
と
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。「
二
度
の
高
名
」
つ
ま
り
、
平
家
に

射
て
み
ろ
と
ば
か
り
に
差
し
出
さ
れ
た
小
さ
い
扇
を
射
落
と
し
た
高

名
の
み
な
ら
ず
、
一
〇
〇
ｍ
離
れ
た
船
の
上
で
踊
る
男
を
射
殺
し
た

こ
と
も
ま
た
、
高
名
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
こ
に
は
、
那
須
与
一
が
扇
の
み
な
ら
ず
、
舞
い
を
披
露
し
て
い

る
男
を
射
た
こ
と
を
、「
無
情
」
と
評
価
す
る
声
も
あ
る
に
は
あ
っ

た
が
、
戦
場
で
敵
の
矢
面
に
立
つ
こ
と
の
危
険
に
気
づ
か
な
い
平
家

の
者
の
油
断
と
、
男
一
人
で
も
機
会
が
あ
れ
ば
敵
を
殺
す
の
が
大
切

と
考
え
る
源
氏
の
者
の
心
得
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
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そ
の
声
に
納
得
し
た
与
一
は
、
迷
わ
ず
男
を
射
殺
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

那
須
与
一
の
人
物
像
が
『
平
家
物
語
』
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
か
を
考
察
し
て
き
た
。
数
多
い
『
平
家
物
語
』
の
諸
本
は
、
大

き
く
は
、
語
り
本
と
し
て
、
聴
衆
に
聞
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

整
え
ら
れ
た
諸
本
と
、
読
み
本
と
し
て
伝
説
や
詳
細
な
事
情
を
取
材

し
た
本
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
那
須
与
一
の
伝
説
は
、
語
り
本
系
の

『
覚
一
本
平
家
物
語
』
に
お
い
て
は
、「
那
須
与
一
」
の
章
と
「
弓
な

が
し
」
の
章
の
始
め
の
部
分
を
使
っ
て
、
那
須
与
一
自
身
の
弓
矢
の

腕
前
を
描
く
に
留
ま
ら
ず
、
戦
場
で
は
敵
と
思
わ
れ
る
者
は
ど
の
よ

う
な
状
況
で
あ
ろ
う
が
倒
せ
と
い
う
義
経
の
「
御
諚
」、
そ
れ
を
受

け
て
迷
わ
ず
男
を
射
殺
す
兵
と
し
て
の
心
構
え
・
非
情
さ
を
記
す
も

の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
読
み
本
系
諸
本
の
一
つ
、『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
は
、

与
一
に
、「
男
も
射
て
し
ま
え
」
と
声
を
掛
け
る
源
氏
の
兵
た
ち
が

多
か
っ
た
こ
と
を
記
す
こ
と
で
、
相
手
が
人
で
あ
ろ
う
が
、
与
一
の

弓
射
を
観
た
が
る
兵
の
「
無
情
」
と
、
囃
さ
れ
て
勢
い
に
乗
っ
て
弓

射
を
成
功
さ
せ
る
与
一
の
腕
前
の
確
か
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
源
氏
の
情
報
が
多
く
収
集
さ
れ
て
い
る
『
源
平
盛
衰
記
』

は
、
覚
一
本
同
様
に
、
そ
も
そ
も
何
故
扇
は
立
て
ら
れ
た
の
か
、
と

い
う
点
で
、
源
氏
側
が
、「
女
に
魅
せ
ら
れ
て
矢
面
に
立
つ
義
経
を

射
る
た
め
」
と
し
た
上
で
、
ま
ず
一
番
先
に
与
一
が
選
ば
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
畠
山
重
忠
、
与
一
の
兄
の
那
須
為
隆
が
調
子
が
万
善
で

は
な
か
っ
た
た
め
、
若
い
与
一
に
託
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
、
扇
を
射

落
と
す
こ
と
が
簡
単
に
は
で
き
な
い
こ
と
、
そ
れ
を
見
事
成
し
遂
げ

た
与
一
の
実
力
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
射
ら
れ
た
扇
が
夕

日
に
舞
い
海
に
落
ち
る
様
子
に
興
趣
を
覚
え
て
舞
う
平
家
の
男
を

も
、「
一
人
で
も
敵
を
取
る
の
が
大
切
だ
」
と
考
え
る
源
氏
の
兵
の

声
に
、
見
事
に
船
底
へ
と
射
倒
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
読
み
本
系
の
『
平
家
物
語
』
で
は
、
与
一
の
晴
れ
の
場
で

の
緊
張
、
あ
る
い
は
、
本
来
選
ば
れ
る
に
は
若
す
ぎ
る
与
一
の
姿

と
、
与
一
と
共
に
義
経
に
従
軍
し
て
い
た
兄
で
は
な
く
、
与
一
が
弓

射
に
選
ば
れ
た
事
情
、
そ
し
て
そ
の
与
一
が
見
事
に
扇
を
射
貫
い
た

勇
姿
を
詳
し
く
描
い
た
上
で
、
戦
い
の
最
中
に
は
一
瞬
も
気
を
抜
い

て
は
な
ら
な
い
、
機
会
が
あ
れ
ば
一
人
で
も
多
く
の
敵
を
殺
す
の
が

戦
い
だ
と
い
う
、
源
氏
の
兵
た
ち
の
戦
い
に
対
す
る
峻
烈
さ
を
よ
り

詳
し
く
描
く
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
は
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
那
須
与
一
」
の
人

物
像
は
、
源
平
の
多
く
の
人
々
が
見
守
る
中
、
八
〇
ｍ
離
れ
た
船
の

― ６８ ―



上
の
扇
を
射
抜
い
た
の
は
、
そ
の
後
、
一
〇
〇
ｍ
離
れ
た
船
の
上
で

舞
う
男
を
射
殺
し
た
事
実
と
合
わ
せ
て
、
ま
ぐ
れ
当
た
り
で
は
な

い
、
素
晴
ら
し
い
弓
射
の
腕
前
を
持
つ
武
士
で
あ
り
、
か
つ
、
情
趣

を
感
じ
ら
れ
る
場
面
に
、
戦
場
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
平
家
に
対
し

て
、
い
つ
何
時
も
戦
い
の
中
に
身
を
置
く
緊
張
を
忘
れ
な
い
源
氏
の

兵
の
一
人
と
し
て
、「
非
情
な
る
武
士
」
を
明
示
す
る
役
割
を
負
っ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
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