
前
田
「
火
の
山
」
合
戦
記
（
平
曲
の
詞
）
な
ら
び
に
そ
の
成
立
（
完
）

大

津

不
'
二
 
也

（七）

〈
名
将
の
下
に
 
 
弱
卒
な
し
 
 
臣
君
心
 
 
同
一
に
 
 
相
合
は
す
と
は

云
ひ
乍
ら
 
 
運
定
ま
れ
ば
 
 
是
非
も
な
し
V
、
血
気
に
は
や
る
 
 
春

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
つ
な

元
公
 
 
．
味
方
の
勇
士
を
 
 
励
ま
し
て
・
わ
め
き
捻
っ
て
 
 
斬
り
掛
る

大
勢
待
機
の
 
 
備
へ
に
て
 
 
突
き
進
ん
だ
る
 
'
折
柄
に
 
、
遙
か
の
方

 
 
 
 
 
じ
よ
う
 
 
 
し
ん
だ

に
 
 
大
音
声
 
 
 
信
太
の
次
郎
を
 
 
打
取
っ
た
る
と
 
 
呼
ば
は
る
声

を
 
 
南
無
三
宝
 
 
そ
の
一
日
 
 
戦
へ
ど
 
 
勝
負
更
に
 
 
決
せ
ざ
り

退．

ｫ
鐘
打
っ
て
 
 
双
方
が
 
 
陣
所
を
設
け
 
 
居
る
所
 
 
三
百
州
よ
り

集
ま
る
大
名
 
 
東
海
道
よ
り
 
 
加
は
る
並
数
 
 
敵
は
十
万
 
 
そ
の
余

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
い
ま
つ
か
が
り
び

に
達
し
 

浪
華
の
浜
よ
り
 

河
内
は
至
る
 
松
明
忍
野
 

万
灯
の

如
く
 
 
威
勢
よ
く
 
 
夜
討
の
用
意
に
 
 
取
り
掛
る
 
 
四
方
を
囲
む

官
軍
は
 
 
ど
っ
と
お
め
い
て
 
 
火
の
山
の
 
 
陣
所
を
目
掛
け
て
 
「
攻

め
立
っ
て
 
 
不
知
案
内
の
旅
い
く
さ
 
 
味
方
の
人
数
は
 
 
右
往
左
往

申
将
公
は
 
 
声
あ
り
て
 
 
春
「
関
白
広
直
を
 
 
討
ち
取
れ
」
・
と
 
 
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
わ

の
日
の
い
で
た
ち
を
 
 
見
て
あ
れ
ば
 
 
七
枚
し
こ
ろ
に
 
 
金
の
鍬
形

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
お
ど

う
っ
た
る
か
ぶ
と
 
 
頭
上
に
載
き
 
 
身
に
緋
遠
し
の
 
 
大
鎧
 
 
南
部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，
み

月
毛
の
 
 
名
馬
に
は
 
 
金
覆
輪
の
 
 
鞍
を
置
き
 
 
大
身
の
槍
を

引
き
し
ご
き
 
 
我
に
続
け
と
 
 
一
同
が
 
 
こ
こ
を
先
途
と
 
 
必
死
の

働
き
 
 
中
将
公
の
 
 
お
側
に
は
 
 
吉
田
影
迎
 
 
星
野
の
太
郎
 
 
左
右

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

に
あ
り
て
 
 
あ
り
あ
ふ
松
の
木
 
 
飢
抜
い
て
 
 
当
る
を
幸
ひ
 
 
薙
ぎ

倒
す
 
 
勇
み
進
ん
で
 
 
中
将
公
 
 
広
直
卿
の
 
 
御
陣
所
へ
畠
 
馬
お

ど
ら
せ
て
 
 
ま
っ
し
ぐ
ら
 
 
大
地
に
響
く
 
 
大
音
声
 
 
春
「
や
あ
や

あ
関
白
 
 
広
直
卿
 
 
お
の
れ
の
官
位
を
 
 
望
み
に
着
て
 
 
人
を
人
と

も
 
 
思
は
ぬ
振
舞
 
 
従
二
位
春
画
が
 
 
天
に
代
り
て
 
 
成
敗
す

我
が
槍
先
を
 
 
受
け
て
見
よ
」
と
 
 
大
音
声
に
 
 
呼
ば
は
り
た
り

本
陣
な
れ
ば
 
 
広
直
卿
 
 
床
几
に
か
か
り
 
 
悠
然
と
 
 
馬
上
の
春
元

を
 
 
ぐ
っ
・
と
睨
み
 
 
関
コ
云
ふ
な
筒
元
 
 
悪
逆
な
ど
と
は
 
 
片
腹
痛

し
 
 
関
白
職
に
 
 
狼
籍
す
れ
ば
 
 
立
ち
所
に
 
 
ね
め
殺
し
て
く
れ
ん

」
 
 
春
「
い
一
や
一
そ
の
高
言
は
、
後
に
し
て
 
 
最
早
逃
が
れ
ぬ

 
 
き
だ
め

汝
が
運
命
 
 
い
ざ
尋
常
に
 
 
勝
負
勝
負
」
 
 
血
の
し
た
た
る
 
 
槍
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

打
ち
振
り
 
 
打
振
り
 
 
邪
魔
す
る
臣
を
 
 
突
き
立
て
薙
ぎ
立
て
．
広

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
ょ
こ
ざ
い

直
の
 
 
面
前
へ
 
 
立
ち
向
ふ
た
る
 
 
愚
な
れ
ば
 
 
関
「
や
一
猪
口
才

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
た
が

な
 
 
青
二
才
 
 
斬
り
捨
て
く
れ
ん
」
と
 
 
広
直
卿
 
 
馬
上
に
跨
り

（37）

前
田
「
火
の
山
」
合
戦
記
（
平
曲
の
詞
）
な
ら
び
に
そ
の
成
立
（
完
）



太
刀
を
取
り
 
「
斬
っ
て
掛
れ
ば
 
 
春
元
公
 
 
春
「
物
物
し
や
」
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
き

駒
を
十
字
に
 
 
乗
り
廻
わ
し
 
 
や
っ
と
ひ
と
声
 
 
手
練
の
槍
尖
 
 
受

け
損
じ
た
る
 
 
広
直
卿
 
 
胸
元
深
く
 
 
貫
か
れ
 
 
落
馬
致
す
を

春
元
は
 
 
馬
よ
り
降
り
て
 
 
小
刀
を
 
 
静
か
に
抜
い
て
 
 
春
「
関
白

広
直
 
 
怨
み
の
き
っ
さ
き
 
 
受
け
て
見
よ
」
と
 
 
な
ん
な
く
首
を

斬
り
落
す
 
 
太
刀
に
貫
き
 
 
大
音
声
 
 
春
「
や
あ
一
や
あ
i
敵
も

味
方
も
承
れ
 
 
小
丹
の
中
将
 
 
春
型
は
 
 
関
白
広
直
を
 
 
討
ち
取
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
く
さ

た
り
」
と
 
 
名
の
り
か
け
て
 
 
傍
の
 
 
床
几
を
見
れ
ば
 
 
錦
の
畠
紗

こ
は
何
も
の
と
 
 
手
に
ふ
れ
給
ひ
 
 
開
け
ば
次
郎
 
 
光
直
が
 
 
神
よ

り
授
か
り
し
 
 
金
の
扇
 
 
春
「
禁
裏
へ
納
め
奉
る
 
 
帝
御
受
納
 
 
垂

れ
給
へ
」
と
 
 
雲
井
遙
か
に
 
 
投
げ
つ
く
れ
ば
 
 
あ
一
ら
不
思
議
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

こ
は
如
何
に
 
 
扇
に
後
光
 
 
輝
き
て
 
禁
裏
の
御
所
は
．
 
清
涼
殿

た
つ
み

辰
巳
の
方
に
 
 
舞
ひ
さ
が
る
 
 
此
の
故
に
よ
り
 
 
改
め
て
 
 
清
涼
殿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど

を
 
 
取
り
消
さ
れ
 
 
蓋
置
と
は
 
 
申
す
な
b
 
 
蔵
元
安
堵
の
 
 
思

ひ
を
な
し
 
 
春
「
関
白
を
 
 
討
ち
取
り
 
 
扇
を
納
め
 
 
本
懐
遂
げ
し

上
か
ら
は
 
 
戦
ひ
無
益
 
 
朝
敵
の
 
汚
名
を
受
け
し
 
 
我
我
は
 
 
ひ

と
度
城
へ
 
立
ち
帰
り
 
討
死
致
す
が
 
最
後
の
手
段
 
者
共
退
け
」

と
人
数
を
ま
と
め
 
 
群
が
る
敵
を
 
 
蹴
散
ら
し
て
 
 
く
勇
士
と
共
に

火
の
山
の
 
 
城
山
指
し
て
 
 
御
帰
城
を
 
 
あ
ら
せ
ら
れ
た
る
 
 
二
元

公
 
 
城
の
出
丸
へ
 
 
火
を
移
し
 
 
御
本
丸
な
る
 
 
大
広
間
 
 
中
将

始
め
 
 
御
台
様
 
 
勇
士
一
同
 
 
枕
を
並
べ
 
 
事
も
哀
れ
な
 
 
御
生

害
 
 
消
え
行
く
葉
露
 
 
散
る
花
の
 
 
帝
は
か
く
と
 
 
聞
こ
し
召
し

帝
「
逆
臣
な
ら
ぬ
 
 
量
器
を
 
 
関
白
広
直
が
 
 
悪
意
の
た
め
 
 
朝
敵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぴ
ん

と
名
を
 
 
汚
せ
し
は
 
 
患
然
の
限
り
 
 
な
り
」
と
 
 
歴
史
の
中
に

残
さ
れ
て
 
 
今
の
世
ま
で
も
 
 
金
言
に
 
 
残
る
火
の
山
 
 
合
戦
の

履
歴
を
こ
こ
に
 
 
巻
き
収
め
 
 
語
り
伝
へ
て
 
 
目
出
度
け
れ
V

 
㈲
の
荒
筋
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
 
血
気
に
早
る
春
元
は
、
味
方
の
勇
士
を

励
ま
し
、
敵
の
中
へ
突
き
進
む
。
そ
の
時
、
信
太
の
次
郎
を
討
ち
取
っ
た
と
の

声
を
、
春
雷
は
聞
い
て
仏
に
祈
る
。
そ
の
日
一
日
申
戦
う
が
、
勝
敗
は
決
し
な

い
。
火
の
山
勢
は
、
夜
に
な
る
と
、
四
方
を
官
軍
に
取
り
囲
ま
れ
る
が
、
関
白

を
討
ち
取
ろ
う
と
必
死
に
戦
う
。
お
側
に
は
、
星
の
太
郎
、
吉
田
影
迎
が
両
側

に
あ
っ
て
奮
戦
し
、
春
元
は
関
白
の
陣
所
へ
斬
り
込
み
、
手
練
の
槍
で
関
白
を
刺

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
く
さ

し
、
怨
み
を
晴
ら
す
。
み
る
と
、
傍
の
床
几
の
上
に
錦
の
祇
紗
が
あ
る
。
開
い
て

み
る
と
、
そ
れ
は
信
太
の
次
郎
が
神
か
ら
授
か
っ
た
金
の
扇
で
あ
る
。
請
元
が

「
宮
中
へ
納
め
申
し
上
げ
ま
す
の
で
帝
お
受
取
り
下
さ
い
」
と
言
っ
て
、
扇
を

空
に
向
か
っ
て
投
げ
る
と
、
扇
は
後
光
を
放
ち
な
が
ら
飛
ん
で
行
き
、
清
涼
殿

の
南
東
の
方
へ
舞
ひ
落
ち
る
。
 
（
こ
れ
か
ら
、
清
涼
殿
を
扇
殿
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
と
言

う
。
）
。
春
元
は
、
こ
れ
で
安
心
し
、
朝
敵
の
汚
名
を
受
け
た
我
我
は
、
い
っ
た

ん
城
へ
帰
り
、
討
死
す
る
の
が
最
後
の
手
段
だ
、
皆
退
け
と
言
っ
て
、
軍
勢
を

ま
と
め
、
群
が
る
敵
を
蹴
散
ら
し
て
帰
秘
す
る
。
そ
し
て
、
耳
元
は
城
の
出
丸

に
火
を
か
け
、
奥
方
・
勇
士
一
同
と
枕
を
並
べ
て
自
害
す
る
。
帝
は
、
関
白
の

わ
る
だ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
た

悪
巧
み
の
た
め
に
逆
臣
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
上
元
を
悼
ま
れ
、
歴
史
に

書
き
残
さ
れ
、
今
日
ま
で
不
滅
の
事
と
し
て
残
る
火
の
山
合
戦
の
い
き
さ
つ
が

語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ほ
ん
と
に
め
で
た
い
事
で
あ
る
。

 
最
初
の
部
分
（
「
名
将
の
下
に
弱
卒
な
し
臣
肝
心
同
一
に
相
合
は
す
と
は
云
ひ
乍
ら
運
定
ま
れ

ば
是
非
も
な
し
」
）
 
は
、
内
容
の
展
開
・
結
末
を
予
告
し
て
い
る
。
武
将
の
い
で

（38）



立
ち
、
戦
闘
の
描
写
は
、
戦
記
物
の
模
倣
で
、
陳
腐
で
あ
る
。
文
を
終
止
す
る

に
は
、
だ
い
た
い
終
止
形
が
用
い
ら
れ
、
連
体
形
・
巳
然
形
で
終
止
す
る
用

例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
カ
所
ず
つ
で
あ
る
。
e
・
口
・
日
・
㈲
・
㈱
に
見
え
る

「
…
…
た
事
な
れ
ば
…
…
。
」
の
既
定
の
順
接
条
件
を
表
わ
す
表
現
も
、
㈱
で

有
力
で
あ
っ
た
体
言
止
め
の
感
嘆
文
も
、
無
い
。

 
こ
れ
ら
の
事
か
ら
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
、
e
・
⇔
、
・
国
・
㈲
・
内
の
作

者
と
は
違
う
作
者
が
書
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

 
以
上
、
四
回
に
わ
た
っ
て
、
部
分
的
に
そ
の
特
色
を
挙
げ
た
が
、
e
・
口
・

⇔
・
㈲
・
㈹
・
㈹
は
、
同
時
代
に
作
ら
れ
た
が
、
作
者
は
重
複
．
は
あ
る
に
し
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
異
な
る
作
者
が
連
作
し
た
も
の
で
あ
り
、
㈲
は
後
代
に
補
足

せ
ら
れ
た
も
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

 
昭
和
4
9
・
5
0
・
5
1
・
5
2
年
に
わ
た
っ
て
、
各
部
分
の
原
文
を
掲
げ
、
そ
の
荒
．

筋
を
説
明
し
、
そ
の
表
現
や
用
語
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
き
た
。
こ
こ
で
、

各
部
分
と
の
関
連
、
全
体
を
通
し
て
、
再
考
察
し
た
い
。
 
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
，

 
 
 
 
 
 
 
×
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
ぜ
ん
 
 
 
 
せ
ん
 
 
 
 
 
 
 
o

 
訂
正
…
9
の
「
小
舟
…
…
」
は
、
「
小
丹
」
、
 
「
詮
方
」
は
「
詮
方
」
「
三
国
警
固
な
る
…
」
、

 
 
 
匹
頁
の
下
欄
の
十
五
行
目
-
最
後
の
部
分
に
く
…
…
V
を
付
け
る
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は

 
 
 
ご
教
示
を
い
た
だ
き
た
い
。

 
e
で
は
、
内
容
奇
抜
で
、
し
か
も
因
果
応
報
や
信
仰
の
理
念
で
貫
か
れ
て
い

る
。
春
元
は
異
常
な
出
生
で
あ
り
、
異
常
な
運
命
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。

 
「
（
光
久
は
）
…
御
座
舟
の
用
意
に
こ
そ
は
か
～
ら
る
る
」
、
「
（
光
元
は
）
…
身
を
震
は
せ
て
い

 
た
鋤
司
」
、
「
…
…
七
年
も
移
り
劉
」
な
ど
の
よ
う
に
文
の
終
止
に
連
体
形
を
用

い
て
い
る
。
ζ
れ
は
、
室
町
時
代
の
終
止
・
連
体
の
同
形
化
に
関
係
が
あ
る
か
・

前
田
「
火
の
山
」
合
戦
記
（
平
曲
の
詞
）
な
ら
び
に
そ
の
成
立
（
完
）

も
知
れ
な
い
。

 
⇔
で
は
、
本
文
の
入
れ
違
い
が
二
か
所
あ
り
、
本
文
の
途
中
に
⇔
へ
の
展
開

を
予
測
せ
し
め
る
語
句
（
〈
火
の
山
城
に
婚
姻
の
時
期
を
図
ら
せ
給
ふ
こ
そ
そ
も
合
戦
の
初
め

な
り
V
）
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
既
定
の
順
接
条
件
を
示
す
に
、
「
・
．
…
こ
の
事
を
御
披

露
い
た
し
た
事
な
れ
ば
…
…
一
統
眉
を
ひ
そ
め
…
…
」
の
よ
う
に
「
…
…
た
事
な
れ
ば
…
…
」
の

表
現
が
多
く
、
ま
た
「
…
…
栄
ゆ
る
春
の
桜
木
を
植
え
し
心
地
の
目
出
度
け
れ
」
の
よ
う
に

係
助
詞
が
無
い
の
に
巳
然
形
で
終
止
す
る
も
の
も
あ
る
。
表
現
・
用
語
に
つ
い

て
考
え
る
と
、
e
の
作
者
と
は
違
い
、
⇔
は
、
他
の
作
者
が
連
作
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
む

 
国
の
訂
正
…
「
伺
ひ
」
。

 
⇔
で
は
、
e
・
口
と
構
成
が
変
わ
り
、
冒
頭
と
最
後
に
㈱
以
下
へ
の
展
開
を

予
測
さ
せ
る
語
句
（
〈
白
妙
の
優
し
き
雪
は
脱
を
き
く
幸
ひ
転
じ
て
仇
と
な
る
有
為
転
変
の
世
の

申
に
小
丹
の
申
将
春
元
は
従
二
位
の
官
に
任
ぜ
ら
れ
飛
ぶ
鳥
落
す
火
の
山
の
栄
華
の
夢
も
し
ば
し
に
て

此
処
に
起
き
た
る
騒
動
は
神
の
御
告
げ
の
如
く
に
て
時
の
帝
に
引
く
弓
の
味
気
な
き
世
と
変
り
行
く
V

〈
お
の
れ
憎
つ
く
き
小
丹
の
中
将
此
の
怨
み
を
晴
ら
さ
ん
と
手
段
を
以
て
広
直
が
時
の
帝
を
取
り
入
れ

て
無
理
が
矢
理
で
も
火
の
山
と
ひ
と
合
戦
に
及
ば
ん
と
思
ひ
立
つ
の
で
さ
あ
此
れ
か
ら
ど
う
で
も
火
の

山
城
内
が
さ
ざ
め
き
渡
る
と
云
ふ
よ
う
な
愉
快
は
後
と
知
ら
れ
た
り
V
）
が
あ
り
、
し
か
も
最

後
の
部
分
の
用
語
（
「
憎
つ
く
き
小
丹
」
、
「
愉
快
」
な
ど
）
．
に
も
、
特
色
が
あ
る
。

ま
た
、
途
中
に
「
人
の
心
は
一
様
に
善
悪
二
っ
に
限
ざ
蟄
，
の
教
訓
め
い
た
一
文
を
挿

入
し
て
い
る
。
表
現
で
は
、
常
套
文
句
で
あ
る
、
「
…
…
た
事
な
れ
ば
…
亡
や
文

を
連
体
形
で
終
止
す
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
最
後
の
部
分
の
用
語

の
特
殊
性
か
ら
考
え
て
、
日
の
作
者
は
、
e
・
口
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
と
は
違

う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
、
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四
で
は
、
勅
使
下
向
の
道
申
（
「
尼
ヶ
崎
よ
り
御
座
船
を
早
や
海
上
に
進
め
給
へ
ば
程

も
な
く
須
磨
や
明
石
の
浦
々
を
過
ぎ
て
矢
を
射
る
如
く
漕
ぐ
舟
は
 
二
十
八
里
の
播
磨
灘
 
見
ゆ
る
向

ふ
は
四
国
路
や
堅
い
約
束
石
槌
や
 
今
砿
る
ば
る
と
厳
島
安
芸
の
国
さ
へ
程
過
ぎ
て
 
三
十
六
里
の
周

防
灘
…
レ
」
）
の
道
行
文
紛
い
の
美
文
、
日
頃
圧
追
さ
れ
て
い
る
民
衆
の
権
威
に

対
す
る
桜
煮
を
方
言
で
面
白
お
か
し
く
表
現
し
た
こ
と
、
馳
駆
従
三
位
（
実
は

従
二
位
）
盛
平
正
三
位
（
実
は
従
三
位
）
と
し
た
誤
り
、
文
の
終
り
を
連
用
形
や
巳
圃

然
形
で
終
止
す
る
と
言
う
よ
う
な
破
格
、
既
定
の
順
接
条
件
を
表
わ
す
「
…
-
た

事
な
れ
ば
…
…
」
の
常
套
句
が
な
い
こ
と
が
目
立
つ
。
 
こ
れ
ら
か
ら
、
四
の
作
者

は
e
・
口
・
日
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
と
違
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

訂
正
…
田
「
大
合
戦
聞
…
…
」
は
、
大
合
戦
開
く
…
…
」
。

 
国
で
は
、
内
容
が
e
と
同
じ
よ
う
に
奇
抜
と
言
う
か
、
荒
唐
無
稽
と
言
う
か

虚
構
性
が
強
い
。
こ
の
最
初
の
部
分
（
〈
松
千
代
に
栄
ゆ
る
緑
も
い
っ
か
枯
れ
堅
き
金

城
鉄
壁
も
時
至
ら
ば
そ
の
用
を
失
ひ
こ
こ
に
名
城
火
の
山
も
滅
亡
の
時
至
り
け
る
V
）
は
、
因
・

㈹
の
展
開
を
予
告
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
最
後
の
部
分
 
（
〈
信
太
の
次
郎

当
直
が
使
と
な
っ
て
大
和
へ
登
り
 
時
の
関
白
広
直
と
命
を
的
の
対
決
が
そ
も
合
戦
の
本
と
な
り
 
小

丹
の
申
王
春
元
が
 
創
剰
相
手
に
大
合
戦
開
く
と
云
ふ
よ
な
騒
動
は
 
後
の
愉
快
と
知
ら
れ
た
り
V
）

は
、
㈹
へ
の
展
開
を
予
測
せ
し
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
事
件
を
次

か
ら
次
へ
と
畳
み
か
け
、
多
く
の
劇
的
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
聴
衆
の
喝
采
．
を

ね
ら
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
e
・
⇔
．
・
日
・
四
と
比
べ
て
構
成
の
形
式
も
、

違
っ
て
い
る
。
用
語
に
つ
い
て
言
う
と
、
最
後
の
部
分
の
「
愉
快
」
の
語
は
、
日

の
最
後
の
部
分
に
現
．
れ
る
が
、
「
官
軍
」
「
・
・
…
・
云
ふ
よ
な
」
の
語
や
句
、
「
…
…
出
す

で
あ
ら
う
」
 
「
…
…
飲
み
ま
す
」
 
「
（
光
直
は
）
…
…
ね
め
つ
け
る
」
 
（
方
言
か
）
 
「
兵
部
は
）
・
．
冶
…

鶉
味
を
見
せ
肉
ど
…
…
」
．
な
ど
．
の
な
か
の
傍
線
を
付
け
た
語
は
、
今
日
の
口
語
的

用
法
で
あ
り
、
転
写
の
時
誤
写
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
で
、
謡
い
伝
え

た
も
の
を
後
に
筆
録
し
た
か
、
．
こ
の
謡
い
物
の
人
気
に
答
え
て
、
ず
っ
と
後
、

江
戸
時
代
あ
た
り
に
他
の
作
者
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
毘
沙
門

天
は
武
神
で
あ
り
、
と
れ
に
祈
願
し
て
神
秘
が
現
れ
る
と
言
う
あ
た
り
、
信

仰
を
説
く
説
教
節
か
、
江
戸
時
代
初
期
に
流
行
し
た
人
形
芝
居
の
謡
い
物
の
感

じ
が
す
る
。
㈲
の
作
者
は
、
e
・
口
・
⇔
・
四
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
と
は
違
い

し
か
も
後
の
補
足
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

 
因
で
は
、
武
将
の
い
で
立
ち
・
合
戦
の
描
写
は
、
戦
記
物
そ
っ
く
り
の
模
倣

で
あ
る
。
こ
の
最
初
の
部
分
（
〈
登
り
行
く
山
も
下
り
が
あ
る
と
か
や
流
石
盛
り
の
火
の

由
む
早
や
合
戦
の
時
機
と
な
る
V
）
は
、
内
の
展
開
を
、
最
後
の
部
分
（
〈
さ
あ
此
れ
か
ら

大
和
の
国
が
．
一
同
に
煮
え
か
や
る
か
砕
け
て
飛
ぶ
か
 
続
い
て
火
の
山
落
城
は
追
追
後
と
知
ら
れ
た

り
〉
）
は
、
㈹
の
結
末
を
予
測
せ
し
め
る
。
 
「
煮
え
か
や
る
」
は
、
方
言
で
あ
ろ

う
。
層
そ
れ
に
、
文
を
連
体
形
で
終
止
す
る
蓑
現
、
 
「
…
…
た
事
な
れ
ば
…
…
」
の
常

套
句
も
あ
る
。

 
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
㈱
の
成
立
は
、
e
・
口
・
日
・
四
と
同
じ
く
古
く
、

因
の
作
者
は
e
・
⇔
・
⇔
と
同
じ
系
統
の
作
者
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
㈲
と
の

関
連
、
用
語
な
ど
か
ら
、
現
存
の
因
は
、
㈲
の
挿
入
と
共
に
い
く
ら
か
改
作
し

て
、
㈹
に
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
㈲
で
は
、
最
初
の
部
分
（
〈
名
将
の
下
に
弱
卒
な
し
弘
臣
君
同
一
に
相
合
は
す
と
は
云
ひ
乍

ら
運
定
ま
れ
ば
是
非
も
な
し
V
）
は
、
内
容
の
展
開
・
結
末
を
要
約
し
て
い
る
。
戦

闘
の
描
写
は
、
戦
記
物
の
模
倣
で
、
陳
腐
で
あ
る
。
文
を
終
止
す
る
に
は
、
終

止
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 
「
…
…
た
る
事
な
れ
ば
・
・
…
臥
」
の
よ
う
な
、
既
定
の
順
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、
接
条
件
を
表
わ
す
用
法
が
一
か
所
あ
る
。
㈱
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
体

言
止
め
の
感
嘆
文
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。
，
こ
れ
ら
か
ら
、
㈲
の
作
者
は
、
㈲
の

作
者
か
、
そ
の
関
係
者
か
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
．
の
合
戦
記
は
、
e
～
㈹
の
七
つ
の
部
分
に
分

け
ら
れ
て
い
る
合
作
物
で
あ
る
が
、
思
語
や
表
現
の
上
か
ら
は
、
部
分
に
よ
っ

て
は
後
に
修
正
・
補
足
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
作
者
の
重
複
は
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
作
者
が
違
い
、
各
部
分
が
平
曲
（
平
家
琵
琶
）
に
よ
っ
て
語

ら
れ
た
も
の
を
、
後
に
筆
録
す
る
に
当
っ
て
全
体
的
に
ま
と
め
た
も
の
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。

 
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
対
照
に
お
い
て
再
考
し
て
み
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
 
傍
線
は
、
比
較
の
必
要
か
ら
付
け
た
。

幽
各
部
分
の
最
初
は
、

 
〈
千
代
の
舞
八
千
代
の
剣
 
末
ま
で
も
武
名
を
天
下
に
轟
か
す
 
世
は
万
代
に
治
ま
り
て
 
上
は
一

天
万
乗
の
 
七
も
べ
は
下
民
に
至
る
ま
で
 
貴
賎
尊
卑
の
わ
か
ち
な
く
 
日
本
六
十
余
州
治
ま
る
御
代

の
時
こ
そ
は
 
頃
し
も
人
皇
二
十
九
代
欽
明
天
皇
の
御
宇
 
太
刀
は
鞘
 
槍
は
な
げ
し
と
泰
平
の
中
に

起
こ
り
し
騒
動
は
‘
こ
こ
に
申
国
安
芸
周
防
長
門
の
三
国
警
固
な
る
 
前
田
火
の
山
の
御
大
将
小
丹
の

弾
正
光
元
と
心
て
 
ゆ
、
し
き
弓
取
お
は
し
ま
す
V
（
e
）

 
〈
時
津
風
天
の
御
祓
ひ
絶
え
や
ら
ぬ
 
股
肱
の
臣
等
一
同
は
 
君
を
守
護
し
奉
り
大
和
の
皇
居
に
御

参
内
 
新
た
に
下
ろ
す
御
新
造
 
神
風
さ
っ
と
吹
き
来
り
順
風
に
ま
か
し
て
漕
ぐ
舟
は
 
あ
た
か
も
矢

を
射
る
如
く
κ
て
 
浪
華
の
浦
に
着
き
に
臥
劇
、
小
丹
の
中
将
三
元
は
 
舟
を
待
た
せ
て
臣
等
を
ば
左

右
に
従
へ
 
大
和
な
る
時
の
関
白
広
直
卿
の
お
ん
館
に
着
き
給
ふ
〉
（
◎
）

 
〈
白
妙
の
優
し
き
雪
は
肌
を
さ
く
 
幸
ひ
転
じ
て
仇
と
な
る
 
有
為
転
変
の
世
の
中
に
 
小
丹
の
申

愚
書
元
は
 
従
二
位
の
宮
に
任
ぜ
ら
れ
 
飛
ぶ
鳥
落
す
火
の
山
の
栄
華
の
夢
も
し
ば
し
に
て
．
此
処
に

前
田
「
火
の
山
」
合
戦
記
（
平
曲
．
の
詞
）
な
ら
び
に
そ
の
成
立
（
完
）

起
き
た
る
騒
動
は
 
神
の
御
告
げ
の
如
く
に
て
 
時
の
帝
に
引
く
弓
の
 
味
気
な
き
世
と
変
り
行
く
〉

（
国
）

 
〈
写
し
給
に
変
り
行
く
は
 
悲
し
け
れ
V
（
画
）

 
〈
三
千
代
に
栄
ゆ
る
緑
も
 
い
っ
か
枯
れ
 
堅
き
金
城
鉄
壁
も
 
時
至
ら
ば
そ
の
用
を
失
ひ
 
こ
こ

に
名
城
火
の
山
も
 
滅
亡
の
時
至
り
け
る
（
国
）

 
〈
登
り
行
く
山
も
 
下
り
が
あ
る
と
か
や
 
流
石
盛
り
の
火
の
山
も
 
早
や
合
戦
の
時
機
と
な
る
〉

（
因
）

 
〈
名
将
の
下
に
弱
卒
な
し
 
臣
君
心
を
同
一
に
相
合
は
す
と
は
云
ひ
乍
ら
 
運
定
謬
れ
ば
是
非
も

な
し
V
（
囮
）

 
以
上
の
よ
う
に
、
e
・
口
・
日
・
因
で
は
文
を
終
止
す
る
の
に
終
止
形
、
四

で
は
巳
然
形
、
㈲
で
は
連
体
形
を
用
い
て
い
る
。
四
の
よ
う
に
墨
型
形
を
用
い

る
の
は
㈹
の
本
文
中
に
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
e
・
⇔
・
⇔
・
因
は
、
同
じ

系
統
の
作
者
で
あ
り
、
四
・
㈲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
系
統
の
作
者
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。

 
各
部
分
の
最
後
の
部
分
は
、

．
〈
元
服
祝
ひ
に
 
春
元
ば
血
気
の
勇
士
十
余
名
前
後
左
右
に
従
は
せ
 
大
和
の
皇
居
に
参
内
の
結
果

が
 
如
何
に
相
成
る
か
 
い
よ
い
よ
前
田
の
火
の
山
が
 
上
下
活
躍
の
大
騒
動
は
 
追
々
後
と
知
ら
れ

た
り
V
（
↓
（
）

 
〈
ど
う
せ
一
度
は
火
の
山
に
．
か
～
る
大
事
が
さ
し
起
こ
り
 
関
白
殿
を
向
ふ
に
立
て
 
無
理
矢
理

で
も
朝
敵
の
汚
名
を
蒙
り
飽
く
と
も
従
二
位
申
将
春
樹
が
 
都
の
方
へ
攻
め
上
り
 
ひ
と
合
戦
と

云
う
よ
う
な
 
い
よ
～
火
の
弔
合
戦
の
 
大
眼
目
の
ひ
と
巻
は
 
追
々
後
と
知
ら
れ
た
り
V
（
↑
）

 
〈
お
の
れ
憎
つ
く
き
小
丹
の
申
将
 
此
の
怨
み
を
ば
晴
ら
さ
ル
と
 
手
段
を
以
て
広
直
が
 
時
の
帝

を
取
り
入
れ
て
 
無
理
が
矢
理
で
も
 
火
の
山
と
ひ
と
合
戦
に
及
ば
ん
と
思
ひ
立
つ
の
で
 
さ
あ
此
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△

か
ら
 
ど
う
で
も
火
の
山
城
内
が
さ
ざ
め
き
渡
る
よ
う
な
愉
快
は
 
後
と
知
ら
れ
た
り
V
（
国
）

．
〈
さ
あ
此
れ
か
ら
如
何
な
る
難
題
が
か
～
る
か
 
火
の
山
城
の
大
忠
臣
 
当
年
十
七
の
信
太
の
次

郎
の
光
直
が
 
忠
義
の
た
め
に
身
を
捨
て
～
荒
行
致
し
て
 
神
明
の
津
田
を
蒙
り
 
御
勅
使
の
加
藤
の
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か
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ

次
郎
忠
澄
と
 
対
決
し
た
其
の
末
は
 
首
筋
掴
ん
で
都
へ
登
り
 
時
の
関
白
広
直
卿
を
向
う
に
立
て

．
て
 
光
直
が
命
に
か
け
て
 
対
決
を
し
ょ
う
と
云
ふ
 
あ
ま
騒
動
は
 
公
家
と
武
士
と
の
意
気
地
立
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
△

も
 
矢
弾
を
飛
ば
し
し
の
ぎ
を
削
る
騒
動
は
 
後
と
知
ら
れ
た
り
V
（
｝
四
｛
）

 
〈
信
太
の
次
郎
光
直
が
 
使
と
な
っ
て
大
和
へ
登
り
 
時
の
関
白
広
直
と
命
を
的
の
対
決
が
 
そ
も

合
戦
の
本
と
な
り
 
小
丹
の
申
将
春
元
が
 
官
軍
相
手
に
大
合
戦
開
く
と
云
ふ
よ
な
騒
動
は
 
後
の
愉

快
と
知
ら
れ
た
り
V
（
｝
）

 
〈
さ
あ
此
れ
か
ら
 
大
和
の
国
が
 
一
同
に
煮
え
か
や
る
か
砕
け
て
飛
ぶ
か
 
続
い
て
火
の
山
落
城

は
 
追
々
後
と
知
ら
れ
た
り
〉
（
六
）

 
〈
群
が
る
敵
葱
蹴
散
ら
レ
て
 
勇
士
と
共
に
火
の
山
指
し
て
 
御
帰
城
を
あ
ら
せ
ら
れ
た
る
春
元
公

城
の
出
丸
（
、
火
を
移
し
 
御
本
丸
な
る
大
広
間
 
中
将
始
め
御
台
様
勇
士
一
同
枕
を
並
べ
 
事
も
哀
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
帝

な
御
生
害
消
え
行
く
葉
露
散
る
花
の
 
帝
は
か
く
と
聞
こ
し
召
し
 
 
「
逆
臣
な
ら
ぬ
春
元
を
 
関

白
広
直
が
悪
意
の
た
め
 
朝
敵
と
名
を
汚
せ
し
は
 
月
塞
の
限
り
な
り
・
」
と
 
歴
史
の
中
に
残
さ
れ
て

今
の
世
ま
で
も
金
言
に
残
る
火
の
山
合
戦
の
履
歴
を
こ
こ
匿
巻
き
収
め
 
語
り
伝
へ
て
目
出
度
け
れ
V

 
（
ヒ
）

 
以
上
、
傍
線
を
引
い
た
語
や
句
か
ら
、
は
沸
e
・
口
・
内
（
蝦
旅
鼠
群
が
臆
継
猟
暁
）

㈲
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
は
、
同
じ
系
統
に
属
し
（
国
・
㈲
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者

は
、
共
に
「
愉
快
」
と
語
う
語
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
他
の
系
統
に
属
す

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
 
㈱
の
作
者
は
、
㈹
の
作
者
と
関
係
が
あ
る
よ
う
だ

が
、
全
文
の
用
語
や
表
現
を
み
る
と
、
後
代
の
別
の
作
者
に
よ
っ
．
て
浦
足
さ
れ

だ
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．

 
そ
う
す
る
と
、
最
初
の
部
分
に
つ
い
て
比
較
し
た
場
合
の
見
当
と
く
い
違

，
つ
。

 
こ
の
事
を
念
頭
に
お
い
て
、
各
部
分
の
用
語
や
衷
現
に
つ
い
て
、
比
較
し
て
．

み
よ
う
。
．
 
 
 
'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
（
O
の
本
文
の
訂
正
…
「
三
国
警
固
な
る
…
…
」
、
 
「
小
舟
」
は
、
す
べ
て
「
小
丹
」
、
9
頁
の
下

欄
の
最
後
の
四
行
を
く
…
・
：
V
の
中
に
入
れ
る
。
）

 
e
で
は
、
 
「
（
光
元
は
）
身
を
震
は
せ
て
い
た
り
け
る
」
・
「
浮
世
の
常
の
情
無
き
」
な
ど

．
の
よ
う
に
連
体
形
で
文
を
終
止
す
る
、
・
既
定
の
順
接
条
件
を
示
す
の
に
「
…
…
事

な
れ
ば
…
…
」
と
か
「
…
…
た
事
な
れ
ば
．
．
一
…
」
と
か
を
用
い
る
、
体
言
止
め
の
感
嘆
文

を
用
い
る
、
「
ど
う
が
な
致
し
て
…
-
し
の
「
ど
う
が
な
」
の
方
言
的
用
語
が
混
入
し
て

い
る
。
「
大
権
現
も
情
な
い
し
．
・
「
絶
え
よ
う
が
謬
り
よ
う
が
・
、
…
」
の
「
情
な
い
」
・
「
…
…
よ

う
」
の
よ
う
な
口
語
が
見
出
さ
れ
る
。

 
口
で
は
、
連
体
形
で
文
を
終
止
す
る
用
例
が
あ
る
、
「
…
…
事
な
れ
ば
…
…
」
・

「
・
…
-
た
る
事
な
れ
ば
…
…
」
の
表
現
を
取
る
、
口
語
の
断
定
の
助
動
詞
「
…
…
だ
」

の
説
音
「
…
…
ぢ
ゃ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 
e
の
最
後
の
部
分
‘
（
「
…
-
騒
動
は
追
々
後
と
知
ら
れ
た
り
」
Y
と
、
⇔
の
最
後
の
部

分
（
「
…
雪
合
戦
の
大
眼
目
の
ひ
と
巻
ば
追
々
後
と
知
ら
れ
た
り
」
）
と
を
比
較
し
て
み
る
と

似
た
部
分
も
あ
る
が
、
8
は
剛
騒
動
」
、
⇔
は
「
合
戦
」
の
用
語
で
、
e
・
口
は

同
時
代
に
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
作
者
は
異
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
（
臼
の
本
文
の
訂
正
…
桜
好
邪
智
な
る
、
…
…
伺
ひ
…
…
、
勇
み
立
ち
…
…
。
）

 
日
で
は
、
連
体
形
で
文
を
終
止
す
る
用
例
は
少
な
い
、
 
「
…
…
事
な
れ
ば
…
…
」

・
・
「
…
…
た
る
事
な
れ
ば
…
…
」
が
目
立
つ
、
最
後
の
部
分
（
「
…
…
城
内
が
さ
ざ
め
き
渡

る
と
云
ふ
よ
う
な
愉
快
は
後
と
知
ら
れ
た
り
」
）
の
表
現
は
馬
e
・
⇔
の
そ
れ
ら
と
は
違
，

う
。
こ
れ
ら
か
ら
、
日
の
作
者
は
、
e
・
口
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
と
は
違
う
よ

（42）



う
に
考
え
ら
れ
る
。

 
四
で
は
、
「
写
し
絵
に
変
り
行
く
は
悲
レ
団
舵
」
・
「
あ
ざ
け
り
笑
ふ
も
道
理
類
刺
」
・
「
こ
の

姿
こ
そ
・
…
-
麿
が
乙
女
に
て
候
」
の
よ
う
な
破
格
の
用
法
が
あ
る
、
連
体
形
で
文
を
終

止
す
る
用
例
は
少
な
い
、
「
忘
れ
参
ら
せ
る
」
・
「
示
し
参
ら
せ
る
」
・
「
申
さ
れ
ま
い
」
・

「
来
い
」
な
ど
の
口
語
が
混
，
入
し
て
い
る
、
「
聞
い
た
か
い
」
・
「
お
し
ゃ
く
し
ち
ふ
も
の

」
'
・
「
立
つ
た
げ
な
ぢ
や
な
い
か
い
」
・
「
ご
つ
ぼ
一
も
な
い
こ
と
」
・
「
云
ふ
な
い
」
・
「
ち
が
ふ
わ
・

い
」
．
「
そ
か
っ
が
抜
か
す
事
に
や
な
…
．
・
」
・
「
云
ふ
よ
う
ち
や
」
・
「
…
…
ぢ
ゃ
」
な
ど
の
方

 
 
 
 
 
 
 
か

言
混
入
の
用
例
や
設
音
が
多
い
、
口
で
春
元
は
従
二
位
で
あ
っ
た
の
に
従
三
位

盛
平
は
口
で
従
三
位
で
あ
っ
た
の
に
正
三
位
と
な
っ
て
い
る
、
最
後
の
部
分

、
（
「
…
…
あ
ま
騒
動
は
…
-
後
と
知
ら
れ
た
り
」
）
の
「
あ
ま
騒
動
」
と
言
う
語
は
㈲
だ
け
に

あ
る
。
こ
れ
ら
か
．
ら
、
㈲
の
作
者
は
、
6
・
⇔
・
日
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
と
は

異
な
り
、
ま
た
口
語
の
混
用
が
目
立
つ
こ
と
か
ら
、
成
立
後
時
を
隔
て
て
の
筆

録
か
後
の
補
足
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
む

 
（
国
の
本
文
の
訂
正
…
報
み
そ
や
、
願
ひ
出
す
。
）

 
㈲
で
は
、
連
体
形
で
文
を
終
止
す
る
用
例
が
あ
る
、
「
…
-
蘂
な
れ
ば
…
…
」
・
「

…
…
た
事
な
れ
ば
…
…
」
の
表
現
が
あ
る
、
「
受
け
る
」
・
「
立
た
う
立
つ
ま
い
の
…
…
」
・
「

・
，
・
出
だ
す
で
あ
ら
う
」
．
「
今
見
る
よ
う
な
、
駐
地
・
・
：
．
」
．
「
飲
み
ま
す
」
・
「
ね
め
つ
け
る

（近

ｼ
の
女
護
島
に
あ
る
）
」
な
ど
の
口
語
混
入
の
用
法
な
ど
筆
写
の
時
の
誤
写
と
考
え
る
に

は
余
り
に
多
い
、
最
後
の
部
分
（
「
…
騒
動
は
後
の
愉
快
と
知
ら
れ
た
り
」
）
の
「
愉
快
」

と
言
う
語
は
、
日
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
㈲
の
作
者
は
、
e
・

⇔
・
画
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
と
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
口
語
が
相

当
混
入
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
後
に
補
足
さ
れ
た
部
分
で
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
っ前

田
「
火
の
山
」
合
戦
記
（
平
曲
の
詞
）
な
ら
び
に
そ
の
成
立
（
完
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
（
因
の
本
文
の
訂
正
…
お
別
れ
に
な
ら
う
も
知
れ
ず
…
…
、
一
刀
を
報
ゐ
ん
と
…
…
。
）

 
丙
で
は
、
連
体
形
で
文
を
終
止
す
る
用
例
や
「
…
…
た
事
な
れ
ば
…
…
」
．
の
表
現

が
相
当
あ
る
、
「
許
さ
れ
る
」
の
よ
う
な
口
語
や
「
煮
え
か
や
る
」
の
よ
う
な
方
言
も

あ
る
、
最
後
の
部
分
．
（
「
…
…
火
の
山
落
城
は
追
々
後
と
知
ら
れ
た
り
」
）
の
「
追
々
後
と
知

ら
れ
た
り
」
の
表
現
は
、
e
・
◎
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
．
因
．
の

作
者
は
、
e
・
口
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
㈹
で
は
、
連
体
形
で
文
を
終
止
す
る
用
法
や
「
…
…
た
る
事
な
れ
ば
-
穐
…
」
の
表
現

は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
し
か
見
当
ら
な
い
、
係
助
詞
「
こ
そ
↑
が
な
い
の
に
巳
然
形
で

文
を
終
止
し
て
い
る
、
ま
た
「
不
知
案
内
の
旅
い
く
き
」
・
「
最
早
逃
が
れ
ぬ
汝
が
運
命
」

な
ど
体
言
止
め
の
感
嘆
文
が
目
立
つ
。

 
こ
れ
ら
か
ら
、
の
・
⇔
・
㊨
、
・
．
肉
（
後
に
改
作
き
れ
て
現
行
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
・
つ
。
）
・
㈹
は
、
同
じ
系

統
で
、
作
者
の
重
複
は
あ
ろ
う
が
、
各
部
分
を
作
者
が
分
担
し
、
こ
れ
ら
が
も

と
と
な
っ
て
㈲
・
㈲
あ
た
り
が
後
に
補
足
さ
れ
、
筆
録
の
際
に
全
体
と
し
て
ま

と
め
ら
・
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
物
語
は
、
六
世
紀
の
欽
皇
帝
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
平
家
物
語
」
の
成

立
が
十
三
世
紀
半
ば
過
ぎ
る
と
す
る
と
、
こ
の
原
形
は
十
四
・
五
世
紀
以
後
成
．

冷
し
、
そ
の
後
挿
入
さ
れ
た
補
足
や
全
体
の
ま
と
め
の
上
か
ら
の
改
作
の
個
所

が
あ
り
、
謡
い
継
が
れ
て
後
に
筆
録
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
ゆ

そ
れ
は
、
連
体
形
で
文
を
終
止
す
る
用
法
が
室
町
時
代
（
1
4
世
紀
半
ば
1
1
6
世
紀
）
の
終
止

形
の
連
体
形
化
と
関
係
が
あ
り
、
「
口
語
の
混
用
が
後
の
筆
録
を
予
想
せ
し
め
る

か
ら
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 
'
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要
す
る
に
、
こ
の
合
戦
記
は
、
平
曲
に
よ
る
平
家
物
語
の
人
気
に
投
じ
て
、

平
曲
演
奏
者
た
ち
か
無
名
の
作
者
た
ち
か
の
部
分
的
に
制
作
し
た
も
の
が
、

筆
録
す
る
に
当
っ
て
全
体
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
合
作
物
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
馬
田
部
分
の
用
語
・
衷
現
の
差
異
に
、
そ
の
証
拠
を
見
出
す
。
し
か
し
、

こ
の
物
語
を
生
む
に
至
・
う
た
素
材
・
と
も
言
う
べ
き
伝
説
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に

寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。

 
 
こ
の
荒
唐
無
稽
と
も
言
う
べ
き
ロ
マ
ン
を
七
・
五
調
で
謡
い
上
げ
さ
せ
た
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ろ
じ

・
の
は
、
こ
の
山
が
関
門
を
拒
し
て
お
り
か
っ
て
は
狼
煙
を
揚
げ
る
山
で
あ
り
、

そ
の
秀
麗
さ
に
打
た
れ
る
感
動
か
ら
起
こ
っ
た
ブ
イ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
か
ろ
う

か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
ん
ぎ
ょ
う
 
 
 
 
 
 
 
し
よ
う

平
曲
に
合
わ
せ
て
語
ら
れ
る
も
の
は
、
天
台
宗
の
勤
行
の
一
型
式
で
あ
る
声

み
よ
う

明
が
平
曲
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
結
果
生
じ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
北
浦
地
区

や
島
根
県
の
一
部
に
は
、
地
鎮
祭
で
は
「
金
光
明
最
勝
王
経
」
．
「
地
神
揺
」
ま
た
は

「
大
般
若
経
理
趣
令
」
を
、
台
所
の
三
宝
荒
神
を
祀
る
に
は
「
三
宝
大
荒
神
経
」
あ
る
い

は
「
般
若
心
経
」
な
ど
を
、
琶
琵
に
合
わ
せ
て
読
調
す
る
こ
と
が
残
存
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
古
く
は
同
宗
門
の
座
頭
法
師
（
長
府
領
に
1
8
軒
あ
っ
た
と
言
う
。
）

が
平
家
を
語
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
の
初
め
に
は
、
法
師
の
余

技
と
な
り
、
琵
琶
を
弾
じ
な
が
ら
平
家
だ
け
で
な
く
色
々
の
合
戦
認
・
物
語
や

歌
謡
を
謡
い
語
る
よ
う
に
な
り
、
地
鎮
祭
や
荒
神
祭
の
後
の
余
興
の
よ
う
な
も

の
に
な
っ
た
の
で
、
同
宗
派
間
で
お
互
の
品
格
保
持
上
平
曲
を
弾
じ
な
い
よ
う

に
申
し
合
わ
せ
、
遂
に
滅
び
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
合
戦
記
は
、
古
く
か
ら
全

部
を
語
る
と
火
事
が
あ
る
と
言
う
迷
信
が
あ
り
、
全
部
を
写
す
こ
と
を
避
け
た

と
言
わ
れ
る
。
幸
い
に
、
完
本
が
残
っ
た
が
、
誤
字
や
当
字
が
あ
る
。
筆
者
は

四
回
に
わ
た
っ
て
全
文
を
掲
げ
た
。
し
か
し
、
右
側
に
？
や
字
を
付
け
た
と
て

う
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
正
す
よ
す
が
な
い
。
原
本
を
ご
覧
に
な
っ
た
方

か
、
資
料
を
お
持
ち
の
方
か
、
こ
れ
ら
を
訂
正
し
て
頂
き
た
い
。
な
お
、
こ
の
「

成
立
に
つ
い
て
ご
教
示
を
給
わ
れ
ば
、
幸
甚
で
あ
る
。

資
料
を
提
供
さ
れ
た
吉
村
次
郎
氏
や
平
曲
研
究
油
谷
敬
一
氏
に
謝
意
を
表
し

た
い
。

'

、
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