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﹁
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年
奥
州
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舘
合
戦
自
衣
川
白
竜
昇
天
﹂
図
論

︱
︿
八
犬
伝
﹀
と
の
連
関

︱

三

宅

宏

幸

は
じ
め
に

一
英
斎
こ
と
歌
川
芳
艶
は
︑﹁
芳
﹂
の
字
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
歌
川
国
芳

の
門
人
で
あ
る
︒
文
政
五
年
﹇
一
八
二
二
﹈
に
生
ま
れ
︑
天
保
七
年
﹇
一
八
三

六
﹈
の
十
五
歳
の
時
に
国
芳
に
入
門
︑
早
く
か
ら
武
者
絵
に
才
能
を
発
揮
し
て

人
気
を
得
る
︒
合
戦
画
︑
戯
画
︑
美
人
画
︑
生
人
形
の
看
板
絵
に
加
え
︑
役
者

絵
や
時
事
風
俗
画
︑
風
景
画
も
手
掛
け
た
︒
芳
艶
の
絵
の
評
価
と
し
て
は
︑

﹁
画
面
一
杯
に
力
の
漲
る
大
判
一
枚
物
の
武
者
絵
﹂
や
﹁
幻
想
的
な
雰
囲
気
を

も
つ
﹁
大
江
山
酒
呑
退
治
﹂
大
判
三
枚
続
︑
そ
の
ほ
か
多
数
の
三
枚
続
に
芳
艶

の
特
色
が
見
ら
れ
る①
﹂︑
他
に
﹁
国
芳
の
卓
越
し
た
武
者
絵
の
才
能
を
最
も
色

濃
く
受
け
継
い
で
い
る②
﹂︑﹁
国
芳
の
画
風
を
継
承
し
つ
つ
も
己
の
趣
向
を
加
え

て
よ
り
一
層
の
迫
力
を
加
え
た
三
枚
続
き
の
武
者
絵③
﹂
な
ど
と
あ
り
︑
特
に
三

枚
続
の
武
者
絵
に
芳
艶
の
特
色
が
表
れ
る
と
さ
れ
る
︒
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【図�】「文治三年奥州高舘合戦自衣川白竜昇天」（左・中)

本
稿
は
︑
芳
艶
画
の
大
判
三
枚
続
の
武
者
絵
﹁
文ぶ
ん

治ぢ

三さ
ん

年ね
ん

奥あ
う

州し
う

高た
か

舘た
ち

合か
つ

戦せ
ん

自こ
ろ

衣も
が

川
は
よ
り

白は
く

竜り
う

昇
て
ん
へ

天
の
ぼ
る

﹂︵
安
政
四
年
﹇
一
八
五
七
﹈
八
・
十
一
月
︑
辻
岡
屋
︶
に

つ
い
て
︑
美
術
・
芸
術
研
究
の
面
で
は
な
く
︑
文
学
研
究
の
観
点
か
ら
読
解
を

試
み
︑
一
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒

一

｢文
治
三
年
奥
州
高
舘
合
戦
自
衣
川
白
竜
昇
天
﹂

図
�
に
掲
げ
た
芳
艶
画
﹁
文
治
三
年
奥
州
高
舘
合
戦
自
衣
川
白
竜
昇
天
﹂

︵
以
下
︑﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
と
称
す
︶
は
︑
題
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
源
義
経

伝
承
の
一
つ
高
舘
合
戦
に
材
を
取
る
︒
義
経
は
平
家
追
討
後
︑
不
仲
と
な
っ
た

頼
朝
か
ら
逃
れ
︑
奥
州
藤
原
氏
に
匿
わ
れ
た
︒
文
治
五
年
﹇
一
一
八
九
﹈︑
義

経
が
三
十
一
歳
の
時
︑
秀
衡
の
跡
を
継
い
だ
泰
衡
の
軍
が
突
如
と
し
て
義
経
を

襲
う
︒
家
臣
の
弁
慶
ら
が
義
経
を
守
る
た
め
必
死
に
戦
う
も
︑
多
勢
に
無
勢
︑

弁
慶
は
高
舘
の
前
で
立
ち
往
生
を
遂
げ
︑
義
経
も
持
仏
堂
に
退
い
て
妻
や
娘
と

共
に
自
害
し
た
︒
以
上
が
高
舘
合
戦
の
概
要
で
あ
る
︒

｢白
竜
昇
天
﹂
図
は
︑
黒
を
基
調
と
し
た
背
景
に
︑
画
面
全
体
に
煌
め
く
稲

妻
と
降
り
し
き
る
雨
︑
波
を
ま
き
あ
げ
る
白
竜
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
き
︑
白

竜
が
昇
天
す
る
様
を
義
経
や
弁
慶
達
が
見
上
げ
る
と
い
う
構
図
を
と
る
︒
私
に

構
図
の
特
徴
を
六
点
に
ま
と
め
る
と
︑
①
構
図
の
右
に
源
義
経
︑
②
義
経
の
傍

に
控
え
る
武
蔵
坊
弁
慶
︑
③
構
図
の
左
に
︑
衣
川
か
ら
昇
天
す
る
白
竜
︑
④
白

竜
の
下
に
衣
川
の
荒
れ
る
波
︑
⑤
画
面
全
体
に
描
か
れ
る
煌
め
く
稲
妻
と
雨
︑
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⑥
義
経
の
後
ろ
に
松
︑
と
な
る
︒

さ
て
︑
本
図
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
に
い
く
つ
か
言
及
が
あ
る
︒
管
見
の
限

り
で
は
あ
る
が
︑
例
え
ば
浅
野
秀
剛
﹁
解
説④
﹂
は
︑

藤
原
泰
衡
の
兵
数
百
騎
に
︑
藤
原
基
成
の
衣
河
館
に
い
る
と
こ
ろ
を
襲
わ

れ
︑
合
戦
と
な
っ
た
が
か
な
わ
ず
持
仏
堂
に
入
っ
て
自
害
し
た
の
で
あ
る

が
︑
後
世
そ
の
死
を
め
ぐ
っ
て
は
種
々
の
伝
説
が
作
ら
れ
る
︒
こ
の
図
に

描
か
れ
た
白
龍
の
昇
天
も
そ
の
ひ
と
つ
と
思
わ
れ
る
が
︑
残
念
な
が
ら
出

典
は
未
詳
で
あ
る
︒

と
述
べ
︑
ま
た
藤
沢
茜
﹁
江
戸
時
代
の
義
経
像

︱
常
盤
御
前
の
逃
避
行
か
ら

韃
靼
進
攻
ま
で

︱⑤
﹂
も
︑﹁
図
様
か
ら
︑
義
経
が
高
館
で
自
刃
せ
ず
生
き
延

び
た
と
す
る
伝
説
に
関
連
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
﹁
白
竜
﹂
は
義

経
の
愛
用
し
た
笛
の
名
で
あ
る
が
︵
熊
野
の
闘
鶏
神
社
に
奉
納
︶︑
明
確
な
出

典
は
不
明
﹂
と
し
て
お
り
︑
出
典
が
明
ら
か
で
な
い
︒﹃
吾
妻
鏡
﹄
を
は
じ
め

﹃
平
家
物
語
﹄﹃
義
経
記
﹄
な
ど
に
載
る
義
経
伝
承
に
は
︑“
白
竜
が
昇
天
”
す

る
記
事
が
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

岩
佐
又
兵
衛
工
房
制
作
絵
巻
﹃
上
瑠
璃
﹄﹁
吹
上
﹂
に
︑
義
経
と
白
竜
と
が

関
わ
る
伝
承
が
あ
る
こ
と
を
服
部
仁
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
︒
牛
若
丸
は
吉
次
と

別
れ
た
後
︑
上
瑠
璃
御
前
へ
の
恋
慕
と
長
い
旅
路
か
ら
病
み
患
い
︑
海
浜
に
捨

て
ら
れ
る
︒
そ
の
牛
若
丸
を
︑
源
家
の
宝
刀
友
切
丸
と
漢
竹
の
横
笛
と
が
大
蛇

︵
竜
︶
に
変
化
し
て
守
る
と
い
う
伝
承
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
吹
上
﹂
の
場
面
は
古

浄
瑠
璃
﹃
吹
上
﹄
に
も
劇
化
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
古
浄
瑠
璃
に
基
づ
い
た
浮
世

絵
も
描
か
れ
て
い
る⑥
︒

だ
が
︑
こ
の
伝
承
を
出
典
と
す
る
に
も
い
さ
さ
か
問
題
が
残
る
︒﹁
吹
上
﹂

本
文
で
は⑦
︑﹁
と
も
き
り
丸
は
︑
た
け
は
は
た
ひ
ろ
︑
せ
す
ぢ
七
す
ぢ
︑
つ
の

は
一
六
は
へ
た
る
︑
大
じ
や
と
な
り
て
︑
六
本
ま
つ
の
あ
た
り
に
ひ
か
り
を
は

な
ち
て
︑
を
と
き
を
申
て
ゐ
た
り
け
る
︒
か
ん
ち
く
の
や
う
て
う
も
︑
お
な
し

大
じ
や
と
な
り
に
け
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
二
匹
︵
白
と
黒
︶
の
大
蛇
が
義
経

を
守
護
し
て
お
り
︑
﹁
昇
天
﹂
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
加
え
て
︑
八
幡
大
菩
薩

の
使
者
で
あ
る
鳩
や
烏
も
﹁
吹
上
﹂
で
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
が
︑
芳
艶
の
絵

に
鳩
や
烏
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
︑
稲
妻
や
雨
も
描
か
れ
な
い
な
ど
差
異
も
あ
る
︒

な
に
よ
り
︑﹁
吹
上
﹂
の
場
面
は
義
経
が
牛
若
丸
の
時
分
の
話
で
あ
り
︑
高
舘

合
戦
伝
承
よ
り
遡
る
︒
義
経
伝
承
の
図
柄
を
利
用
し
て
︑
他
の
義
経
伝
承
と
し

て
描
き
出
す
必
要
性
に
見
当
が
つ
か
な
い
︒

で
は
︑﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
の
題
材
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
︒
本
図
は
題
に

﹁
高
舘
合
戦
﹂
と
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
鑑
賞
者
も
義
経
伝
承
の
一
つ
と
解
せ
た
と

思
わ
れ
る
が
︑
仮
に
こ
の
題
が
な
け
れ
ば
︑
鑑
賞
者
は
本
図
が
義
経
の
高
舘
合

戦
の
場
面
を
描
い
て
い
る
と
速
断
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
︒
当
時
の
鑑
賞
者
は

﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
か
ら
︑
何
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
︒

こ
こ
で
﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
と
類
似
す
る
絵
を
と
り
あ
げ
た
い
︒
曲
亭
馬
琴
作

﹃
南
総
里
見
八
犬
傳
﹄
の
挿
絵
で
あ
る
︒

一
英
斎
芳
艶
﹁
文
治
三
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【図 】『八犬伝』肇輯巻之一（14ウ・15オ）（国立国会図書館蔵)

二

︿
八
犬
伝
﹀
絵
の
構
図

曲
亭
馬
琴
作
﹃
南
総
里
見
八
犬
傳
﹄︵
文
化
十
一
年
﹇
一
八
一
四
﹈
︱
天
保

十
三
刊
︑
以
下
﹃
八
犬
伝
﹄
と
称
す
︶
は
︑
伏
姫
の
気
を
受
け
た
“
仁
義
礼
智

忠
信
孝
悌
”
の
霊
玉
を
持
つ
八
人
の
犬
士
達
が
︑
様
々
な
試
練
を
乗
り
越
え
︑

里
見
家
に
集
ま
り
理
想
の
国
を
創
る
と
い
う
︑
馬
琴
が
二
十
八
年
の
歳
月
を
か

け
て
完
成
さ
せ
た
壮
大
な
時
代
小
説
で
あ
る
︒

図
 
に
掲
げ
た
挿
絵
は
柳
川
重
信
画
の
肇
輯
巻
之
一
︑
結
城
合
戦
に
敗
れ
︑

家
臣
と
共
に
城
を
抜
け
出
し
た
里
見
義
実
が
︑
房
総
に
向
か
う
途
中
の
三
浦
の

浜
で
天
に
昇
る
﹁
白﹅

龍﹅

﹂
を
見
る
と
い
う
場
面
︒
構
図
の
特
徴
は
︑
①
画
面
右

に
義
実
︑
②
義
実
の
傍
に
控
え
る
家
臣
杉
倉
氏
元
︑
③
画
面
左
に
は
空
に
昇
る

白
龍
︑
④
白
龍
の
下
に
︑
波
が
荒
れ
る
三
浦
の
海
︑
⑤
煌
め
く
稲
妻
と
降
り
し

き
る
雨
︑
⑥
義
実
の
後
ろ
に
描
か
れ
る
松
︑
と
な
る
︒
こ
れ
ら
の
要
素
は
︑
本

文
に
も⑧
︑﹁
電い
な

光
ひ
か
り

ま
な
く
し
て
︑
雷か
み

さ
へ
お
ど
ろ
〳
〵
し
く
︑
落お
ち

か
ゝ
る
べ
く

鳴な
り

撲
は
た
め

け
ば
﹂︵
第
一
回
︶
や
﹁
風
雨
ま
す
〳
〵
烈
は
げ
し

く
て
︑
或
あ
る
ひ

は
晦く
ら

く
︑
或
は

明あ
か

く
︑
よ
せ
て
は
砕く
だ

け
︑
砕
け
て
は
︑
又
立た
ち

か
へ
る
浪な
み

を

包
つ
ゝ
み

て
︑
廻ま
ひ

翔さ
が

る
雲

の
中う
ち

に
︑
物
こ
そ
あ
れ
︑
と
見
る
目
根
ま
ば
ゆ

く
︑
忽こ
つ

然ぜ
ん

と
し
て
白は
く

龍り
う

顕
あ
ら
は

れ
︑
光
を

放
ち
︑
浪
を
ま
き
立た
て

︑
南
を
投さ
し

て
ぞ
飛と
び

去さ
り

け
る
﹂︵
第
一
回
︶
と
あ
り
︑
本
文

と
挿
絵
と
が
対
応
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
そ
し
て
右
六
点
の
特
徴
が
︑
前

述
の
芳
艶
画
﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
と
類
似
す
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
︒

一
英
斎
芳
艶
﹁
文
治
三
年
奥
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高
舘
合
戦
自
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白
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昇
天
﹂
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【図4】「大日本豪傑水滸傳 里見義実｣
(館山市立博物館蔵)

【図5】 国芳画「里見八犬傳」（服部仁氏蔵)

【図6】『どうけ八犬傳』（服部仁氏蔵)

一
方
で
両
者
に
は
差
異
も
あ
る
︒
図
 
の
義
実
は
弓
を
所
持
し
て
い
な
い
が
︑

﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
の
義
経
は
弓
を
持
つ
姿
で
描
か
れ
る
︒
こ
こ
で
着
目
し
た
い

の
が
︑
図
4
の
芳
艶
画
﹁
大
日
本
豪
傑
水
滸
傳

里
見
義
実
﹂︵
弘
化
四
﹇
一

八
四
七
﹈
～
嘉
永
元
年
﹇
一
八
四
八
﹈︶
で
あ
る
︒
本
図
は
大
判
一
枚
絵
シ
リ

ー
ズ
の
内
の
一
枚
で
︑﹁
代
赭
と
焦
茶
を
基
調
に
し
た
一
連
の
作
品
﹁
大
日
本

豪
傑
水
滸
伝
﹂
大
判
一
枚
物
も
す
ぐ
れ
て
い
る⑨
﹂
と
評
さ
れ
る
が
︑
縦
長
の
判

型
に
義
実
が
白
龍
を
見
上
げ
る
場
面
を
詰
め
込
ん
で
描
き
出
す
︒
本
図
に
お
い

て
も
︑
光
る
稲
妻
︑
巻
き
上
が
る
波
︑
昇
天
す
る
白
龍
と
い
っ
た
要
素
が
確
認

で
き
る
が
︑
特
に
︑
義
実
が
左
手
に
弓
を
持
つ
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
︒
図
5

の
芳
艶
の
師
国
芳
が
描
い
た
﹁
里
見
八
犬
傳
﹂
︵
嘉
永
二
～
三
年
︶
で
は
︑
弓

は
描
か
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
時
代
は
少
々
下
る
も
の
の
︑﹃
八
犬
伝
﹄
を

戯
画
化
し
た
芳
艶
画
﹁
ど
う
け
八
犬
傳
﹂
︵
文
久
二
年
﹇
一
八
六
二
﹈
閏
八
月

改
︶
で
は
︑
子
ど
も
の
持
つ
藁
細
工
を
龍
に
見
立
て
︑
そ
れ
を
見
る
義
実
に
弓

を
持
た
せ
る
︵
図
6
︶︒
要
す
る
に
︑
芳
艶
の
︿
八
犬
伝
﹀
絵
に
お
い
て
は
︑

原
作
に
描
か
れ
な
い
弓
を
描
く
こ
と
が
一
つ
の
デ
フ
ォ
ル
ト
で
あ
り
︑
そ
の
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
︑
﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
で
義
経
が
弓
を
持
つ
様
も
︑︿
八
犬
伝
﹀

一
英
斎
芳
艶
﹁
文
治
三
年
奥
州
高
舘
合
戦
自
衣
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と
の
共
通
点
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

鈴
木
重
三
﹁
国
芳
の
奇
想⑩
﹂
は
︑
国
芳
が
読
本
の
挿
絵
を
直
接
武
者
絵
に
利

用
す
る
例
を
あ
げ
て
い
る
が⑪
︑﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
に
関
し
て
は
︑
義
実
︵
義
経
︶

に
従
う
氏
元
︵
弁
慶
︶
の
体
の
向
き
か
ら
し
て
︑
図
5
の
国
芳
の
絵
の
方
が
共

通
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
芳
艶
は
絵
の
題
材
を
既
存
作
品
か
ら
借
り
つ
つ
も
︑

絵
の
構
図
な
ど
は
師
で
あ
る
国
芳
の
影
響
も
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る⑫
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
八
犬
伝
﹄
原
本
↓
﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
と
い
っ
た
直
接

の
ベ
ク
ト
ル
で
は
な
く
︑﹃
八
犬
伝
﹄
の
挿
絵
か
ら
派
生
し
た
浮
世
絵
︑
あ
る

い
は
演
劇
の
様
相
を
介
し
た
︿
八
犬
伝
﹀
絵
か
ら
︑﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
に
至
っ

た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う⑬
︒

そ
し
て
そ
も
そ
も
︑
こ
れ
ら
の
︿
八
犬
伝
﹀
絵
が
世
に
出
た
の
は
︑﹃
八
犬

伝
﹄
の
流
行
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

三

︿
八
犬
伝
﹀
の
流
行

﹃
八
犬
伝
﹄
は
出
版
当
時
か
ら
爆
発
的
に
流
行
し
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
馬
琴

自
身
も
書
翰
︵
小
津
桂
窓
宛
︑
天
保
九
年
七
月
朔
日
付
︶
に⑭
︑

此
余
︑
煙
管
の
毛
ぼ
り
ニ
も
︑
八
犬
士
を
彫
刻
い
た
し
︑
ら
を
一
本
の
価

五
六
匁
の
も
の
あ
り
︑
真
図
浴
衣
地
に
も
染
出
し
︑
表
紙
の
も
や
う
の
ご

と
く
︑
丸
の
内
ニ
雛
狗
を
多
く
染
出
し
候
も
の
流
行
の
よ
し
︑
丁
子
や
の

話
ニ
御
座
候
︒
あ
ま
り
流
行
い
た
し
候
間
︑
早
く
結
局
ニ
い
た
し
度
候
へ

ど
も
︑
そ
れ
も
如
意
な
ら
ず
︑
困
り
入
候
︒

と
︑
煙
管
や
浴
衣
地
な
ど
の
様
々
な
品
物
に
﹃
八
犬
伝
﹄
関
連
の
模
様
が
使
用

さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
︑
服
部
仁
﹁
馬
琴
の
流
行
︑﹁
八
犬
伝
﹂
の
流
行⑮
﹂

は
︑
馬
琴
の
書
翰
に
見
ら
れ
る
凧
絵
や
浮
世
絵
関
連
の
記
述
を
丹
念
に
調
査
し
︑

﹁﹁
八
犬
伝
﹂
関
係
の
錦
絵
︑
双
六
や
給
金
付
な
ど
を
含
め
た
総
計
は
︑
お
そ
ら

く
五
百
点
に
の
ぼ
る
︒
八
犬
士
︑
中
で
も
犬
塚
信
乃
や
犬
坂
毛
乃
は
︑
こ
の
時

代
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
っ
た
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒

そ
し
て
﹃
八
犬
伝
﹄
の
流
行
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
︑﹃
八
犬
伝
﹄

の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
合
巻
の
刊
行
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
合
巻
は
同
時
期
に
二
作
品

が
刊
行
さ
れ
た
︒
二
世
為
永
春
水
作
・
国
芳
画
﹃
仮
名
読
八
犬
伝
﹄︵
初
編
︱

嘉
永
元
年
刊
︶︵
図
7
︶
と
︑
一
世
笠
亭
仙
果
作
・
三
世
豊
国
画
﹃
犬
の
草
紙
﹄

︵
初
編
︱
嘉
永
元
年
刊
︶
︵
図
8
︶
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
共
に
作
者
や
画
工
が
代

わ
り
な
が
ら
も
慶
応
年
間
ま
で
刊
行
が
続
く
︒

た
だ
し
︑
こ
こ
で
の
問
題
は
︑
こ
れ
ら
合
巻
の
刊
行
に
原
作
者
の
馬
琴
は
関

与
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
馬
琴
の
雑
記
﹁
著
作
堂
雑
記
抄
﹂
に
は
︑

以
下
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
︒
少
々
長
い
が
引
用
す
る⑯
︒

○
京
橋
な
る
本
屋
蔦
屋
吉
蔵
が
板
に
て
︑
八
犬
伝
を
合
巻
に
綴
り
改
め
︑

上
方
よ
り
来
つ
る
戯
作
者
某
に
綴
ら
せ
て
︑
画
は
後
の
豊
国
な
り
と
云
︒

こ
の
風
聞
今
年
弘
化

四
年

六
月
の
頃
聞
え
し
か
ば
︑
八
犬
伝
の
板
元
丁
子
屋
平

兵
衛
ね
た
く
思
ひ
て
︑
吾
等
に
相
談
も
な
く
︑
﹁
亦
八
犬
伝
を
合
巻
に
す
﹂

一
英
斎
芳
艶
﹁
文
治
三
年
奥
州
高
舘
合
戦
自
衣
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白
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天
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【図7】『仮名読八犬伝』初編上冊（4ウ・5オ)
(早稲田大学図書館蔵)

【図8】『犬の草紙』初編上の巻（�ウ・ オ)
(早稲田大学図書館蔵)

【図9】「八犬傳 犬のさうしの内｣
「里見義実」（服部仁氏蔵)

と
て
︑
文
は
後
の
為
永
春
水
初
名
金

水
︑

に
課
せ
て
是
を
綴
ら
せ
︑
画
は
国
芳

の
筆
に
て
︑
其
板
下
の
書
画
共
丁
秋
七
月
に
至
り
稍
成
り
し
時
︑
初
て
予

に
強
て
﹁
曲
亭
校
合
と
し
て
出
さ
ま
ほ
し
﹂
と
い
ひ
し
を
︑
吾
肯
ぜ
ず

⁝
⁝
︒
蔦
吉
板
の
合
巻
八
犬
伝
は
︑
書
名
を
犬
の
冊
子
と
云
︒
初
編
二
編

四
十
丁
︑
今
年
丁
未
九
月
上
旬
発
板
の
聞
え
あ
り
︒
丁
平
の
は
初
編
二
十

丁
︑
書
名
を
か
な
よ
み
八
犬
伝
と
云
︒﹁
近
日
発
行
す
べ
し
﹂
と
正
次
の

話
也
︒
蔦
吉
の
課
た
る
作
者
の
巧
拙
は
未
だ
知
ら
ず
︑
金
水
が
手
際
に
て

よ
く
せ
ん
や
︑
否
可
惜
八
犬
伝
を
き
れ
ぬ
庖
丁
に
て
作
改
め
な
ば
︑
さ
こ

そ
不
按
盬
な
る
べ
け
れ
と
︑
い
ま
だ
見
ざ
る
前
よ
り
一
笑
の
あ
ま
り
概
略

を
記
す
の
み
︒

蔦
屋
吉
蔵
と
原
作
﹃
八
犬
伝
﹄
の
板
元
丁
子
屋
平
兵
衛
と
が
︑
合
巻
の
刊
行
に

関
し
て
競
い
合
う
様
が
記
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑﹃
八
犬
伝
﹄
の
合
巻
を
出

せ
ば
売
れ
る
と
い
う
書
肆
の
商
業
的
思
惑
が
あ
っ
た
と
解
せ
る
こ
と
か
ら
︑
逆

説
的
に
当
時
﹃
八
犬
伝
﹄
が
流
行
し
た
裏
付
け
と
な
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
先
に
も

述
べ
た
が
︑
馬
琴
は
合
巻
の
刊
行
に
関
与
し
な
い
︒
﹁
初
て
予
に
強
て
﹁
曲
亭

校
合
と
し
て
出
さ
ま
ほ
し
﹂
と
い
ひ
し
を
︑
吾
肯
ぜ
ず
﹂
と
︑
丁
平
が
﹁
馬
琴
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英
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﹁
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三
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校
合
﹂
と
し
て
欲
し
い
と
の
懇
願
を
断
っ
た
旨
を
記
し
︑
ま
た
﹁
蔦
吉
の
課
た

る
作
者
の
巧
拙
は
未
だ
知
ら
ず
﹂
と
︑﹃
犬
の
草
紙
﹄
の
本
文
や
挿
絵
の
﹁
巧

拙
﹂
を
知
ら
な
い
と
す
る
︒
つ
ま
り
幕
末
に
も
な
る
と
︑
馬
琴
の
意
図
が
込
め

ら
れ
た
原
作
よ
り
も
︑
馬
琴
の
関
与
し
な
い
合
巻
の
挿
絵
や
錦
絵
な
ど
が
世
に

蔓
延
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
︒
図
9
の
二
代
目
国
貞
画
の
錦
絵

﹁
八
犬
伝

犬
の
さ
う
し
の
内
﹂︵
嘉
永
五
年
九
月
改
︶
が
︑
合
巻
の
タ
イ
ト
ル

か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
も
﹃
犬
の
草
紙
﹄
に
は

描
か
れ
な
い
弓
を
義
実
に
持
た
せ
て
お
り
︑
一
貫
性
が
な
い
︒
そ
し
て
︑
合
巻

は
他
に
も
為
永
春
水
編
・
一
猛
斎
芳
虎
画
﹃
八
犬
伝
銘
々
誌
略
﹄︵
嘉
永
五
︱

六
年
刊
︶︑
仮
名
垣
魯
文
作
・
一
盛
斎
芳
直
ほ
か
画
﹃
英
名
八
犬
士
﹄︵
安
政
二

︱
四
年
刊
︶
な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
お
り⑰
︑
流
行
が
続
く
こ
と
も
確
認
で
き
る
︒

や
は
り
︑﹃
八
犬
伝
﹄
の
流
行
︑
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
合
巻
の
刊
行
︑
そ
れ
ら
に

付
随
し
た
錦
絵
︑
こ
れ
ら
の
諸
要
素
が
輻
輳
的
に
混
じ
り
合
う
形
で
︑︿
八
犬

伝
﹀
絵
の
イ
メ
ー
ジ
は
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
る

と
︑﹃
仮
名
読
八
犬
伝
﹄
の
詞
書
に
﹁
義よ
し

実ざ
ね

安あ

房は

に
渡わ
た

る
の
と
き
︑
白 は

く

龍
り
や
う

天 て
ん

に

昇 の
ぼ

る
こ
と
本ほ
ん

傳で
ん

に
あ
れ
ど
も
︑
此こ
の

書し
よ

に

略
り
や
く

し
︑
但た
ゞ

そ
の
図づ

を
の
み
爰こ
ゝ

に
あ
ら

は
す
﹂
と
︑﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
の
題
と
共
通
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
︑
両
者

の
関
連
を
考
え
る
上
で
見
過
ご
し
が
た
い
︒

と
も
あ
れ
︑
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
原
作
﹃
八
犬
伝
﹄
と
は
少
々
異
な
る

形
で
も
︑︿
八
犬
伝
﹀
が
流
行
し
︑
流
布
し
た
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
︒

四

｢白
竜
昇
天
﹂
図
試
論

で
は
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
た
﹃
八
犬
伝
﹄
の
流
行
︑﹃
八
犬
伝
﹄
か
ら
離
れ
た

︿
八
犬
伝
﹀
絵
︑
そ
し
て
読
者
の
︿
八
犬
伝
﹀
の
理
解
を
踏
ま
え
︑﹁
白
竜
昇

天
﹂
図
を
ど
の
よ
う
に
“
読
む
”
こ
と
が
で
き
る
の
か
考
察
し
た
い
︒

読
者
の
︿
八
犬
伝
﹀
理
解
と
述
べ
た
が
︑
要
は
︑
﹃
八
犬
伝
﹄
の
内
容
を
知

る
人
々
︑
い
わ
ゆ
る
読
者
が
︿
義
実
が
白
龍
を
見
上
げ
る
﹀
三
浦
の
場
面
を
ど

の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑︿
八
犬
伝
﹀
の
双
六
を
と
り
あ
げ
た
い
︒
次
頁
の
図
B
は
﹃
犬
の

草
紙
﹄
を
刊
行
し
た
蔦
屋
吉
蔵
版
の
二
代
目
国
貞
画
﹁
八
犬
伝
狗
之
草
帋
﹂

︵
嘉
永
五
年
十
二
月
改
︶
︑
図
10
は
﹃
仮
名
読
八
犬
伝
﹄
の
挿
絵
を
担
当
し
た
国

芳
画
﹁
八
犬
伝
英
勇
双
六
﹂
︵
嘉
永
五
年
頃
︶
で
あ
る⑱
︒
論
者
が
強
調
し
た
い

の
は
︑
三
浦
の
場
面
が
︿
八
犬
伝
﹀
と
い
う
物
語
の
始
ま
り
と
い
う
認
識
が
為

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
こ
れ
ら
の
双
六
は
い
わ
ゆ
る
“
飛
び

双
六
”
で
あ
る
が
︑
本
場
面
が
双
六
の
﹁
振
出
﹂
︑
す
な
わ
ち
ス
タ
ー
ト
に
設

定
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
別
段
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
く
︑
原
作
﹃
八
犬
伝
﹄

に
お
い
て
︑
口
絵
を
除
く
最
も
初
め
に
配
さ
れ
る
挿
絵
が
前
掲
の
図
 
で
あ
り
︑

な
お
か
つ
﹃
八
犬
伝
﹄
肇
輯
巻
之
一
の
本
文
に
︑

龍た
つ

は
威い

徳と
く

を
も
て
︑
百
も
ゝ
の

獣
け
も
の

を
伏ふ
く

す
る
も
の
也
︒
天
子
も
亦ま
た

威
徳
を
も
て
︑

百
ひ
や
く

宦
く
は
ん

を
率

ひ
き
ゐ

給
ふ
︒
故ゆ

ゑ

に
天
子
に
袞こ

ん

龍
り
や
う

の
御ぎ

よ

衣ゐ

あ
り
︒
天
子
の
お
ん
顔か

ほ
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【図B】「八犬伝狗之草帋」（服部仁氏蔵)

☝「振出」の拡大図

【図10】「八犬伝英勇双六」（服部仁氏蔵)

☝「振出」の拡大図
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を
︑
龍り
う

顔が
ん

と
称
た
ゝ
へ

︑
又
お
ん
形
体

か

た

ち

を
龍り
う

体た
い

と
唱
と
な
へ

︑
怒い
か

ら
せ
給
ふ
を
逆げ
き

鱗り
ん

と

い
ふ
︒
み
な
是こ
れ

龍た
つ

に
象
か
た
と

る
也
︒
そ
の
徳
枚
か
ぞ
へ

挙あ
ぐ

べ
か
ら
ず
︒
今
や
白 は

く

龍 り
う

南

に
去 さ

る

︒
白
き
は
源 げ

ん

氏 じ

の
服 ふ

く

色
し
よ
く

な
り
︒
南
は

則
す
な
は
ち

房
総

あ
は
か
づ
さ

︑
々
々

あ
は
か
づ
さ

は
皇
国

み

く

に

の
尽 は

処 て

也
︒
わ
れ
そ
の
尾 を

を
見
て
頭

か
う
べ

を
見
ず
︒
僅

は
つ
か

に
彼 か

の

地 ち

を
領 れ

う

せ
ん
の

み
︒

︵
第
一
回
)

と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
白
龍
﹂
を
見
る
こ
と
は
国
を
治
め
る
前
兆
と
さ
れ
︑
し
た

が
っ
て
義
実
が
﹁
白
龍
﹂
を
見
た
の
は
︑
安
房
里
見
家
勃
興
の
兆
し
で
あ
っ
た
︒

本
場
面
が
︑﹃
八
犬
伝
﹄
と
い
う
壮
大
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
始
ま
り
と
認
識
さ
れ

る
こ
と
も
諒
解
で
き
よ
う
︒
図
8
の
合
巻
﹃
犬
の
草
紙
﹄
挿
絵
の
詞
書
に
も

﹁
開
巻
義
真
見ル
㆓

龍ヲ

於
三
浦ニ
㆒

﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
三
浦
の
場
面
が
作
品
を
繙
い

た
時
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

で
は
︑
そ
の
こ
と
が
芳
艶
画
﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
与
え

う
る
の
か
︒
前
述
し
た
ご
と
く
︑
伝
承
上
で
は
義
経
の
高
舘
合
戦
は
義
経
“
最

期
”
の
場
面
で
あ
り
︑
一
方
の
﹃
八
犬
伝
﹄
三
浦
の
場
面
は
物
語
の
“
発
端
”

で
あ
る
︒
義
経
の
“
最
期
”
と
﹃
八
犬
伝
﹄
の
“
発
端
”︑
こ
の
相
対
す
る
場

面
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
義
経
と
い
う
人
物
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
続
編
︑
す

な
わ
ち
︑
近
世
期
に
流
布
し
た
義
経
の
︿
異
国
渡
り
伝
承
﹀
へ
と
連
想
が
働
く

の
で
は
な
い
か
︒
義
経
が
高
舘
合
戦
で
死
ぬ
こ
と
な
く
︑
蝦
夷
や
金
︑
清
︑
韃

靼
な
ど
に
渡
っ
て
国
を
治
め
る
と
い
う
話
は
近
世
に
お
い
て
枚
挙
に
暇
が
な
い⑲
︒

一
例
に
馬
場
信
意
著
﹃
義
経
勲
功
記
﹄︵
正
徳
二
年
﹇
一
七
一
二
﹈
刊
︶
を
あ

げ
る
と
︑
泰
衡
の
軍
勢
に
急
襲
さ
れ
た
義
経
は
︑
﹁
暫し

ば

ら
く
合
戦
す
る
躰て
い

に
も

て
な
し
て
︑
城
中
を
忍し
の

び
出
︑
蝦え

夷ぞ

へ
落
ん
と
思
ふ
な
り
︒
汝
な
ん
ぢ

等ら

も
相
具
す

べ
し
﹂
と
述
べ
︑
﹁
衣
川
を
遁の
が

れ
出
︑
事
ゆ
へ
な
く
蝦
夷
に
渡と

海
﹂
す
る
︒
近

世
の
早
い
時
期
か
ら
︿
異
国
渡
り
伝
承
﹀
は
提
示
さ
れ
て
お
り
︑﹁
白
竜
昇
天
﹂

図
が
描
か
れ
た
安
政
年
間
に
も
︑
仮
名
垣
魯
文
作
・
一
燕
斎
芳
鳥
画
﹃
蝦
夷
錦

源
氏
直
垂
﹄︵
安
政
三
年
刊
︶︑
永
楽
舎
一
水
作
・
橋
本
玉
蘭
画
﹃
義
経
蝦
夷
勲

功
記
﹄︵
安
政
四
年
刊
︶
な
ど
の
作
品
が
刊
行
さ
れ
た
︒
安
政
期
に
義
経
の

︿
異
国
渡
り
伝
承
﹀
が
刊
行
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
に
︑
黒
船
来
航
以
降
の
諸
外

国
と
の
関
わ
り
と
い
っ
た
時
事
的
な
こ
と
も
関
わ
ろ
う
が
︑
本
稿
で
は
省
く
︒

と
も
か
く
も
︑
義
経
が
生
き
残
っ
て
異
国
へ
と
渡
り
︑
そ
の
地
を
平
定
す
る
形

象
は
︑
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
︒

そ
し
て
﹃
八
犬
伝
﹄
に
﹁
今
や
白は
く

龍り
う

南
に
去さ
る

︒
白
き
は
源げ
ん

氏じ

の
服ふ
く

色
し
よ
く

な
り
︒

南
は

則
す
な
は
ち

房
総

あ
は
か
づ
さ

︑
々
々

あ
は
か
づ
さ

は
皇
国

み

く

に

の
尽は

処て

也
︒
わ
れ
そ
の
尾を

を
見
て

頭
か
う
べ

を
見

ず
︒
僅
は
つ
か

に
彼か
の

地ち

を
領れ
う

せ
ん
の
み
﹂
と
あ
り
︑
義
実
が
﹁
白
龍
﹂
の
﹁
尾
﹂
を

見
た
の
は
﹁
南
﹂
の
﹁
房
総
﹂
を
領
す
る
前
兆
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
を
重
ね

合
わ
せ
る
と
︑
義
経
が
﹁
白
竜
﹂
を
見
上
げ
る
様
は
︑
高
舘
合
戦
で
死
ぬ
こ
と

な
く
異
国
へ
と
流
れ
る
義
経
が
︑
そ
の
異
国
を
治
め
る
前
兆
で
あ
っ
た
︑
と
解

せ
る
の
で
は
な
い
か
︒
義
経
と
義
実
と
は
︑
名
前
の
類
似
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
︑

義
実
の
事
蹟
が
﹁
清
和
の
皇
別

み

す

え

︑
源
氏
の
嫡
流
︑
鎮
守
府
将
軍
八
幡
太
郎
︑
義

家
朝
臣
︑
十
一
世
︑
里
見
季す
え

基も
と

の
嫡
男
な
り
﹂
と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
︑
源
氏
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の
嫡
流
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
何
よ
り
︑“
貴
種
”
で
あ
る
二
人
が
戦
に
敗
れ
︑

“
流
離
”
す
る
と
い
う
共
通
点
を
有
す
る
︒
そ
の
共
通
点
に
加
え
て
﹁
白
龍
﹂

を
見
る
と
い
う
形
象
を
重
ね
る
こ
と
で
︑
義
経
の
新
た
な
物
語
が
紡
ぎ
出
さ
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
か
つ
て
藤
原
千
恵
子
氏
は
﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
に
つ

い
て
︑
白
竜
が
﹁
義
経
の
終
わ
ら
な
い
物
語
を
暗
示
す
る
よ
う
に
昇
天
す
る⑳
﹂

と
述
べ
た
が
︑︿
八
犬
伝
﹀
の
“
発
端
”
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

そ
の
具
体
性
は
増
す
の
で
あ
る
︒

五

ま
と
め
と
課
題

以
上
︑
芳
艶
画
﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
と
︿
八
犬
伝
﹀
絵
と
の
関
連
を
考
え
て
き

た
︒
た
だ
し
︑
本
稿
で
は
︑﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
の
直
接
的
な
出
典
を
指
摘
し
た

わ
け
で
は
な
い
︒
幕
末
期
の
︿
八
犬
伝
﹀
流
行
を
踏
ま
え
︑
芳
艶
の
絵
を
見
た

鑑
賞
者
が
︿
八
犬
伝
﹀
と
の
類
似
性
・
重
層
性
を
読
み
取
り
う
る
可
能
性
を
提

示
し
た
︑
と
い
う
の
が
論
旨
で
あ
る
︒﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
の
図
柄
か
ら
ふ
と
立

ち
上
が
る
︑
ど
こ
か
で
見
た
こ
と
の
あ
る
構
図
に
﹃
八
犬
伝
﹄
を
想
起
し
︑
そ

し
て
“
最
期
”
と
“
発
端
”
を
重
ね
た
上
で
︑
義
経
の
こ
れ
か
ら
続
く
︿
物

語
﹀
の
始
ま
り
と
し
て
解
釈
し
う
る
の
で
は
な
い
か
︒

一
方
で
︑︿
八
犬
伝
﹀
か
ら
の
直
接
の
影
響
も
否
定
で
き
な
い
要
素
が
﹁
白

竜
昇
天
﹂
図
に
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
最
後
に
述
べ
た
い
︒

再
び
図
�
を
ご
覧
頂
き
た
い
︒
高
舘
合
戦
と
い
う
戦
の
面
に
お
い
て
︑
弁
慶

が
右
手
に
持
つ
“
笠
”
に
論
者
は
違
和
感
を
覚
え
る
︒
伝
承
上
︑
弁
慶
は
高
舘

で
立
ち
往
生
を
遂
げ
た
︒
し
た
が
っ
て
泰
衡
軍
と
戦
う
は
ず
の
弁
慶
が
笠
を
所

持
す
る
の
は
少
々
不
可
解
で
あ
る
︒
芳
艶
や
国
芳
の
武
者
絵
を
管
見
の
限
り
確

認
し
た
が
︑
合
戦
で
笠
を
被
る
の
は
た
い
て
い
足
軽
で
あ
り
︑
読
本
や
合
巻
で

も
︑
安
宅
の
関
の
場
面
で
編
み
笠
を
持
つ
弁
慶
は
描
か
れ
る
も
の
の
︑
高
舘
合

戦
で
“
笠
”
を
持
つ
様
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
︒

こ
の
“
笠
”
が
︿
八
犬
伝
﹀
三
浦
の
場
面
に
関
わ
る
︒
落
ち
延
び
た
義
実
主

従
が
笠
を
被
り
︑
﹁
白
龍
﹂
を
見
る
場
面
で
は
笠
を
持
ち
上
げ
る
︒
国
芳
の
絵

に
も
描
き
込
ま
れ
︑
芳
艶
画
﹃
ど
う
け
八
犬
傳
﹄
も
︑
笠
が
飛
ば
さ
れ
る
と
い

う
滑
稽
味
を
加
え
て
描
き
出
す
︒
笠
が
三
浦
の
場
面
を
示
す
一
要
素
と
い
え
よ

う
︒
つ
ま
り
︑“
笠
”
を
弁
慶
に
持
た
せ
る
こ
と
が
︑
﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
と
︿
八

犬
伝
﹀
と
を
繋
げ
る
橋
渡
し
と
し
て
働
く
の
で
は
な
い
か
︒

ま
た
︑﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
で
は
高
舘
合
戦
を
﹁
文
治
三﹅

年
﹂
と
し
て
い
る
が
︑

こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
︒
正
し
く
は
文
治
五﹅

年
で
あ
り
︑
義
経
関
連
資
料
を
確
認

し
た
も
の
の
︑
文
治
三
年
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
看
取
で
き
な
か
っ
た
︒
で
は

﹁
三
﹂
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
︒
興
味
深
い
の
が
︑
詞
書
に
﹁
白
龍
天
に
昇
る
﹂

と
記
さ
れ
た
図
7
の
﹃
仮
名
読
八
犬
伝
﹄
の
本
文
で
あ
る
︒

里さ
と

見み

又
太
郎
義よ
し

実ざ
ね

が
安あ

房は

に
起お
こ

る
の
は
じ
め
を
言い

は
ゞ
︑
父ち
ゝ

季す
ゑ

基も
と

と
も
ろ

と
も
に
結ゆ
ふ

城き

の
し
ろ
に
盾た
て

こ
も
り
︑
持も
ち

氏う
ぢ

の
わ
す
れ
が
た
み
春は
る

王わ
う

安や
す

王わ
う

に

も
り
か
し
づ
き
て
︑
京
き
や
う

鎌か
ま

倉く
ら

の
大た
い

軍ぐ
ん

を
ひ
き
う
け
︑
篭 ろ

う

城
じ
や
う

三 み

年 と
せ

に
お
よ
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ぶ
ま
で
一い
ち

度ど

も
不ふ

覚か
く

を
と
ら
ざ
り
し
が
︑
了つ
ひ

に
太た

刀ち

折を

れ
い
き
ほ
ひ
つ
き

て
落ら
く

城
じ
や
う

の
と
き
に
い
た
り
︑
父ち
ゝ

季す
ゑ

基も
と

は
陣う
ち

歿じ
に

な
し
︑
義よ
し

実ざ
ね

も
も
ろ
と
も

に
死し

な
ん
と
覚か
く

悟ご

を
究き
は

め
し
か
ど
︑
父ち
ゝ

が
最さ
い

期ご

の
言
語

こ

と

ば

を
ま
も
り
︑
老ろ
う

黨だ
う

杉す
ぎ

倉く
ら

木き

曽そ
の

助す
け

氏う
ぢ

元も
と

︑
堀ほ
り

内う
ち

蔵く
ら

人ん
ど

貞さ
だ

行ゆ
き

と
主 し

ゆ

従
う
じ
う

わ
づ
か
三
人

み

た

り

に
て
︑
敵て
き

の

囲か
こ

み
を
砍き
り

ひ
ら
き
︑
三 み

浦 う
ら

が
さ
き
に
船ふ
ね

を
も
と
め
て
漕こ
ぎ

い
づ
る
︒
浪な
み

や
う

た
か
た
の
安あ

房は

を
さ
し
て
ぞ
お
も
む
き
け
る
︒

︵
三
ウ
︱
四
オ
)

見
開
き
分
の
全
文
を
掲
げ
た
が
︑﹁
篭ろ
う

城
じ
や
う

三み

年と
せ

﹂︑﹁
主し
ゆ

従
う
じ
う

わ
づ
か
三
人

み

た

り

﹂
そ

し
て
﹁
三み

浦う
ら

が
さ
き
﹂
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
漢
数
字
の
﹁
三
﹂
が
多
い
こ
と
に

気
づ
く
︒
あ
る
い
は
こ
の
﹁
三
﹂
を
用
い
た
可
能
性
も
あ
る
︒

勿
論
︑
こ
れ
は
推
測
に
推
測
を
重
ね
た
仮
説
で
あ
る
︒
だ
が
︑
岩
切
友
里
子

﹁
太
閤
記
の
世
界㉑
﹂
が
︑
天
保
の
改
革
以
降
の
﹁
一
目
で
わ
か
る
通
常
の
絵
で

は
な
く
︑
何
を
描
い
た
も
の
か
を
享
受
者
に
判
じ
さ
せ
る
﹁
は
ん
じ
絵
﹂
で
利

を
得
よ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
﹂
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
加
え
て
︑

題
名
︑
武
者
名
は
隠
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
か
ら
︑
見
る
人
が
図
様
や
擬

似
的
な
紋
な
ど
か
ら
本
来
の
題
名
︑
武
者
の
名
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
ど
こ
の
場
面
で
あ
ろ
う
か
︑
誰
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
が
人
々
の

関
心
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
売
上
の
増
加
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

と
述
べ
る
︒
岩
切
論
考
は
絶
版
処
分
に
も
な
っ
た
武
内
確
斎
作
・
岡
田
玉
山
画

﹃
絵
本
太
閤
記
﹄︵
寛
政
九
﹇
一
七
九
七
﹈
︱
享
和
二
年
﹇
一
八
〇
二
﹈
刊
︶
と

そ
の
影
響
下
の
錦
絵
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
︿
八
犬
伝
﹀
と

﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
と
の
関
係
と
同
じ
と
は
い
え
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
う

い
っ
た
読
解
方
法
を
体
得
し
て
い
た
鑑
賞
者
達
が
い
た
と
す
れ
ば
︑“
笠
”
や

“
三
”
と
い
っ
た
ヒ
ン
ト
か
ら
︑︿
八
犬
伝
﹀
と
﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
と
の
イ
ン
タ

ー
テ
ク
ス
ト
を
読
み
取
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
芳
艶
の
手
法
が
他
の
作
品
に
あ
る
の
か
︑︿
八
犬
伝
﹀
と
﹁
白

竜
昇
天
﹂
図
と
を
繋
げ
る
契
機
は
何
か
︑
幕
末
に
お
け
る
︿
異
国
﹀
へ
の
ま
な

ざ
し
な
ど
︑
様
々
な
問
題
が
残
る
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

注①

｢歌
川
芳
艶
﹂︵
悳
俊
彦
執
筆
︑
国
際
浮
世
絵
学
会
編
﹃
浮
世
絵
大
事
典
﹄︑
東
京

堂
出
版
︑
平
20
・
7
︶︒
ま
た
︑
は
じ
め
の
芳
艶
の
紹
介
も
︑
本
項
を
参
照
し
た
︒

②

﹃
歌
川
芳
艶

︱
知
ら
れ
ざ
る
国
芳
の
門
弟

︱
﹄︵
日
野
原
健
司
執
筆
︑
太
田
記

念
美
術
館
︑
平
23
・
9
︶︒

③

日
野
原
健
司
﹁
歌
川
芳
艶
研
究

︱
国
芳
門
弟
の
伝
記
と
画
業

︱
﹂︵﹁
太
田
記

念
美
術
館
紀
要

浮
世
絵
研
究
﹂
�
︑
平
23
︶
︒

④

﹃
義
経
展

︱
源
氏
・
平
氏
・
奥
州
藤
原
氏
の
至
宝

︱
﹄︵
Ｎ
Ｈ
Ｋ
︑
平
17
・

5
︶︒

⑤

﹃
浮
世
絵
が
創
っ
た
江
戸
文
化
﹄︵
笠
間
書
院
︑
平
25
・
 
︶
︒

⑥

絵
巻
﹃
上
瑠
璃
﹄
第
九
巻
﹁
吹
上
﹂︵﹃
繪
巻
上
瑠
璃
﹄︵
熱
海
美
術
館
蔵
絵
巻
︑

京
都
書
院
︑
昭
52
・
5
︶︒

⑦

千
葉
市
美
術
館
蔵
︑
杉
村
治
兵
衛
画
﹁
浄
瑠
璃
十
二
段
草
子

吹
上
﹂︵
貞
享
年

間
﹇
一
六
八
四
～
一
六
八
八
﹈
期
頃
︶
が
あ
る
︒
Ｈ
Ｐ
に
は
︑﹁
杉
村
治
兵
衛
に
比

定
さ
れ
る
横
大
々
判
の
初
期
版
画
は
︑
古
浄
瑠
璃
の
著
名
場
面
を
絵
画
化
し
た
と
思

一
英
斎
芳
艶
﹁
文
治
三
年
奥
州
高
舘
合
戦
自
衣
川
白
竜
昇
天
﹂
図
論

一
七
五



わ
れ
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
︒
⁝
⁝
浮
世
絵
版
画
と
し
て
は
﹁
吹
上
﹂
の
図
は

非
常
に
珍
し
い
と
い
う
こ
と
も
言
い
添
え
て
お
き
た
い
﹂
と
の
説
明
が
付
さ
れ
て
い

る
︒
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⑧

濱
田
啓
介
校
訂
﹃
南
総
里
見
八
犬
伝
﹄︵
新
潮
社
︑
平
15
・
6
︶
に
拠
る
︒

⑨

注
①
に
同
じ
︒

⑩

﹃
絵
本
と
浮
世
絵
﹄︵
美
術
出
版
社
︑
昭
54
・
4
︶︒

⑪

具
体
的
に
は
﹁
和
漢
準
源
氏
︑
乙
女
﹂︵
安
政
二
年
︶
と
岡
田
玉
山
作
・
画
﹃
絵

本
玉
藻
譚
﹄︵
文
化
二
年
刊
︶
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
︒

⑫

例
え
ば
︑
国
芳
画
﹁
聖
徳
太
子
物
部
守
屋
誅
伐
ノ
図
﹂︵
嘉
永
五
年
︶
は
︑
武
内

確
斎
作
・
岡
田
玉
山
画
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
五
編
巻
之
四
︵
二
十
五
ウ
・
二
十
六
オ
︶

に
基
づ
く
が
︑
芳
艶
も
﹁
瓢
軍
談
五
十
四
場

四
十
七
﹂︵
元
治
元
年
﹇
一
八
六

四
﹈︶
で
同
様
の
図
を
描
く
︒
当
局
か
ら
絶
版
処
分
を
受
け
た
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
を

用
い
る
た
め
︑
国
芳
は
世
界
を
変
更
し
た
が
︑
芳
艶
は
秀
吉
を
久
吉
と
す
る
だ
け
で
︑

特
に
世
界
を
変
え
る
わ
け
で
は
な
い
︒
盛
政
︵
正
盛
︶
が
馬
に
跨
が
る
様
も
﹃
絵
本

太
閤
記
﹄
の
挿
絵
の
ま
ま
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
﹃
絵
本
太
閤
記
﹄
か
ら
直
接
採
っ
た

と
も
思
し
い
が
︑
馬
の
模
様
は
国
芳
﹁
聖
徳
太
子
物
部
守
屋
誅
伐
ノ
図
﹂
と
一
致
す

る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
原
作
と
の
関
連
だ
け
で
な
く
︑
他
絵
師
に
よ
る
絵
柄
な
ど
︑

様
々
な
影
響
関
係
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
︒

⑬

な
お
︑
原
作
﹃
八
犬
伝
﹄
の
三
浦
の
場
面
の
典
拠
と
し
て
︑
井
上
泰
至
﹁
鳩
と
白

龍

︱
﹃
八
犬
伝
﹄
と
源
氏
神
話

︱
﹂︵﹃
近
世
刊
行
軍
書
論

︱
教
訓
・
娯
楽
・

考
証

︱
﹄
笠
間
書
院
︑
平
26
・
B
︒
初
出
は
﹁
防
衛
大
学
校
紀
要
人
文
科
学
分

冊
﹂
92
︑
平
18
・
4
︶
が
︑﹃
前
太
平
記
﹄
に
載
る
清
和
源
氏
に
ま
つ
わ
る
白
龍
伝

説
を
あ
げ
て
い
る
が
︑﹃
前
太
平
記
﹄
の
図
と
﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
と
は
一
致
し
な
い

こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
︒

⑭

柴
田
光
彦
・
神
田
正
行
編
﹃
馬
琴
書
翰
集
成
﹄︵
八
木
書
店
︶
に
拠
る
︒

⑮

｢文
学
﹂
6
︱
4
︵
平
16
・
6
︶︒

⑯

﹃
曲
亭
遺
稿
﹄
︵
国
書
刊
行
会
︑
明
44
・
4
︶
に
拠
る
︒

⑰

他
に
も
︑
立
川
焉
馬
作
・
豊
国
画
﹃
八
犬
義
士
誉
勇
猛
﹄︵
嘉
永
四
年
刊
︶
や
為

永
春
水
作
・
国
芳
画
﹃
今
様
八
犬
傳
﹄
︵
嘉
永
五
年
刊
︶︑
鈍
亭
魯
文
填
詞
・
一
松
斎

芳
宗
画
﹃
當
世
八
犬
傳
﹄
︵
安
政
三
年
刊
︶
︑
岳
亭
定
岡
作
・
芳
宗
画
﹃
義
勇
八
犬

伝
﹄︵
文
久
三
年
刊
︶
な
ど
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
の
﹃
八
犬
伝
﹄
を
合
巻
化
し
た
一
連

の
作
品
群
に
つ
い
て
は
︑
髙
木
元
氏
が
継
続
的
に
紹
介
し
て
い
る
︒﹃
八
犬
伝
銘
々

誌
略
﹄
と
﹃
英
名
八
犬
士
﹄
を
本
文
で
示
し
た
の
は
︑﹁
白
竜
昇
天
﹂
図
以
前
に
刊

行
さ
れ
︑
か
つ
口
絵
か
挿
絵
に
三
浦
の
場
面
が
描
か
れ
る
た
め
で
あ
る
︒

⑱

服
部
仁
監
修
﹃
八
犬
伝
の
世
界
﹄
︵
愛
媛
県
美
術
館
・
千
葉
市
美
術
館
・
美
術
館

連
絡
協
議
会
︑
平
20
︶
に
︑
双
六
の
全
体
図
が
載
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒

⑲

義
経
一
行
の
行
き
先
を
作
品
別
に
わ
け
る
と
︑
蝦
夷
へ
赴
く
の
は
﹃
御
曹
司
島
渡

り
﹄︵
室
町
時
代
成
立
︶︑﹃
続
本
朝
通
鑑
﹄︵
寛
文
十
年
﹇
一
六
七
〇
﹈
刊
︶︑
小
幡

邦
器
著
﹃
義
経
興
廃
記
﹄
︵
元
禄
十
七
年
﹇
一
七
〇
四
﹈
刊
︶︑
近
松
門
左
衛
門
作

﹃
源
義
経
将
棊
経
﹄︵
正
徳
元
年
初
演
︶
︑
新
井
白
石
著
﹃
読
史
余
論
﹄︵
正
徳
二
年

刊
︶︑
十
返
舎
一
九
作
﹃
義
経
高
舘
合
戦
﹄︵
文
化
三
年
刊
︶
︑
華
家
黒
面
作
・
歌
川

国
丸
画
﹃
増
補
高
舘
日
記
﹄︵
文
化
七
年
刊
︶
︑
好
花
堂
野
亭
作
・
西
村
中
和
画
﹃
義

経
勲
功
図
会
﹄︵
文
政
八
︱
九
年
刊
︶︑
為
永
春
水
作
・
歌
川
広
重
画
﹃
鞍
馬
山
源
氏

之
勲
功
﹄︵
天
保
八
年
刊
︶
な
ど
︑
金
へ
は
加
藤
謙
斎
著
﹃
鎌
倉
実
記
﹄︵
享
保
二
年

﹇
一
七
一
七
﹈
刊
︶︑
清
へ
は
森
長
見
著
﹃
国
学
忘
貝
﹄︵
天
明
三
年
﹇
一
七
八
三
﹈

刊
︶︑
一
舟
子
作
﹃
義
経
盤
石
伝
﹄︵
文
化
三
年
刊
︶
な
ど
︑
韃
靼
へ
は
福
内
鬼
外
作

﹃
源
氏
大
草
紙
﹄︵
明
和
七
年
﹇
一
七
七
〇
﹈
初
演
︶
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

⑳

﹃
図
説
浮
世
絵
義
経
物
語
﹄︵
河
出
書
房
新
社
︑
平
12
・
11
︶︒

㉑

﹃
浮
世
絵
大
武
者
絵
展
﹄︵
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
︑
平
15
・
10
︶︒

一
英
斎
芳
艶
﹁
文
治
三
年
奥
州
高
舘
合
戦
自
衣
川
白
竜
昇
天
﹂
図
論

一
七
六



︹
附
記
︺

本
稿
は
絵
入
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
Ⅵ
︵
於
同
朋
大
学
︶
で
の
口
頭
発
表
に
基

づ
く
︒
席
上
で
ご
意
見
を
賜
っ
た
諸
先
生
に
︑
ま
た
資
料
の
掲
載
を
許
可
し
て

下
さ
い
ま
し
た
国
立
国
会
図
書
館
︑
館
山
市
立
博
物
館
︑
早
稲
田
大
学
図
書
館

に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
そ
し
て
﹃
八
犬
伝
﹄
関
連
の
錦
絵
の
所
蔵
者
で
あ
る

服
部
仁
氏
に
は
︑
資
料
の
掲
載
を
は
じ
め
︑
様
々
な
ご
教
示
や
格
別
の
ご
高
配

を
賜
り
ま
し
た
︒
謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

な
お
︑
本
稿
は

J
S
P
S
科
研
費

2
6
7
7
0
0
8
1
若
手
研
究
︵
Ｂ
︶﹁
近
世
後
期
読

本
に
お
け
る
考
証
・
批
評
と
創
作
と
の
連
関
に
関
す
る
研
究
﹂
の
助
成
を
受
け

た
成
果
の
一
部
で
す
︒

一
英
斎
芳
艶
﹁
文
治
三
年
奥
州
高
舘
合
戦
自
衣
川
白
竜
昇
天
﹂
図
論

一
七
七


