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『小
栗
実
記
』
は
奥
付
に
よ
れ
ば

一
七
三
五
年
、

つ
ま
紅

「享
保
二
十
乙
卯

歳
五
月
吉
祥
日
」
の
刊
。
作
者
に
つ
い
て
は
内
題
に
は

「畠
山
先
生
著
述
/
穂

積
先
生
参
考
」
と
あ
り
、
奥
付
に
は

「伏
見

畠
山
先
生
泰
全
著
述
/
摂
州

穂
積
先
生
以
貫
参
考
」
と
あ

っ
て
、
内
題
奥
付
は

一
致
し
て
い
る
。
全
十
二
巻

十
二
冊
の
藍
色
表
紙
の
大
本
で
、
近
世
小
説
史
上
で
は
、
「
読
本
様
式
成
立
に

先
立
つ
読
本
前
史
の

一
部
を
占
め
る

(注-
)」
〈
仮
作
軍
記
〉
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ

ン
ル
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
は
そ
れ
に
従

っ
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

ず

っ
と
後

の
時
代
に
な
る
が
、
文
化
十
年

(
一
八

=
二
)
か
ら
同
十
二
年
に

か
け
て
出
版
さ
れ
た
小
枝
繁
作

・
葛
飾
北
斎
画
め
長
篇
読
本

『小
栗
外
伝
』
は
、

あ
き
ら
か
に
こ
の

『小
栗
実
記
』
に
依

っ
て
い
る
。
両
作
品
の
比
較
検
討
は
是

非
と
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
課
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後

の
機
会
に
譲

る
と
し
て
、
読
本
前
史
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
の
作
品

『小
栗
実
記
』
の
諸
々

の
特
徴

の
中
に
、
何
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
今
は
こ
の
辺
に
焦
点
を
絞

り
た

い
。

ま
ず
第

一
に
興
味
を
惹
か
れ
る
の
は
、
穂
積
以
貫
が
こ
の

『小
栗
実
記
』
の

成
立
に
何
ら
か
の
形

で
関
わ

っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
「
ら
し
い
」

と

田

川

邦

子

い
う
言
い
方
は
曖
昧
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
内
題
奥
付
共
に
穂
積
以
貫
先
生

「参
考
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
作
品
成
立
に
関
わ

っ
た
事
実
を
明
確
に
表
明
し

て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
事
実
を
前
提
に

『小
栗
実
記
翫
の
創
作
方
法
を
考
え
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

申
村
幸
彦
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

以
貫
が
名
を
示
し
て
参
加
し
た

『小
栗
実
記
』
に
お
い
て
、
如
何
な
る
参

加
の
仕
方
で
あ

っ
た
か
。
こ
の
種
の
も
の
に
多
く
処

々
に

「按
ズ

ル
ニ
」
と

し
て
、
本
文
に
参
考
と
な
る
事
実
や
意
見
を
述
べ
る
。
少
く
と
も
、
恐
ら
く

こ
の
処
は
以
貫
の
担
当
と
思
わ
れ
て
、
か
な
り
高
度

の
知
識
や
論
が
披
露
さ

れ
て
い
る

(「穂
積
以
貫
逸
事

(注2
)」
)

ま
た

「参
考
」
、
「再
考

(注
、)」
に
つ
い
て
は

「各
章
の
文
末
に
、
内
容
に

つ

い
て
の
史
実
や
補
記
を
付
し
た
り
、

一
種
の
批
評
の
如
き
を
加
え
た
こ
と
を
指

す
ら
し
い
」
(「穂
積
以
貫
年
譜
略

(穿
〉」
)
と
も
言

っ
て
い
る
。

実
際

『小
栗
実
記
』
全
十
二
冊
に
は
短

い
も
の
は
ほ
ん
の

一
行
、
長
け
れ
ば

数
丁
に
わ
た
る

「今
按

ス
ル
ニ
」
ま
た
は

「按
ス
ル
ニ
」
と
あ
る
添
書
き
は
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
こ
の
種
の
長
編
の
伝
奇
的
読
本
に
は

よ
く
あ
る
例
で
、
何
も

『小
栗
実
記
』
だ
け
の
も
の
で
は
な

い
。
話
主
で
あ
る

筆
者
が
要
所
要
所
に
顔
を
出
し
、
こ
れ
ま
で
記
述
し
た
事
柄
に
補
足
を
加
え
た

(21)



文教 大学女 子 短期大 学部研 究紀 要45集,(21)一(28),2002

『小栗實記」(花応院 〈藤沢市西俣野〉所蔵)

り
、
弁
解
し
た
り
、
読
者
に
注
意
を
促
し
た
り
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
、
読
み
手
に

は
こ
れ
が
な
か
な
か
面
白
く
有
益
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
作
者

の
創
作
態
度

や
方
法
、
そ
の
心
理
な
ど
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

『小
栗
実
記
』
全
十
二
巻
の
う
ち
、
最
初
に

「今
按
ズ
ル
ニ
」
が
出
て
来
る

の
は

一
巻
の
終
り
に
近
い
所
で
、
照
天
ノ
姫
の
乳
母
侍
従
が
入
水
し
て
果
て
る
、

そ
の
説
明
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

『新
編
鎌
倉
志
』

の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
「光
伝

寺
の
前
の
川
を
世
に
侍
従
川
と
云
」
う
の
は
此
の
事
に
依
る
と
説
明
さ
れ
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
の
筋
書
き
の
種
明
か
し
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
始
ま
り
巻
之
四
に

一
つ
、
巻
之
五
に

一
つ
、
巻
之
六
に
二
つ
、
巻
之

七
に
三
つ
、
巻
之
八
に
二
つ
、
巻
之
九
に
二
つ
、
巻
之
十
に
五
つ
、
巻
之
十

一

に
二
つ
、
巻
之
十
二
に
三
つ
と
、
合
計
二
十
二
個
所
に
な
る
。
ど
ち
ら
か
い
え

ふ
す

ぼ
後
半
に
多

い
の
は
、
「照
天
の
松
熏

べ
」
「美
濃
青
墓
の
長
」

「小
栗

の
餓
鬼

病
」
「熊
野
の
湯
の
峯
」
な
ど
先
行
の
小
栗
判
官
伝
説
に
重
な
る
部
分
が
多
く

な
る
か
ら
で
あ
る
。
既
成

の
伝
説
伝
承
に
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
向
き
合
う
か
、

も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
新
し
い
創
作
に
そ
れ
を
ど
う
利
用
し
生
か
し

て
い
く
か
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
創
作
で
あ
る
以
上
作
者
に
と

っ
て
こ

の
点
が
何
よ
り
大
き
な
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
部
分
に
関
係

す
る
作
者
の
側
の
弁
明
で
あ
る
と
も

い
え
る
。
そ
の
内
容
か
ら
見
て
本
文
に
深

い
繋
が
り
が
あ
る
の
は
無
視
で
き
な
い
の
で
、
穂
積
以
貫
が
独
断
で
書

い
た
も

の
と
は
思
わ
れ
な

い
。
筆
を
執

っ
た
の
は
以
貫
で
あ
る
に
し
て
も
、
内
容
的
に

は
両
者
の
合
意
合
作
と

い
う
性
質

の
も

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
こ
と
は
作
品
を
書
く
に
際
し
て
も
、
泰
全
は
集
め
た
諸
史
料
や
自
作

の
ア
イ
デ
ア
を
以
貫
に
示
し
、
書
き
上
げ
た
も
の
に
以
貫
の
意
見
を
求
め
る
と

い
う
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と

い
う
想
像
に
も
連
ら
な
る
の
で
あ
る
。

以
貫
と
泰
全
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

っ
た
の
か
、
今
に
し
て
は
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よ
く
分
ら
な
い
こ
と
が
多

い
の
だ
が
、
こ
れ
も
中
村
氏
の

『年
譜
略
』
に
よ
れ

ば
、
以
貫
は
二
十
三
歳
で
伊
藤
東
涯

の
門
に
入
る
ま
で
は
伏
見
に
住
む
父
親
と

同
居
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
伏
見
と

い
う
土
地
が
二
人
を
結
び

つ
け
る
機
縁

に
な

っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う

で
あ
る
。
二
人
の
年
齢
は
か
な
り
離
れ
て

い
る
よ
う
だ
か
ら
、
ま
ず
以
貫
の
父
親
で
和
算
学
者
の
穂
積
与
信
と
畠
山
泰
然

の
交
際
か
ら
始
ま

っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

畠
山
泰
全
が
残
し
た
歴
史
物
語
は
全
部
で
三
作
品
。
『小
栗
実
記
』

の
前

に

は
享
保
六
年
に

『三
楠
実
記
』
が
あ
り
、
元
文
二
年

(
一
七
三
七
)
に
は

『大

友
真
鳥
実
記
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

『大
友
真
鳥
実
記
』
は

『蝉
鰡
飜

註
難
波
土
産
』
(元
文
三
年
序
)
め
巻

之
三

「大
内
裏
大
友
真
鳥
」
の
評
注
に
、

「其
実
記
は
近
年
板
行
な
り
し
大
友
真

鳥
軍
記
と
い
へ
る
軍
書

に
く
は
し
く
記

せ
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
そ
の
作
品
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
だ

ろ
う
。

『大
内
裏
大
友
真
鳥
』
は
享
保
十
年

(
一
七
二
五
)
九
月
、
大
阪
竹
本
座
初

演

の
時
代
浄
瑠
璃
で
、
竹
田
出
雲
作

で
あ
る
。
好
評
を
博
し
何
か
と
話
題
に
な
っ

た
作
品

で
あ
る
が
、
万
象
亭

(森
島
仲
良
)
が

『反
古
籠
』
で

.

.

大
友
真
鳥

の
浄
瑠
璃
の
趣
向
は
以
貫

一
夜
に
て
立
て
た
る
趣
向
に
て
、
竹

田
出
雲

へ
授
し
と
な
り
。
道
行
は
自
作
な
り
。
故
に
委
し
く
註
を
加

へ
し
な

り
。

と
書

い
て
い
る
の
は
有
名
な
は
な
し

で
あ
る
。

穂
積
以
貫
は
芝
居
好
き
で
竹
本
座

に
出
入
り
し
、
近
松
門
左
衛
門
と
も
親
交

の
あ

っ
た
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
、

『難
波
土
産
』
に
も
近
松
を
讃
美
す

る
漢

詩
を
載
せ
て
い
る
。

竹
本
座
は
近
松
門
左
衛
門
が
亡
く
な

っ
た
直
後
の
こ
と
で
も
あ
り
、
竹
田
出

雲
が
作
者
と
し
て
自
立
を
迫
ら
れ
る

一
つ
の
転
換
点
の
時
機

に
あ

っ
た
。
『
難

波
土
産
』
に
以
貫
が
ど
の
よ
う
な
形
で
か
か
わ

っ
て
い
た
か
は
よ
く
分
ら
な

い

が
、
万
象
亭

の
言
葉
を
信
じ
れ
ば
、
『大
内
裏
大
友
真
鳥
』

の
ア
イ
デ
ア
は
以

貫
か
ら
出
た
こ
と
に
な
り
、
彼
が
近
松
亡
き
後
の
竹
本
座
そ
し
て
座
元
の
竹
田

出
雲
に
協
力

の
手
を
差
し
延
べ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
七
て
元
文
二
年
に
は

畠
山
泰
全
の

『大
友
真
鳥
実
記
』
で
あ
る
。

『大
友
真
鳥
実
記
』
の
出
版
は

『小
栗
実
記
』
か
ら
二
年
後
に
な
る
が
、
そ

の
間
に
作
者
の
泰
全
は
亡
く
な

っ
て
い
た
ら
し

い
。
未
完

の
草
稿
と
し
て
残
さ

れ
た
も
の
に

「穂
積
先
生
の
令
弟
尚
古
庵
氏
」
が
筆
を
継
ぎ
完
成
さ
せ
た
と
序

文
に
は
あ
る
。
中
村
氏
は
こ
の
尚
古
庵
を
二
人

い
た
以
貫

の
弟

の
う
ち
の
ど
ち

ら
か
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
と
も
か
く
畠
山
泰
全
は
穂
積
以
貫
は
も
と

よ
り
、
そ
の

一
族
と
も
非
常
に
近
い
所
に
居
た
人
だ
と

い
う
気
が
す
る
の
で
あ

る
。

『大
鳥
真
鳥
実
記
』
に
も
以
貫
の
創
意
工
夫
の
跡
は
必
ず
隠
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と

い
う
推
測
も
成
り
立
つ
が
、
既
に
享
保
十
年
の
時
期
に
泰
全

の
未

完
の
草
稿
が
あ
り
、
以
貫
が
そ
れ
を
手
が
か
り
に

一
晩
で

『大
内
裏
大
友
真
鳥
』

の
趣
向
を
立
て
た
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に
も
ま
た
両
者
の
微
妙
な
関
係
が
想

像
さ
れ
る
。

『難
波
土
産
』
の

「発
端
」
に
記
さ
れ
る
近
松
の
言
説
に
は

惣
し
て
浄
る
り
は
人
形
に
か

・
る
を
第

一
と
す
れ
ば
外
の
草
子
と
違
ひ
て
、

文
句
み
な
働
を
肝
要
と
す
る
活
物
な
り
。
殊
に
歌
舞
伎
の
生
身

の
人
の
芸
と

芝
居
の
軒
を
な
ら
べ
て
な
す
わ
ざ
な
る
に
、
正
根
な
き
木
偶
に
さ
ま
ざ
ま
の

情
を
も
た
せ
て
、
見
物
の
感
を
と
ら
ん
と
す
る
事
な
れ
ば
、
大
形
に
て
は
妙

作
と
い
ふ
に
至
り
が
た
し
。
(句
読
点
は
筆
者
)

と
あ
る
よ
う
に
、
浄
瑠
璃
と
実
録
的
読
物
で
は
創
作
原
理

・
方
法
が
ま
る
で

異
な
る
。
近
松
は

「文
句
」
、

つ
ま
り
表
現
方
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う

(23)
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に
見
え
る
が
、
人
形
劇
に
相
応
し
い
表
現
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
構
想
と
趣

向
、
つ
ま
り
大
も
と

の
筋
書
き

の
適

不
適
が
大
前
提
に
な
る
の
は
言
う
ま
で
も

な
炉
。
『大
内
裏
大
友
真
鳥
』
と

『
大
友
真
鳥
実
記
』
を
単
純
に
比
較
し
て
も

何
も
見
え
て
こ
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

『小
栗
実
記
』
の
以
貫
と
泰
全

と
の
か
か
わ
り
を
模
索
す
る
た
め
に
も
、
大
友
真
鳥
物
の
両
作
品
を
慎
重
に
検

討
し
て
み
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う

。
小
栗
物
と
同
じ
よ
う
に
大
友
真
鳥
物
も

先
行
作
品
に
古
浄
瑠
璃
を
持

っ
て
い
る
の
で
条
件
は
非
常
に
似
通

っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
問
題
に
深
入
り
す
れ
ば
横
道
に
逸
れ
る
の
で
、
別
の
機
会
に
譲

る
こ
と
に
し
、
今
は

『小
栗
実
記
』

に
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。

(二)

ま
ず
先
行
作
品
で
あ
る
が
、
竹
本
座
で
好
評
を
博
し
た

『小
栗
判
官
車
街
道
』

(作
者
竹
田
出
雲
、
文
耕
堂
)
は
元
文

三
年

(
一
七
三
八
)
八
月
初
演
で
あ
る

か
ら
、
『小
栗
実
記
』

尸よ
り
二
年
後

れ
て
世
に
出
て
い
る
。

現
在
の
私
た
ち
の
目
に
入
る
限
り
で
は
室
町
時
代
の
戦
記
物

『鎌
倉
大
草
紙
』

が
あ
り
、
そ
の
他
は
説
経
浄
瑠
璃

の
正
本

(延
宝
三
年
〈

一
六
七
五
〉
正
本
屋

五
兵
衛
板
の
も
の
と
ハ
佐
渡
七
太
天
豊
孝
正
本
の
も
の
が
あ
る
)
と
、
御
物
絵

巻
物
、
奈
良
絵
本
、
そ
れ
に
草
子
の
形
態
を
持
つ

『お
ぐ
り
物
語
』

(中

・
下

巻
の
み
)
、
寛
永
初
年
の
古
活
字
本

く
下
巻

の
み
)
な
ど
が
あ
る

以
上

『説
教
正
本
集

第
二
』
と
そ
の
解
題
ー

。

 歌
舞
伎
で
は
現
存
し
て
い
る
も
の
に

『小
栗
鹿
目
石
』
(
元
禄
十
六
年
七
月

市
村
座
)
、
『小
栗
十
二
段
』
(元
禄
十
六
年
七
月
森
田
座
)
が
あ
る
が
、
そ
れ

以
前
に
も
外
題
の
み
伝
わ
る
も
の
が
残
り
、
小
栗
物
は
比
較
的
よ
く
上
演
さ
れ

る
人
気
の
あ
る
出
し
物
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
現
存

の
二
作
の
内
容
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
説
経
浄
瑠
璃
を
素
材
に
趣
向
立
て
を
し
、
当
世
風
喜
劇
風
に
ア
レ

ン
ジ
し
た
も
の
と

い
え
る
。

元
禄
十

一
年
く

一
六
九
八
V
竹
本
座
上
演

の
浄
瑠
璃
に

『当
流
小
栗
判
官
』

が
あ
る
。
作
者
近
松
門
左
衛
門
と
あ
る
が
、
『声
曲
類
纂
』
や

『外
題
年
鑑
』

で
は
宇
治
加
賀
掾
に
属
す
る
も
の
に
見
倣
し
て
い
る
の
で
、
も

っ
と
古

い
作
品

か
も
し
れ
な
い
。
流
人
小
栗
が
池
の
庄
司
を
お
供
に
連
れ
て
、
い
き
な
り
相
模

の
国
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
出
だ
し
の
軽
さ
は
神

々
の
御
本
地
か
ら

語
り
出
す
説
経
節
と
は
大
き
な
違

い
で
あ
る
。

横
山
家
の
草
刈
り
の
童
た
ち
が
登
場
し
、
そ
こ
に
敵
を
討
ち
損
ね
深
傷
を
負

う
後
藤
佐
衛
門
が
追
わ
れ
て
登
場
、
小
栗
は
後
藤
を
逃
が
す
た
め
、
機
転
で
横

山
家
の
草
刈
り

の
童
が
連
れ
て
い
る
牛
を
斬
り
、
そ
の
血

の
し
た
た
り
か
ら
後

藤
が
逃
げ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
る
。
結
局
牛
が
横
山
邸
に
駆
け
戻
り
、
後
藤
の

敵
山
形
兵
衛
が
そ
れ
を
追

っ
て
邸
内
に
入
り
大
騒
ぎ
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
小

栗
が
横
山
邸
に
入
り
照
手
を
見
染
め
る
き

っ
か
け
は
、
後
藤
を
助
け
る
た
め
に

牛
を
斬

っ
た
と
い
う
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
偶
然
性
を
発
端
と
す
る
出
だ
し
の
軽
さ
は
歌
舞
伎
的
と
も
言
え

る
が
、
宗
教
性
か
ら
乖
離
し
同
時
に
歴
史
的
背
景
に
も
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な

い
、
人
間
中
心
の
事
件
の
展
開
が
こ
の
作
品
の
特
徴
で
も
あ
る
。

従

っ
て
大
筋
は
説
経
に
據

っ
て
い
る
が
、
深
泥
池

(み
ぞ
う
が

い
け
)
の
大

蛇
も
閻
魔
大
王
も
出
て
来
な
い
。

脇
役

の
鬼
王
鬼
次
の
兄
弟
が
劇
中
で
は
大
き
な
存
在
と
し
て
浮
か
び
上
り

(第
三
)、,
照
手
姫
を
助
け
た
後

「よ
し
な
き
人
に
奉
公
し
か
か
る
う
き
め
」
を

見
る
人
生
を
歎
き
、
出
家
し
て
藤
沢
上
人
の
御
弟
子
と
な
る
。
こ
こ
に
始
め
て

藤
沢
上
人
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
古
浄
瑠
璃
や
伝
説
で
は
脇
役
で
し
か
な
い
人
物
が
、
後

の
作
品

で
は
大
き
く
成
長
し
、
主
役
的
位
置
を
占
め
て
行
く
例
は
近
世
演
劇
で
は
珍
し

い
こ
と
で
億
な
い
。
こ
の
場
で
表
出
さ
れ
る
人
間
的
苦
悶
は

「
よ
し
な
き
人
に

奉
公
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
下
級
侍
の
立
場
の
つ
ら
さ
で
あ
る
。
こ
れ
に
結

び

つ
い
て
藤
沢
上
人
が
登
場
し
て
来
る
の
も
、
こ
の
時
代
の
人
間
的
状
況
に
見

合

っ
て
い
る
。

餓
鬼
阿
弥
蘇
生
譚
は
説
経
を
踏
襲
す
る
が

(第
四
)、
兄
弟

の
出
家
に
結
合

連
続
す
る
形
で
話
が
繋
が
っ
て
い
く
。
蘇
生
に
立
ち
合
う
の
も
、
熊
野
の
湯
に

入
れ
る
こ
と
を
提
案
す
る
の
あ
藤
沢

の
上
人
で
あ
る
が
、
そ
の
意
を
受
け
容
れ

ま
ず
実
行
に
移
す
の
は
出
家
し
た
二
人
の
兄
弟
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
餓
鬼
阿
弥

が
主
人
照
手
姫
の
夫
の
小
栗
で
あ
る
こ
と
を
二
人
は
知
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

一
方
鬼
王
に
助
け
ら
れ
た
照
手
姫

は

「松
葉
の
ふ
す
べ
」
も
転
売
の
話
も
な

く
、
い
き
な
り
青
墓
の
万
屋
の
長
の
宿

の
水
仕

「ひ
た
ち
小
萩
」
と
な

っ
て
現

わ
れ
る

(第
四
)。
青
墓

の
君
の
長
と
照
手
の
問
に
交
わ
さ
れ
る
緊
迫
感
溢
れ

る
や
り
取
り
は
、
説
経
節
で
は
意
志

の
強
い
照
手
の
人
間
像
と
し
て
高
く
評
価

さ
れ
る
が
、
『当
流
小
栗
判
官
』
の
場
合
照
手
は
も
う
少
し
女

っ
ぽ
い
。
鏡
に

向

い
浅
ま
し
い
姿
に
な
り
果
て
た
自
分
に
絶
望
し
、
出
家
し
て
菩
提
の
道
に
入

ろ
う
と
さ
え
す
る
。
長
の
女
房
に
あ

ら
ぬ
疑

い
を
か
け
ら
れ
嫉
妬
さ
れ
、
夫
婦

喧
嘩
に
巻
き
込
ま
れ
そ
う
に
な

っ
た
り
と
、
す
こ
ぶ
る
人
間
臭
い
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
は
後

の

『小
栗
判
官
車
街
道
』
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。

「

こ
う
し
て
見
て
み
れ
ば
、
芸
能
の
分
野
で
書
き
継
が
れ
る
小
栗
物
と
、
実
録

・

軍
記

・
長
編
読
本

の
世
界
で
扱
わ
れ

る
小
栗
物
と
で
は
系
列
が
全
く
異
な
る
こ

と
を
、
い
ろ
応
認
め
て
お
く
必
要
は
あ
り
そ
う
だ
。
断
わ
る
ま
で
も
な
く
、
説

経
節
く
お
ぐ
り
判
官

V
は
芸
能
の
世
界
か
ら
生
ま
れ
出
た
も

の
で
あ
る
。

歴
史
上
の
小
栗
氏
は
、
常
陸
国
の
御
厨
小
栗
の
領
主
で
応
永
二
三
年
く

一
四

一
六
V
上
杉
禅
秀
の
乱
に
荷
担
し
て
敗
北
、
そ
の
後
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏
に
滅

ぼ
さ
れ
る

一
族
で
あ
る
。
小
栗
氏
興
亡

の
舞
台
は
常
陸
国
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、

説
経
節
で
は
流
人
と
し
て
流
さ
れ
る
上
き
、
母
親
の
領
地
と
い
う
理
由
で
常
陸

国
が
選
ば
れ
る
に
過
ぎ
な

い
。
物
語

の
舞
台
と
し
て
は
た
い
し
て
重
さ
を
置
か

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
説
経
節

の
作
者

の
念
頭
に
は
、
京
都
中
心
の
世
界
の

構
図
が
あ
り
、
常
陸
で
起

っ
た
動
乱
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
な

い
。
こ
れ

は

『当
流
小
栗
判
官
』
で
も
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
浮
遊
し

つ
つ
変
形
し
て
い
く
物
語
を
、
歴
史
の
世
界
に
繋
ぎ
止

め
、
再
生
さ
せ
よ
う
と

い
う
新
た
な
試
み
が
な
さ
れ
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。

『小
栗
実
記
』
は
そ
れ
を
志
向
す
る
作
品
で
あ
る
と

い
ち
応
見
倣
し
て
よ

い
で

あ
ろ
う
。
「実
記
」
と

い
う
謂
は
こ
こ
か
ら
来
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
は
近
現
代
の
多
く
の
歴
史
小
説
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
史
料

を
遍
く
渉
猟
し
そ
の
間
隙
や
余
白
に
作
者
の
想
像
力
を
活
動
さ
せ
る
の
と
は
大

分
異
な
る
。
〈
歴
史
〉
と
ひ
と
ロ
に
言

っ
て
も
、
そ
れ
は
観
念

の
固
ま
り
に
化

し
た
残
像
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
行
動
が
集
積
す
る
生
き
た
場
と

し
て
の
〈
歴
史

〉
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
人
々
は
く
時
代

V
と

い
う
概
念
で
そ

れ
を
把
握
し
て
い
た
。
〈
時
代
V
は
さ
ら
に
く
世
界
V
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
、

こ
こ
に
具
体
的
な
人
間
の
行
動
が
浮
上
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

当
り
前
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が

『小
栗
実
記
』
の
〈
世
界
〉
は

「お
ぐ
り
」

で
あ
る
。
こ
こ
で

「
お
ぐ
り
」
と
い
う
と
き
、
す
で
に
諸
々
の
人
物
像
が
浮
上

し
、
綾
な
す
行
動
が
展
開
し
、
且
つ
完
結
す
る

一
つ
の
世
界
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
を
ま
ず
〈
時
代
〉
の
側
か
ら
捕
え
な
お
し
、
当
代
の
人
間
の
視
線

の
延
長

の
上
に
多
く
の
人
間
的
共
感
を
引
き
出
す
も
の
を

つ
け
足
し
て
加
工
し
て
い
く
。

和
田
正
路
が

「今
の
世
に
、
古
戦
等

の
講
釈
と
し
て
人
を
風
靡
す
る
あ
り
。
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今

の
人
の
気
象
風
俗
よ
り
、
古

へ
を

思
へ
る
弊
あ
り
」
(
『異
説
ま
ち
ま
ち
』
)

と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
で
、
「近
代

の
曽
我
勳
功
記
、
義
経
勳
功
記
、
真
鳥
実

記
、
小
栗
実
記
な
ど
、
人
を
ま
ど
わ
す
」
と
し
、
こ
れ
ら
を
浄
瑠
璃
の
類
と
同

等
視
し

「上
留
理
本
講
釈
、
犬
の
く

そ
説
経
、
近
代
記
録
」
と
ま
で
記
し
て
い

る
Q近

代
記
録
と
浄
瑠
璃
は
発
展
の
経
路
を
見
て
も
別
系
統
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る

が
、
自
ら
も
浄
瑠
璃
の
製
作
に
参
加

し
た
と
い
わ
れ
る
穂
積
以
貫
が
、
同
時
に

『小
栗
実
記
』
の
成
立
に
も
関
わ

っ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば

、
両
者
に
は
同
質

の
も
の
が
底
流
し
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
、
そ
れ
が
当
時
の
庶
民
に
喜
ば
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
「
な
ぐ
さ
み
」
を
旨
と
す
る
浄
瑠
璃
の
手
法
と
同
じ
も

の
が
、

実
録
や
講
釈
の
世
界
に
も
浸
透
し
世

に
風
靡
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『小
栗
実
記
』
は
室
町
時
代
の
初

め
、
将
軍
足
利
尊
氏
が
、
関
東
支
配
の
た

め
に
、
次
男
の
足
利
基
氏
を
鎌
倉
管
領
に
任
じ
、
上
杉
憲
顕
を
そ
の
執
事
に
し

て
関
東
の
政
事
を
預
け
る
事
情
か
ら
説
き
起
す
。
事
実
こ
れ
以
降
の
関
東
の
動

乱
の
多
く
は
鎌
倉
管
領
足
利
家
と
、
京
都

の
将
軍
家

の
対
立
、
さ
ら
に
内
部
で

は
管
領
足
利
家
と
執
事
上
杉
家
と
の
軋
轢
が
原
因
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
代
独

特

の
政
事
的
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
話
は
始
ま
ら
な

い
わ
け

で
あ
る
。

小
栗
家
も
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏
と

、
上
杉
家
と
の
対
立
抗
争
に
巻
き
込
ま
れ

て
亡
び
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
端
緒

に
な
る
の
は
応
永
二
三
年
〈

一
四

一
六
〉

年

の
上
杉
禅
秀
の
乱
で
あ
る
。
し
か
し

『小
栗
実
記
』
は
こ
れ
に
は
触
れ
ず
、

こ
の
乱
の
後
日
か
ら
出
発
す
る
。

京
都

の
将
軍
義
量
が
十
九
歳
の
若

さ
で
後
継
者
を
残
さ
ず
に
死
ん
だ
と
き
、

義
量

の
叔
父
に
当
る
青
蓮
院
義
円
を
還
俗
さ
せ
て
義
教
将
軍
と
し
た
。
こ
れ
が

足
利
持
氏

の
不
満
に
火
を
つ
け
る
。
〈
僧
侶
を
還
俗
さ
せ
将
軍
の
後
継
者
に
任

じ
る
と
は
何
事
ぞ
V
と
い
う
の
が
表
向
き
の
非
難
で
あ
る
が
、
鎌
倉
菅
領
足
利

家
か
ら
将
軍
の
後
継
者
を
出
し
て
も
お
か
し
く
な

い
は
ず
と

い
う

の
が
持
氏
の

本
音
で
あ
る
。
東
国
で
兵
を
挙
げ
京
都
に
対
し

一
戦
に
及
ぼ
う
と
主
張
す
る
持

氏
に
君
臣
名
分
論
を
立
て
て
諌
言
し
、
不
興
を
蒙
る
の
が
、
常
陸
の
国
の
領
主

小
栗
満
重
で
あ
る
。
管
領
持
氏
に
諌
言
し
得
る
立
場
と
も
な
れ
ば
並
の
大
名
で

は
お
か
し
い
か
ら
、
「
元
来
は
将
軍
家
ノ
お
附
人
」
だ
と
作
者
は
割
り
書
き

で

注
を
加
え
、
小
栗
家

の
地
位
の
格
上
げ
を
も
く
ろ
ん
で
い
る
。

こ
の
〈
付
家
老

〉
制
も
、
ま
た
持
氏
の

「何
ゾ
我
子
ノ
春
王
丸
、
安
王
丸
二

人
ノ
ウ
チ
ヲ
取
テ
京
都
の
将
軍
に
任
ゼ
ザ
ラ
ン
」
の
考
え
も
、
当
代
の
制
度
に

齟
齬
し
て
い
な
い
つ
当
時
は
紀
州
家
か
ら
入

っ
た
八
代
将
軍
の
時
代
で
あ
る
。

同
時
に
小
栗
満
重

の

「京
都
将
軍

ハ
主
君
ナ
リ
。
鎌
倉
ノ
菅
領

ハ
臣
下
ナ
リ
」

の
名
分
論
も
、
近
世
の
社
会
通
念
と
し
て
正
統
性
を
保
持
し
て
い
る
。

む
し
ろ
こ
れ
に
反
論
す
る
山
名
氏
治
の

「京
都
将
軍
ト
鎌
倉
菅
領

ハ
主
従
ト

云
ベ
カ
ラ
ズ
、
両
将
軍
タ
リ
」
の
方
に
、
時
代
を
超
え
る
何
物
か
が
あ
る
よ
う

に
見
え
る
が
、
こ
の
種

の
急
進
論
は
近
世
で
は
異
端
で
あ
り
、
〈
悪
V
で
あ
る
。

山
名

⊥

色
を
悪
人
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「謀
叛
を
起
し
、
鎌
倉

の
御
下
知

に
背
」

い
た

(『鎌
倉
大
草
紙
』
)
と
さ
れ
る
歴
史
上
の
小
栗

一
族
の
名
譽
を
回

復
し
よ
う
と

い
う
狙
い
が

『小
栗
実
記
』
の
発
想
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。

小
栗
重
満
が
足
利
持
氏
に
鎌
倉
立
退
き
を
命
ぜ
ら
れ
、
親
族
譜
代
の
面
々
を

集
め
評
議
す
る
と
き
、
「君

ヲ
イ
サ
メ
テ
忠
二
死
ス
ル
」
は
見
事

で
あ
る
が
、

「小
栗
ノ
氏
ヲ
絶
サ
ン
事

ハ
先
祖
ヘ
ノ
不
幸
」
と
の
論
が

一
座
を
支
配
す
る
。

家
の
名
跡
を
絶
や
さ
な
い
と
す
る
〈
孝
〉
の
モ
ラ
ル
は
、
君

へ
の
〈
忠
〉
と
並

び
近
世
人
に
は
重

い
テ
ー
マ
で
あ

っ
た
が
、
〈
忠
〉
を
取
る
か
〈
孝
〉
を
取
る

か
、
こ
の
選
択
が
重
く
の
し
か
か
る
の
は
、
誠
実
な
家
臣
が
主
君
に
見
離
さ
れ
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た
と
き
で
あ
る
。
『小
栗
実
記
』
で
は

こ
う
い
う
苦
し

い
選
択

の
場
面
を
、
重

満
と
そ
の
子
助
重
の
別
れ
の
場
に
も
う

一
度
繰
り
返
し
描
い
て
い
る

(巻
之
二
)。

こ
の
時
は
選
択
を
迫
ら
れ
る
の
は
息
子
の
助
重
で
、
小
栗
城
で
父
と
生
死
を

共
に
す
る
の
を
願

っ
て
も
父
は
そ
れ
を
許
さ
ず
、
先
祖

へ
の
〈
孝
〉
の
た
め
身

を
逃
れ
三
河
の
国

へ
落
ち
よ
と
命
じ
る
わ
け
だ
。
軍
記
や
実
録
で
は
最
も
重
み

の
か
か
る
重
要
な
場
面
な
の
で
あ
る
。

鎌
倉
を
立
退
く
に
つ
い
て
の
評
議

の
場
で
は
、

一
族
の
う
ち
誰
か

一
人
を
鎌

倉
に
残
し
、
家
名
の
存
続
を
は
か
ろ
う
と

い
う

の
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
満
重

の
叔
父
の

「正
豊
」
と

「重
秀
」
、
弟

の

「重
英
」
の
三
人
が
籤
を
引
く
。
引

き
当
て
た
の
は
重
英
で

「弟

ハ
孝
ノ
タ
メ
ニ
残
リ
、
兄
ハ
忠
義
二
其
身
ヲ
損
ス
」

と
、
兄
弟
で
く
忠
V
と
く
孝
V
を
分
担
し
合
う
と

い
う
発
想
で
あ
る
。

序
文
の
後
に
載
せ
る

「平
姓
小
栗
系
図
」
は
、
作
者
が
自
分
の
仕
組
ん
だ
物

語
を
読
者
に
理
解
さ
せ
る
目
的
で
作

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
小
説
的
な

潤
色
で
あ
る
。
小
栗
氏
に
つ
い
て
は
当
時
ど
の
よ
う
な
系
図
が
あ

っ
た
か
は
分

ら
な
い
が
、
続
群
書
類
従

(第
六
輯
上
)
に
載
る

「
小
栗
系
図
」
で
は

「出
自

常
陸
」
と
し
て
繁
盛
か
ら
始
ま
る
。

こ
れ
は

「常
陸
大
掾
系
図
」
の
陸
奥
守
鎮

守
府
将
軍
平
繁
盛
に
当
る
だ
ろ
う
か
ら
、
小
栗
氏
が
平
氏
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
こ
の

「小
栗
系
図
」
の
片
隅

に
、
共
に

「常
陸
介
」
と
し
て

「満
重
1

,助
重
」
父
子
が
載
り
、
『新
編
鎌
倉
志
』
に
は
こ
の
助
重
が
、
荒
馬
を
乗
り

こ

な
し
照
姫
と
想
愛
に
な

っ
た
と

『鎌
倉
大
草
紙
』
に
云
う
小
次
郎
の
こ
と
で
あ

ろ
う
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
満
重
の
叔
父
の

「正
豊
」
、

「重
秀
」
、
弟
の

「重
英
」
の
名
な
ど
は
何
処
に
も
見
当
ら
な
い
。
架
空
の
人
物

で
あ
る
。

一
方
照
天
姫
に
つ
い
て
は

『小
栗
実
記
』
に
は

「源
姓
照
姫
系
図
」
な
る
も

の
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
は

「佐
竹
系
図
」
(続
群
書
類
従

第
五
輯
上
)
を

借
用
し
、
そ
の
末
端
に

「女
子
」
と
し
て

「名

ハ
照
姫
」
と
記
し
た
も
の
で
あ

る
。
新
羅
三
郎
義
光

の
流
れ
を
汲
む
家
柄
で
あ
る
か
ら
、
源
氏
の
名
門
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
小
栗
判
官
助
重
と
照
手
姫
の
組
み
合
わ
せ
は
名
門
源
氏
と
平
家

の
取
り
合
わ
せ
で
も
あ
る
と
い
う
、
作
者
の
念
入
り
な
趣
向
立
て
で
あ
ろ
う
。

兄
の
重
満
に
別
れ
鎌
倉
に
止
ま
る
重
英
の
そ
の
後
の
物
語
に
は
、
筆
者
は
相

当
苦
労
し
た
跡
が
見
え
る
が
、
果
し
て
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
、

こ
の
辺
は

『新
編
鎌
倉
志
』
を
も
と
に
話
を
構
想
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

重
英
の
妻

の
侍
従
は
も
と
は
照
天
姫
の
乳
母
で
あ
る
が
、
盗
賊

(後
に
こ
れ

が
横
山
と
分
る
)
に
襲
わ
れ
、
姫
の
母
親
は
殺
さ
れ
、
姫
も
行
方
不
明
に
な

っ

て
い
る
。
侍
従
は
照
天
姫

の
行
方
を
尋
ね
、
姫
の
母
君
の
敵
を
討
ち
た
い
と
の

宿
願
が
あ
り
、
照
天
姫

の
守
本
尊
を
大
切
に
所
持
し
て
い
る
。
重
英
と
の
問
に

一
子
万
千
代
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
夫
婦
の
子
で
は
な

い
。
後
で
分
る
の
で
あ
る

が
、
小
栗
判
官
助
重
が
娥

(カ
ホ
ヨ
)
と
い
う
美
女
に
生
ま
せ
た
子
な
の
で
あ

っ

た
。重

英
は
我
が
子

(実
は
甥
)
の
万
千
代
の
将
来
を
思

い
、
母
の
侍
従
と
共
に

三
河

へ
逃
れ
る
よ
う
指
示
す
る
が
、
幼
く
て
も
武
士
の
子
で
あ
る
万
千
代
は
父

と
運
命
を
共
に
す
る
こ
と
を
望
み
駄
々
を
こ
ね
て
聞
き
入
れ
な
い
。
侍
従
は
已

む
を
得
ず
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
照
天
姫
の
守
り
本
尊
を
万
千
代
に
与
え
、

一
人

三
河
国

へ
立
退
く
用
意
を
す
る
。
そ
の
時

彼
ガ
真
実
ノ
母
ナ
ラ
バ
、
火
水

の
底
マ
デ
モ
汝
ガ
命
ヲ
タ
ス
ケ
ン
ト
コ
ソ
バ

カ
ラ
フ
ベ
ニ
キ
、
サ
ス
ガ
継
母
ノ
心
ツ
ヨ
ク
、
汝
ヲ
助
ク
ル
義
理

一
ヘ
ン
ニ
、
,

本
尊
ノ
利
生

ヲ
語
り
、
生
死
サ
ダ
メ
ヌ
軍
場

ヘ
オ
モ
ム
ク
ヲ
振
捨
テ
帰
リ
シ

無
得
心
。
継
子

ヲ
悪
ム
ト
云
フ
古
語
二
思
ヒ
合
サ
レ
…
…
」

と

い
う
、
万
千
代
に
語
る
夫
重
英
の
言
葉
を
立
聞
き
し
て
し
ま
う
。
絶
望
し

7
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た
侍
従
は
此
世
に
長
ら
え
る
こ
と

の
無
意
味
さ
を
覚
り
、
入
水
自
殺
を
遂
け
る

の
で
あ
る
。

筆
者
は

「今
按
ズ
ル
ニ
」
で
、

光
伝
寺
ノ
前
ノ
川
世

二
侍
従
川
ト
云
ト
、
鎌
倉
志

二
云
ル
ハ
此
事
ナ
リ
。

と
か
。

又
照
天
姫
ノ
守
本
尊
ノ
観
音

ハ
今
鎌
倉
ノ
専
光
寺
ノ
本
尊

ニ
テ
、
今

二
三
十

三
年
目

二
開
張
ア
リ
ト
、
鎌
倉
志

ニ
モ
ミ
ヘ
タ
リ
。

な
ど
と
記
し
、
『新
編
鎌
倉
志
』

に
記
す
地
名
や
伝
承
を
手
が
か
り
に
、
新

た
な
小
栗
説
話
を
構
想
し
よ
う
と
す

る
意
図
を
披
瀝
し
て
い
る
。

本
物
の
照
天
姫
よ
り
先
に
、
護
り
本
尊
が
出
て
来
て
し
ま
う
と
こ
ろ
な
ど
、

後
追
い
の
作
り
物
語
の
特
徴
が
よ
く
出
て
い
る
。
(未
完
)

注
1
11
浜
田
啓
介

「仮
作
軍
記
の
方
法
」
(
『近
世
小
説

・
営
為
と
様
式
に
関

す
る
私
見
』
)
所
収

注
2
ー

『中
村
幸
彦
著
述
集

(第
十

一
巻
)』

注
3
11

『鵬
蘇
大
阪
出
版
書
籍
目
録
』
に
は

「再
考
穂
積
伊
助
」
と
あ
る
。

注
4
"
注
2
の
前
掲
書

1

寸
己

ー

イ
きロ

こ
の
小
論
は
本
学
短
期
大
学
部

の
共
同
研
究

「
『小
栗
判
官
』
説
話
の
形

成
と
展
開
」
の
研
究
成
果
の

一
部

で
あ
る
。

尚
貴
重
な
蔵
書

の
閲
覧
を
お
許
し
下
さ

っ
た
藤
沢
市
の
花
応
院
に
、
厚
く

御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

!
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