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明
智
光
秀
が
本
能
寺
の
変
を
起
こ
し
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
お
び
た
だ
し
い
数

の
説
が
あ
る
。
江
戸
時
代
の
文
学
作
品
に
よ
く
描
か
れ
る
の
は
い
わ
ゆ
る
怨
恨

説
、
つ
ま
り
光
秀
は
主
君
織
田
信
長
に
対
し
て
恨
み
を
抱
い
て
い
た
の
で
反
逆
し

た
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、
光
秀
は
信
長
に
暴
行
さ
れ
恥
を
か
か

さ
れ
た
の
で
恨
ん
だ
と
い
う
趣
旨
の
も
の
が
多
く
を
占
め
る
が
、
し
か
し
そ
れ
と

は
異
な
る
所
伝
も
あ
る
。

本
能
寺
の
変
が
起
き
た
の
は
天
正
十
（
一
五
八
二
）
年
六
月
二
日
で
あ
る
。
そ

れ
に
先
立
つ
天
正
三
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
、
光
秀
は
織
田
家
の
武
将
と
し
て
丹

波
攻
略
に
従
事
し
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
丹
波
八や

上が
み

城
（
現
兵
庫
県
丹
波
篠
山
市
）

を
本
拠
と
し
て
い
た
波は

多た

野の

秀ひ
で

治は
る

は
、
一
度
は
信
長
に
服
属
し
た
が
後
に
離
反
し

た
。
そ
こ
で
光
秀
は
八
上
城
を
攻
め
、
天
正
七
年
六
月
に
陥
落
さ
せ
た
。

こ
の
時
、
光
秀
は
自
分
の
母
を
人
質
と
し
て
波
多
野
秀
治
を
降
伏
さ
せ
、
し
か

し
信
長
が
秀
治
を
誅
殺
し
た
た
め
、
母
は
八
上
城
の
城
兵
に
惨
殺
さ
れ
た
、
そ
の

た
め
光
秀
は
信
長
を
恨
み
、
そ
れ
が
反
逆
の
一
因
と
な
っ
た
、
と
説
く
文
献
が
江

戸
時
代
に
存
在
す
る
。
現
在
の
歴
史
学
で
は
、
人
質
云
々
と
い
う
の
は
史
実
と
は

認
め
が
た
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
し
か
し
文
学
研
究

の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
史
実
と
異
な
る
物
語
が
成
立
す
る
過
程
は
興
味
深
い
。
そ

こ
で
本
稿
は
、
光
秀
の
八
上
城
攻
略
に
つ
い
て
記
し
た
文
献
を
順
に
挙
げ
、
そ
の

内
容
が
変
化
し
た
様
相
を
追
跡
す
る
。

一
、『
信
長
公
記
』

初
め
に
太
田
牛
一
の
著
し
た
『
信
長
公
記
』）

1
（

を
採
り
上
げ
る
。
実
際
に
織
田
家

に
仕
え
て
い
た
牛
一
の
手
に
な
る
信
長
の
伝
記
で
あ
り
、
内
容
は
史
料
性
が
高
い

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
池
田
家
本
『
信
長
公
記
』
の
奥
書
に
「
慶
長
十
伍
」
と
あ

る
の
で
、
慶
長
十
五
（
一
六
一
〇
）
年
よ
り
は
以
前
に
成
立
し
た
。

明
智
光
秀
の
母
と
八
上
城
攻
略

野　
　

 

口　
　
　
　

 

隆

［二三］



47― ―

明智光秀の母と八上城攻略

そ
の
巻
十
二
に
天
正
七
年
の
で
き
ご
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、「
丹
波
国
波

多
野
兄
弟
張は

り
つ
け付

の
事
」
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

 

丹
波
国
波
多
野
館
、
去
年
よ
り
惟こ

れ

任た
ふ

日
向
守
押
し
詰
め
取
り
巻
き
、
三
里
四

方
に
堀
を
ほ
ら
せ
、
塀
・
柵
を
丈
夫
に
幾
重
も
申
し
付
け
責
め
ら
れ
候
。
籠

城
の
者
、
既
に
餓
死
に
及
び
、
初
め
は
草
・
木
の
葉
を
食じ

き

と
し
、
後
に
は
牛

馬
を
食
し
、
了
簡
尽
き
果
て
無
体
に
罷
り
出
で
候
を
悉

こ
と
ご
とく

切
り
捨
て
、
波
多

野
兄
弟
三
人
の
者
調
略
を
以
て
召
し
捕
り
、
六
月
四
日
安
土
へ
進
上
。
則
ち

慈
恩
寺
町
末
に
三
人
の
者
張
付
に
懸
け
さ
せ
ら
れ
、
さ
す
が
思
ひ
切
り
候

て
、
前
後
神
妙
の
由
に
候
。

「
波
多
野
館
」
は
八
上
城
、「
惟
任
日
向
守
」
は
明
智
光
秀
で
あ
る
。
八
上
城
に
は

波
多
野
秀
治
の
他
に
そ
の
弟
の
秀ひ

で

尚な
お

ら
も
籠
城
し
て
い
た
が
、
光
秀
は
そ
れ
を
兵

糧
攻
め
に
す
る
べ
く
、
周
囲
を
塀
や
柵
で
厳
重
に
囲
ん
だ
。
や
が
て
城
内
で
は
食

糧
が
な
く
な
り
、
餓
死
者
も
出
た
。
初
め
は
草
や
木
の
葉
を
食
い
、
最
後
に
は
牛

や
馬
ま
で
食
い
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
て
城
外
に
飛
び
出
し
て
き
た
者
は
切

り
捨
て
た
。
そ
し
て
波
多
野
兄
弟
を
「
調
略
を
以
て
召
し
捕
り
」、
六
月
四
日
に

安
土
に
連
行
し
た
。
兄
弟
は
安
土
の
慈
恩
寺
町
で
磔
に
さ
れ
た
が
、
さ
す
が
に
観

念
し
て
落
ち
着
い
た
様
子
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。『
信
長
公
記
』
に
は
こ
の
よ
う

に
、
光
秀
は
波
多
野
兄
弟
を
「
調
略
を
以
て
」
捕
ら
え
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
但

し
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
。

こ
の
八
上
城
攻
め
終
盤
の
五
月
六
日
に
、
光
秀
が
配
下
の
武
将
に
指
示
を
与
え

た
書
状）

2
（

が
存
す
る
が
、
冒
頭
に
「
城
中
調
略
之
子
細
候
間
、
何
時
に
寄
ら
ず
、
本

丸
焼
け
崩
る
る
儀
之こ

れ

有
る
べ
く
候
」
と
あ
り
、
こ
の
時
「
調
略
」
が
用
い
ら
れ
た

の
は
史
実
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
。
そ
の
詳
細
は
や
は
り
不
明
で
は
あ
る
が
、
し

か
し
「
い
ず
れ
城
は
焼
け
落
ち
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
書
き
ぶ
り
か
ら
す
る
と
、
城

中
に
大
事
な
人
質
が
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

二
、
甫
庵
『
信
長
記
』

『
信
長
公
記
』
を
増
補
し
た
文
献
に
小
瀬
甫
庵
の
『
信
長
記
』）

3
（

が
あ
る
。
慶
長

十
七
（
一
六
一
二
）
年
頃
に
刊
行
さ
れ
た
。

甫
庵
は
こ
の
書
の
序
文
に
当
た
る
「
信
長
記　

起
」
で
『
信
長
公
記
』
と
太
田

牛
一
に
言
及
し
、「
朴
に
し
て
約
也
。
上
世
の
史
と
も
云い

つ
つ
べ
し
。
し
か
は
あ

れ
ど
仕
途
に
奔
走
し
て
閑
暇
な
き
身
な
れ
ば
漏
脱
な
き
に
非
ず
。
予
是こ

れ

を
本
と
し

て
、
且
は
公
の
善
尽

こ
と
ご
とく

備
は
ら
ざ
る
事
を
歎
き
、
且
は
功
有
り
て
洩
れ
ぬ
る
人
其

遺
憾
い
か
ば
か
り
ぞ
や
と
思
ふ
ま
ま
に
、
且
々
拾
ひ
求
め
之
を
重
撰
す
」
と
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
本
書
は
『
信
長
公
記
』
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
の
欠
け
た
部
分
を

補
足
し
た
の
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
補
足
に
は
儒
学
者
で
あ
っ
た
甫

庵
の
価
値
観
を
反
映
し
た
創
作
が
多
分
に
含
ま
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
史
実
に
即

し
た
内
容
の
文
献
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

光
秀
の
八
上
城
攻
略
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
 

去
る
程
に
丹
波
国
波
多
野
が
居
た
る
八
上
の
城
、
去
年
三
月
よ
り
惟
任
日
向

守
取
り
囲
み
、
堀
・
塀
幾
重
と
も
な
く
付
け
ま
は
し
責
め
寄
す
る
程
に
、
城

中
糧か

て

尽
き
て
初
め
は
草
・
木
の
葉
を
食
し
た
る
が
、
究
ま
つ
て
は
牛
馬
を
さ

し
殺
し
食
し
け
り
。
中
々
こ
ら
ふ
べ
き
了
簡
も
尽
き
果
て
け
れ
ば
、
余
り
の

［二四］
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事
に
や
塀
・
柵さ

く

を
無
体
に
の
り
こ
し
出
て
切
り
捨
て
ら
る
る
者
も
多
か
り
け

り
。
斯か

か

り
け
れ
ば
城
中
の
者
ど
も
為せ

ん
か
た方

に
や
尽
き
け
ん
、
波
多
野
兄
弟
三
人

を
召
し
捕
つ
て
出
し
け
る
程
に
、
六
月
四
日
安
土
へ
惟
任
方
よ
り
引
か
せ
進

上
申
し
け
れ
ば
、
度ど

ど々

表
裏
し
て
侍
の
本
意
を
知
ら
ざ
る
者
也
と
て
、
則
ち

慈
恩
寺
に
し
て
害が

い

し
給
ひ
け
り
。（
巻
十
二
、
波
多
野
誅
せ
ら
る
る
事
）

ほ
と
ん
ど
『
信
長
公
記
』
の
記
述
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
傍

線
を
付
し
た
部
分
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
八
上
城
の
兵
た
ち
は
ど
う
し
よ
う
も
な

く
な
っ
た
の
か
、
城
主
で
あ
る
波
多
野
兄
弟
を
捕
ら
え
て
明
智
方
に
引
き
渡
し

た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
甫
庵
の
創
作
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
当
時
こ
の

よ
う
な
戦
略
は
現
実
に
よ
く
実
行
さ
れ
た
。

　

 

城
中
の
も
の
は
命
を
助
け
る
。
だ
か
ら
大
将
を
殺
せ
と
か
、
捕
縛
し
て
出
せ

と
か
い
う
の
は
よ
く
あ
る
手
で
あ
る
。
城
中
の
も
の
に
し
て
も
自
分
の
命
に

は
代
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
主
を
殺
し
た
り
捕
え
た
り
し
て
敵
に
渡
す
。

（
高
柳
光
寿
『
明
智
光
秀
』））

4
（

し
た
が
っ
て
甫
庵
の
創
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
史
実
に
合
致
し
て
い
る

可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。

三
、『
総
見
記
』

遠
山
信
春
の
著
書
『
総
見
記
』）

5
（

は
、
別
名
を
『
織
田
軍
記
』
と
い
い
、
や
は
り

信
長
の
伝
記
で
あ
る
。
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
の
序
文
が
あ
る
の
で
そ
の
頃
に

は
成
立
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
が
、
刊
行
さ
れ
た
の
は
元
禄
十
五
（
一
七
○
二
）

年
で
あ
る
。
遠
山
信
春
は
軍
学
者
で
あ
り
、
古
今
の
合
戦
に
つ
い
て
講
釈
し
た
り

著
述
し
た
り
す
る
に
際
し
て
、
聴
衆
や
読
者
の
興
味
を
引
く
よ
う
面
白
お
か
し
く

話
を
創
作
し
た
。『
総
見
記
』
も
「
軍
談
の
徒
の
敷
衍
・
増
補
を
行
っ
て
い
た
」

（
井
上
泰
至
『
近
世
刊
行
軍
書
論
』））

6
（

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

本
書
で
は
巻
十
九
「
惟
任
光
秀
丹
州
働
き
の
事
」
に
八
上
城
攻
略
の
経
緯
が
叙

述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
先
に
挙
げ
た
『
信
長
公
記
』
な
ど
に
比
べ
て
飛

躍
的
に
詳
細
に
な
っ
た
。
以
下
の
よ
う
な
展
開
で
あ
る
。

光
秀
は
東
丹
波
の
攻
略
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
攻
め
あ
ぐ
ね
て
い
た
。
そ
の

間
、
羽
柴
秀
吉
が
西
丹
波
の
攻
略
を
順
調
に
進
め
て
い
た
の
で
、
功
を
焦
っ
た
光

秀
は
、
波
多
野
方
の
荒
木
山
城
・
高
屋
筑
後
に
わ
た
り
を
つ
け
、
本ほ

ん

目め

の
西
蔵
院

や
愛あ

た
ご宕

山
の
大
善
院
と
い
っ
た
山
伏
を
仲
介
役
と
し
て
、
和
議
を
申
し
入
れ
た
。

　

 

其
意
趣
は
、「
今
度
大
臣
家
丹
州
征
伐
の
事
、
更
に
一い

ち

分ぶ
ん

の
遺
恨
な
し
。
只

天
下
一
統
の
功
を
立
て
、
万
民
太
平
の
世
を
期ご

す
る
者
な
り
。
然
ら
ば
今
と

て
も
大
臣
家
の
幕
下
に
属
せ
ば
、
丹
波
一
国
安
堵
を
給
は
り
、
波
多
野
家
立

て
置
か
れ
ん
事
、
是
大
臣
家
の
御
内
存
な
り
。
此
旨
光
秀
七
枚
の
誓
詞
を
認し

た
た

め
相
渡
す
べ
き
の
間
、
早
く
秀
治
和
段
に
帰
伏
し
、
出

し
ゆ
つ
じ
や
う

城
然
る
べ
き
乎か

」
と

云
々
。
秀
治
等
猶
是
を
疑
ひ
、「
定
め
て
光
秀
謀
計
た
ら
ん
」
と
更
に
以
て

許
容
せ
ず
。

信
長
が
丹
波
を
攻
め
る
の
は
、
決
し
て
遺
恨
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
天
下
を
統

一
し
太
平
の
世
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
す
ぐ
降
伏
す
れ
ば
、
丹

波
一
国
の
領
有
を
そ
の
ま
ま
認
め
、
波
多
野
家
を
存
続
さ
せ
る
、
と
い
う
の
が
信

長
の
内
意
で
あ
る
。
光
秀
も
起
請
文
を
記
し
て
渡
す
の
で
、
秀
治
は
和
議
に
応
じ

［二五］
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明智光秀の母と八上城攻略

て
城
か
ら
出
る
と
よ
い
。
光
秀
は
そ
の
よ
う
に
説
い
て
降
伏
を
勧
め
た
が
、
秀
治

ら
は
そ
れ
を
謀
略
だ
ろ
う
と
疑
い
、
応
じ
な
か
っ
た
。

　

 

光
秀
又
思
案
を
厚
ふ
し
、
重
ね
て
彼か

の

仲ち
う

人に
ん

に
云
ひ
遣
は
す
は
、「
然
ら
ば
秀

治
、
疑
ひ
を
散さ

ん

ぜ
よ
。
当
方
謀
計
に
あ
ら
ざ
る
段
、
証
拠
の
た
め
に
光
秀
が

老
母
を
人
質
と
し
、
秀
治
に
相
渡
す
べ
き
の
間
、
秀
治
此
条
信
伏
せ
し
め
、

大
臣
家
へ
御
礼
申
さ
れ
、
一
家
を
全
ふ
せ
ら
る
べ
し
」
と
云
ふ
。
是
に
於
い

て
秀
治
兄
弟
安
堵
せ
し
め
、「
其
儀
な
ら
ば
和
段
の
儀
、
相
心
得
た
り
」
と

云
ふ
。
既
に
今
五
月
廿
八
日
、
漸
く
和
睦
相
調
ひ
て
、
光
秀
方
よ
り
老
母
を

渡
し
、
秀
治
方
へ
人
質
と
し
、
八
上
の
城
へ
入
れ
置
か
し
め
、
和
平
弥

い
よ
い
よ成

就

せ
し
む
。

光
秀
は
あ
ら
た
め
て
、
自
分
の
老
母
を
人
質
に
出
す
の
で
信
用
す
る
よ
う
に
と
伝

え
た
。
そ
れ
で
波
多
野
兄
弟
は
安
心
し
、
天
正
七
年
五
月
二
十
八
日
、
和
議
が
成

立
し
た
。
明
智
方
か
ら
は
光
秀
の
老
母
が
人
質
と
し
て
八
上
城
に
入
っ
た
。

　

 

是
に
依
り
て
今
日
六
月
二
日
、
右
衛
門
太
夫
秀
治
・
同
弟
遠
江
守
秀
尚
等
、

八
上
の
城
を
出
て
、
光
秀
対
面
の
た
め
本ほ

ん

目め

の
城
へ
入じ

ゆ

来ら
い

す
。
光
秀
是
を
悦

び
、
本
目
の
城
に
て
彼か

の

兄
弟
を
待
ち
う
け
、
双
方
面
談
一
礼
畢を

は

つ
て
、
祝
儀

と
し
て
杯
を
出
し
酒
宴
に
及
ぶ
時
、
兼
ね
て
よ
り
光
秀
方
々
に
隠
し
置
き
た

る
多
勢
、
俄
に
競き

ほ

ひ
出い

づ
る
。
秀
治
・
秀
尚
「
心
得
た
り
」
と
て
太
刀
を
抜

い
て
相
働
く
と
い
へ
ど
も
、
数
兵
前
後
を
囲
ん
で
終つ

ひ

に
秀
治
・
秀
尚
を
搦
め

捕
り
、
其
外
従
者
十
一
人
、
都
合
十
三
人
を
相
搦
め
て
早
速
安
土
へ
差
し
上

せ
、
此
趣
言
上
し
畢
ん
ぬ
。
秀
治
は
痛
手
負
ふ
て
、
路ろ

次し

に
於
い
て
死
去
せ

し
め
畢
ん
ぬ
。
其
後
、
秀
尚
等
安
土
に
於
い
て
生し

や
う
が
い害の

以
後
、
丹
州
の
残
党

等
、
光
秀
人
質
の
老
母
を
張は

り
つ
け付

に
懸
け
て
殺
し
畢
ん
ぬ
。

同
年
六
月
二
日
、
波
多
野
秀
治
・
秀
尚
の
兄
弟
は
八
上
城
を
出
て
、
本
目
城
に

や
っ
て
来
た
。
し
か
し
双
方
が
対
面
し
祝
宴
が
始
ま
っ
た
そ
の
時
、
あ
ら
か
じ
め

光
秀
が
隠
し
て
お
い
た
多
数
の
兵
が
突
然
現
れ
た
。
和
議
は
謀
略
で
、
光
秀
は
兄

弟
を
あ
ざ
む
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
悟
っ
た
波
多
野
兄
弟
は
刀
を
抜
い
て

戦
っ
た
が
、
多
く
の
兵
に
取
り
囲
ま
れ
つ
い
に
捕
縛
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
家
来
十

一
人
も
捕
ら
え
ら
れ
た
。
光
秀
は
合
計
十
三
人
を
安
土
に
送
り
、
事
の
次
第
を
報

告
し
た
。
兄
秀
治
は
斬
り
合
っ
た
折
に
重
傷
を
負
っ
て
お
り
、
安
土
に
向
か
う
途

中
で
死
ん
だ
。
秀
尚
そ
の
他
は
安
土
で
殺
さ
れ
た
。
八
上
城
に
残
っ
て
い
た
波
多

野
の
家
来
は
、
人
質
と
な
っ
て
い
た
光
秀
の
老
母
を
磔

は
り
つ
けに

し
て
殺
し
た
。

『
総
見
記
』
で
は
こ
の
よ
う
に
、
光
秀
が
老
母
を
人
質
に
す
る
と
い
う
謀
略
に

よ
っ
て
波
多
野
兄
弟
を
城
外
に
お
び
き
出
し
八
上
城
を
陥
落
さ
せ
た
、
と
さ
れ
て

い
る
。『
信
長
公
記
』
や
甫
庵
『
信
長
記
』
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
内
容
で

あ
る
。
こ
れ
が
史
実
と
認
め
が
た
い
の
は
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
史
料

の
信
頼
性
が
低
い
と
い
う
よ
り
、
創
作
さ
れ
た
文
学
作
品
と
し
て
享
受
す
る
べ
き

性
質
の
も
の
だ
ろ
う
。『
信
長
公
記
』
に
は
「
調
略
」
の
具
体
的
な
内
容
が
書
か

れ
て
お
ら
ず
、
甫
庵
『
信
長
記
』
も
記
述
が
簡
潔
で
あ
ま
り
劇
的
で
な
い
。
そ
こ

で
話
を
面
白
く
す
る
た
め
に
、
新
た
な
物
語
が
創
造
さ
れ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

四
、
戦
国
逸
話
集

『
総
見
記
』
に
記
さ
れ
た
物
語
は
、
以
後
広
く
普
及
し
た
。
江
戸
時
代
の
中
期

［二六］
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に
編
纂
さ
れ
た
戦
国
武
将
の
逸
話
集
に
同
じ
内
容
が
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の
例
を
二
点
挙
げ
る
。

第
一
は
貝
原
益
軒
編
『
朝
野
雑
載
』）

7
（

で
あ
る
。
正
確
な
成
立
時
期
は
不
明
だ

が
、
正
徳
四
（
一
七
一
四
）
年
に
没
し
た
貝
原
益
軒
が
晩
年
に
編
纂
し
た
も
の
と

見
ら
れ
て
い
る
。
明
智
光
秀
の
逸
話
が
い
く
つ
も
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
八
上
城

攻
略
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

 

明
智
光
秀
、
丹
波
の
八
上
の
城
主
波
多
野
秀
治
を
殺
さ
ん
と
て
、
偽
り
て
和

を
乞
ふ
。「
降く

だ

ら
ば
其
家
を
立
て
ら
る
べ
き
よ
し
、
信
長
の
所
存
な
り
」
と

て
、
七
枚
起
請
を
書
き
遣
は
す
べ
き
由
云
ひ
遣
は
す
。
秀
治
疑
ひ
て
許
さ

ず
。
光
秀
老
母
を
人
質
と
し
て
遣
は
す
べ
き
よ
し
告
げ
や
る
。
秀
治
信
じ
て

け
れ
ば
、
光
秀
よ
り
老
母
を
秀
治
が
方
へ
人
質
に
つ
か
は
し
、
八
上
の
城
に

入
れ
置
く
。（
巻
十
）

以
下
要
約
す
る
と
、
秀
治
と
弟
の
秀
尚
は
八
上
城
を
出
て
本
目
城
に
来
た
。
待
ち

受
け
た
光
秀
は
対
面
し
て
杯
を
出
し
た
が
、
か
ね
て
隠
し
置
い
た
兵
が
に
わ
か
に

現
れ
兄
弟
に
切
り
か
か
っ
た
。
兄
弟
は
戦
っ
た
が
捕
ら
え
ら
れ
、
従
者
と
合
わ
せ

て
十
三
人
が
安
土
へ
連
行
さ
れ
た
。
秀
治
は
重
傷
の
た
め
途
中
で
死
に
、
秀
尚
ら

は
安
土
で
殺
さ
れ
た
。
八
上
の
城
兵
は
人
質
の
老
母
を
磔
に
か
け
て
殺
し
た
。

『
総
見
記
』
と
全
く
同
じ
展
開
で
あ
る
。
但
し
末
尾
に
、
次
の
よ
う
な
益
軒
の
論

評
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

　

 

或
い
は
曰
く
、
明
智
が
凶
暴
不
義
不
孝
、
天
地
の
間
に
容ゆ

る

さ
れ
ざ
る
処
。
こ

れ
を
も
忍
ぶ
べ
く
ん
ば
、
い
づ
れ
を
か
忍
ぶ
べ
か
ら
ざ
ら
ん
。
む
べ
な
る
か

な
、
信
長
公
を
殺
し
け
る
こ
と
。

光
秀
の
凶
暴
・
不
義
・
不
孝
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
所
業
で
あ
る
。
こ
れ
を
耐
え

忍
べ
る
の
で
あ
れ
ば
世
の
中
に
耐
え
忍
べ
な
い
も
の
な
ど
何
も
な
い
。
そ
の
よ
う

に
不
義
の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
信
長
を
殺
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
益
軒
は
光
秀

を
こ
の
よ
う
に
非
難
し
た
。

第
二
は
湯
浅
常
山
編
『
常
山
紀
談
』）

8
（

で
あ
る
。
元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
の
序

が
あ
る
の
で
そ
の
頃
の
成
立
と
目
さ
れ
る
が
、
刊
行
さ
れ
た
の
は
編
者
常
山
の
没

後
で
あ
る
。
八
上
城
攻
略
の
経
緯
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

 

光
秀
天
正
七
年
六
月
修し

ゆ

験げ
ん

者じ
や

を
遣
は
し
て
、
丹
波
の
守
護
波
多
野
右
衛
門
大

夫
秀
治
が
も
と
に
、
光
秀
が
母
を
質し

ち

に
出
し
た
ば
か
り
け
れ
ば
、
秀
治
其
弟

遠
江
守
秀
尚
共
に
本ほ

ん

目め

の
城
に
来き

た

り
け
る
を
、
酒
盛
り
し
て
も
て
な
し
、
兵

を
伏
せ
置
き
て
兄
弟
を
始
め
従
者
十
一
人
を
生
け
ど
り
安
土
に
遣
は
し
け

り
。
秀
治
は
伏
兵
と
散
々
に
戦
ひ
し
時
、
傷
を
蒙か

う
ぶ

り
途
中
に
て
死
す
。
信

長
、
秀
尚
以
下
を
安
土
に
て
磔

は
り
つ
けに

せ
ら
れ
た
り
。
丹
波
に
残
り
居
た
る
者
ど

も
、
明
智
が
母
を
磔
に
し
た
り
。（
巻
五
、
光
秀
反
状
の
事
）

こ
ち
ら
も
『
総
見
記
』
と
同
じ
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
に
、
信
長
が
光
秀

に
対
し
て
酒
を
無
理
強
い
す
る
な
ど
横
暴
に
振
る
舞
っ
た
事
例
が
列
挙
さ
れ
、
末

尾
に
や
は
り
論
評
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

　
 

信
長
の
暴
な
る
、
も
と
よ
り
論
を
待
た
ず
。
光
秀
土
地
を
略り

や
くせ

ん
為
に
老
母

を
質
に
し
て
殺
し
ぬ
る
不
孝
を
信
長
の
賞
せ
ら
れ
た
る
、
君
臣
共
に
悪
逆
の

相
あ
へ
る
、
終を

は
りを

令よ
く

せ
ざ
る
こ
と
理

こ
と
わ
りな

り
。

信
長
が
横
暴
で
あ
る
の
は
無
論
だ
が
、
光
秀
も
土
地
を
略
取
す
る
た
め
に
老
母
を

人
質
に
し
て
死
な
せ
る
の
は
不
孝
で
あ
る
。
そ
れ
を
賞
賛
す
る
主
君
信
長
も
、
家

［二七］
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明智光秀の母と八上城攻略

臣
の
光
秀
も
、
ど
ち
ら
も
そ
ろ
っ
て
悪
逆
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
二
人
と
も
非
業

の
死
を
遂
げ
た
の
も
道
理
で
あ
る
。
湯
浅
常
山
も
こ
の
よ
う
に
、
光
秀
を
非
難
し

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
総
見
記
』
の
内
容
は
、
後
続
の
文
献
に
継
承
さ
れ
た
。
た
だ

こ
れ
が
創
作
で
あ
る
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
貝
原
益
軒
も
湯
浅

常
山
も
、
人
質
の
謀
略
が
史
実
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
論
評
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
時
点
で
は
、
光
秀
は
「
不
義
」「
不
孝
」
な
ど
と
非
難
さ
れ
て
い
た
。

そ
も
そ
も
『
総
見
記
』
で
は
、
光
秀
は
初
め
か
ら
波
多
野
を
あ
ざ
む
く
つ
も
り

で
母
を
人
質
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
光
秀
自
身
が
発
案
し
実
行
し
た
謀
略
で
あ
る

か
ら
、
人
質
が
殺
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
責
任
は
光
秀
に
あ
り
、
信
長
を
恨
む
筋

合
の
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
も
後
半
に
な
る
と
、
明
智
光
秀
に
関

す
る
逸
話
は
お
し
な
べ
て
本
能
寺
の
変
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の

た
め
八
上
城
攻
略
の
物
語
も
、
や
が
て
そ
の
方
向
に
沿
う
よ
う
改
変
さ
れ
た
。

五
、
実
録
『
太
閤
真
顕
記
』

豊
臣
秀
吉
の
生
涯
を
描
い
た
『
太
閤
真
顕
記
』）

9
（

と
い
う
実
録
が
あ
る
。
作
者
は

白
栄
堂
長
兵
衛
、
安
永
九
（
一
七
八
○
）
年
頃
の
成
立
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）

10
（

。

実
録
は
、
そ
の
呼
称
と
は
う
ら
は
ら
に
、
歴
史
上
の
で
き
ご
と
を
虚
実
を
ま
じ
え

て
面
白
お
か
し
く
語
り
伝
え
た
も
の
で
あ
り
、『
太
閤
真
顕
記
』
に
も
膨
大
な
虚

構
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
光
秀
の
八
上
城
攻
略
に
つ
い
て
は
、
そ
の
五
篇
巻
二
十

一
「
波
多
野
兄
弟
生
け
捕
ら
る
る
事
并

な
ら
び
に光

秀
主
君
信
長
を
恨
む
る
事
」
に
お
い
て

以
下
の
よ
う
に
詳
述
さ
れ
る
。

光
秀
は
攻
略
が
進
ま
な
い
の
で
功
を
焦
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
「
兵
は
偽
り
の
道

と
い
へ
り
。
波
多
野
兄
弟
を
欺
ひ
て
生
け
捕
る
べ
し
」
と
思
案
し
、
降
伏
す
れ
ば

領
地
を
安
堵
す
る
条
件
で
和
議
を
提
案
し
た
が
、
波
多
野
兄
弟
は
謀
略
と
疑
っ
て

承
諾
し
な
い
。
そ
こ
で
改
め
て
母
を
人
質
に
す
る
と
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
兄
弟

は
信
用
し
て
城
を
出
た
。
そ
し
て
本
目
城
に
や
っ
て
来
た
の
で
そ
れ
を
捕
縛
し
、

安
土
に
連
行
し
た
。
こ
の
あ
た
り
ま
で
は
概
ね
『
総
見
記
』
と
同
様
の
展
開
で
あ

る
が
、
そ
の
後
に
増
補
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
。

　

 

光
秀
一
旦
の
謀
計
に
母
を
送
る
と
い
へ
ど
も
、
取
り
返
す
事
を
得
ず
ん
ば
不

孝
の
罪
の
が
れ
が
た
く
、
色
々
あ
つ
か
ひ
を
入
れ
取
り
戻
さ
ん
と
謀
る
と
い

へ
ど
も
、
城
兵
等
大
事
の
人
質
な
れ
ば
と
て
返
さ
ず
。「
主
人
御
兄
弟
無
事

に
帰
ら
せ
給
は
ば
渡
す
べ
し
。
左さ

な
く
ば
我
々
が
命
と
釣つ

り
が
へ
な
り
」
と

て
得
心
せ
ず
。
光
秀
怒
つ
て
、「
纔わ

づ

か
に
残
り
し
兵
士
ど
も
、
母
を
質
と
し

て
広
言
を
放
つ
条
、
悪に

く

き
奴や

つ

原ば
ら

か
な
。
押
し
寄
せ
て
暫
時
に
城
を
乗
つ
取
り

奪
ひ
返
さ
ん
」
と
憤

い
き
ど
をり

け
る
が
、「
そ
れ
に
て
は
城
兵
ど
も
叶
は
ぬ
所
と
覚

悟
し
、
老
母
を
殺せ

つ

害が
い

す
ま
じ
き
に
も
あ
ら
ず
」
と
、
彼
是
を
思
ひ
案
じ
て

中
々
強が

う

気き

も
出
さ
れ
ず
、
難
義
困
窮
に
及
び
け
る
が
、

光
秀
は
、
母
を
死
な
せ
て
は
不
孝
の
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
の
で
交
渉
に
よ
っ
て

奪
還
し
よ
う
と
す
る
が
、
八
上
の
城
兵
た
ち
は
「
主
人
兄
弟
が
無
事
に
帰
還
し
な

け
れ
ば
、
人
質
に
は
我
々
と
と
も
に
死
ん
で
も
ら
う
」
と
拒
む
。
光
秀
は
、
強
引

に
攻
撃
し
て
救
出
し
よ
う
か
、
い
や
そ
れ
で
は
母
が
殺
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
、
と
悩
ん
で
い
た
。

［二八］
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 「

何
卒
秀
治
・
秀
尚
無
事
の
間
に
謀
略
を
め
ぐ
ら
し
候
べ
し
」
と
安
土
へ
使

者
を
差
し
上
げ
、「
波
多
野
兄
弟
が
死
刑
し
ば
ら
く
御
猶
予
下
さ
る
べ
き
」

由
願
ひ
け
る
に
、
信
長
聞
こ
し
召
し
、「
彼
等
事
い
ま
だ
罪
科
決
せ
ざ
れ

ば
、
急
に
誅
戮
の
沙
汰
な
し
。
し
か
し
吟
味
相
済
む
に
お
ゐ
て
は
、
即
時
に

刑
せ
ら
る
べ
き
」
趣
を
仰
せ
返
さ
れ
け
る
に
、
光
秀
少
し
は
落
ち
着
き
、
此

ひ
ま
に
老
母
を
取
り
返
さ
ん
と
様
々
工
夫
を
め
ぐ
ら
し
け
れ
ど
も
、
行
ふ
べ

き
方た

よ
り便

も
な
く
い
た
づ
ら
に
数す

日じ
つ

を
送
る
中
に
、
波
多
野
兄
弟
安
土
に
於
ゐ

て
御
吟
味
相
済
み
、
終
に
誅
戮
せ
ら
れ
け
る
。

何
と
か
秀
治
・
秀
尚
が
生
き
て
い
る
間
に
母
を
取
り
返
す
計
略
を
め
ぐ
ら
そ
う
と

思
っ
て
安
土
へ
使
者
を
遣
わ
し
、
兄
弟
の
処
刑
を
し
ば
ら
く
待
つ
よ
う
願
っ
た
と

こ
ろ
、
信
長
か
ら
「
ま
だ
処
断
が
決
定
し
て
い
な
い
の
で
す
ぐ
に
殺
す
こ
と
は
な

い
が
、
決
定
し
た
ら
即
座
に
処
刑
す
る
」
と
の
返
事
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
光
秀
が

無
為
に
数
日
を
過
ご
す
う
ち
に
、
安
土
で
は
処
断
が
決
し
、
兄
弟
は
殺
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。

そ
れ
を
知
っ
た
八
上
の
城
兵
は
怒
り
、「
こ
う
な
っ
た
ら
人
質
だ
け
で
も
殺
し

て
鬱
憤
を
晴
ら
そ
う
」
と
、
櫓
に
上
が
っ
て
光
秀
を
城
の
前
に
呼
び
寄
せ
た
。

　

 

城
兵
ど
も
五
六
人
に
て
老
母
を
櫓
の
上
に
引
き
立
て
云
ひ
け
る
は
、「
生
け

て
返
す
法
な
け
れ
ば
、
死
骸
を
受
け
取
り
退し

り
ぞけ

よ
」
と
い
ふ
よ
り
早
く
両
人

し
て
老
母
の
足
を
持
ち
、
逆
さ
ま
に
吊つ

り
下
げ
け
れ
ば
、
両
方
よ
り
兵
士
ど

も
刀
を
抜
い
て
下
げ
切
り
に
切
つ
て
落
と
し
、
一
同
に
ど
つ
と
笑
ひ
し
か
ば
、

城
兵
は
老
母
を
櫓
に
引
き
出
し
、「
生
か
し
て
返
す
法
は
な
い
。
死
骸
を
引
き
取

れ
」
と
言
っ
て
そ
の
体
を
逆
さ
吊
り
に
し
、
切
り
殺
し
て
死
骸
を
落
と
し
た
の
で

あ
っ
た
。『
総
見
記
』
で
は
「
光
秀
人
質
の
老
母
を
張
付
に
懸
け
て
殺
し
畢
ん
ぬ
」

と
簡
潔
に
記
さ
れ
た
母
の
最
期
も
、『
太
閤
真
顕
記
』
で
は
こ
の
よ
う
に
描
写
が

具
体
的
か
つ
凄
惨
に
な
っ
て
い
る
。
目
の
前
で
母
を
殺
さ
れ
た
光
秀
は
激
怒
し
、

死
骸
を
引
き
入
れ
る
と
兵
た
ち
を
城
へ
突
入
さ
せ
た
。
城
兵
は
み
な
激
戦
の
末
に

討
ち
死
に
し
、
光
秀
は
城
中
の
命
あ
る
も
の
は
犬
猫
ま
で
も
残
ら
ず
皆
殺
し
に
し

た
。こ

れ
に
続
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

 

こ
の
老
母
と
い
ふ
は
光
秀
が
実
母
に
は
あ
ら
ず
、
叔
父
明
智
兵
庫
介
光
安
入

道
宗そ

う
し
ゆ
く叔

が
妻め

な
り
。
光
秀
幼
稚
の
時
よ
り
養
育
に
あ
づ
か
り
し
大
恩
あ
れ

ば
、
此
年と

し
つ
き月

実
母
と
う
や
ま
ひ
孝
行
を
尽
く
し
け
る
が
、
左さ

ま
の
す
け

馬
介
光み

つ

俊と
し

は
こ

の
老
母
の
実
子
な
る
が
ゆ
へ
に
、
今
度
敵
城
に
て
死
せ
し
事
光
秀
自
分
の
不

孝
よ
り
左
馬
介
が
心
底
は
か
り
か
ね
、
歎
息
や
む
時
な
か
り
け
る
。

実
は
こ
の
時
殺
さ
れ
た
の
は
、
光
秀
の
実
母
で
は
な
く
、
叔
父
光
安
の
妻
で
あ

り
、
光
秀
は
幼
い
こ
ろ
よ
り
こ
の
叔
母
に
養
育
さ
れ
た
の
で
母
と
敬
っ
て
い
た
、

と
あ
る
。『
太
閤
真
顕
記
』
は
こ
の
以
前
、
明
智
光
秀
の
経
歴
を
紹
介
し
た
折

に
、
父
光
綱
が
早
世
し
た
の
で
叔
父
光
安
に
養
育
さ
れ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
そ

の
こ
と
と
整
合
さ
せ
る
た
め
に
右
の
記
述
が
挿
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

な
お
こ
こ
で
光
秀
の
叔
母
の
子
と
さ
れ
る
「
左
馬
介
光
俊
」
は
、
ま
た
「
光
春
」

「
光
遠
」
の
名
で
当
時
の
文
献
に
よ
く
現
れ
る
。
通
説
で
は
、
実
在
し
た
光
秀
の

重
臣
明
智
弥
平
次
秀ひ

で

満み
つ

に
相
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
を
別
人
と
伝
え
る

史
料
も
存
在
す
る）

12
（

。

　

 

悲
し
み
の
あ
ま
り
光
秀
、
主
君
信
長
を
深
く
恨
み
、「
今
一
両
日
を
得
ば
、

［二九］
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明智光秀の母と八上城攻略

是
非
是
非
母
を
無
事
に
奪
ひ
返
さ
ん
も
の
を
、
な
さ
け
な
き
は
主
人
の
は
か

ら
ひ
な
り
。
波
多
野
兄
弟
誅
戮
の
事
御
延
引
下
さ
る
べ
き
旨
願
ひ
置
き
つ
る

に
、
一
応
の
御
告
も
な
く
し
て
誅
せ
ら
れ
し
ゆ
へ
、
老
母
終
に
帰
る
事
を
得

ざ
り
し
な
り
。
我
が
母
を
質
に
出
し
て
秀
治
・
秀
尚
を
捕
ら
へ
し
も
、
天
下

の
為
、
主
人
の
為
、
忠
を
思
ふ
て
の
事
な
る
に
、
感
賞
に
こ
そ
は
あ
づ
か
ら

ず
と
も
、
老
母
を
無
事
取
り
返
す
ま
で
は
死
刑
延
引
あ
る
べ
き
事
な
る
に
、

我
意
に
ま
か
せ
て
聊
も
仁
義
な
く
、
我
を
不
孝
の
罪
人
に
仕
給
ふ
こ
そ
恨
み

な
れ
」
と
憤
り
怒
る
事
骨
髄
に
徹
し
、
は
な
は
だ
不
快
の
色
を
顕
は
せ
り
。

こ
れ
後
に
謀
反
を
企
て
し
憤
怒
の
一
つ
な
り
。

あ
と
数
日
待
っ
て
く
れ
れ
ば
母
を
取
り
返
せ
た
の
に
、
主
君
信
長
は
非
情
だ
。
処

刑
の
延
期
を
願
っ
て
い
た
が
、
何
の
連
絡
も
な
く
波
多
野
兄
弟
を
殺
し
て
し
ま

い
、
そ
れ
で
母
も
殺
さ
れ
た
。
信
長
は
自
分
の
思
い
通
り
に
振
る
舞
っ
て
何
の
慈

悲
も
な
い
。
そ
れ
で
自
分
は
親
不
孝
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
光
秀
の
こ
の
憤
怒

が
、
後
に
謀
反
を
起
こ
し
た
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
太
閤
真
顕
記
』
は
以
上
の
よ
う
に
、
光
秀
は
母
を
人
質
に
し
て
も
後
で
救
出

す
る
つ
も
り
で
あ
り
、
信
長
に
波
多
野
兄
弟
の
処
刑
延
期
を
願
っ
た
が
、
し
か
し

信
長
が
兄
弟
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
母
も
殺
さ
れ
、
そ
の
た
め
光
秀
は
信
長
へ

の
怨
恨
を
つ
の
ら
せ
た
、
と
い
う
『
総
見
記
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
要
素
を
増

補
し
た
。
濱
田
啓
介
「『
太
閤
真
顕
記
』
と
『
絵
本
太
閤
記
』」）

13
（

に
よ
れ
ば
、『
太

閤
真
顕
記
』
諸
本
の
う
ち
九
州
大
学
国
史
学
教
室
所
蔵
本
で
は
波
多
野
兄
弟
誅
戮

の
記
事
が
二
個
所
に
重
出
し
、
一
方
は
概
ね
『
総
見
記
』
の
通
り
の
内
容
だ
が
も

う
一
方
は
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
、
光
秀
が
母
の
奪
還
を
試
み
る
な
ど
の
展
開
を
含

む
。
こ
れ
は
「
書
写
し
た
過
程
に
生
じ
た
混
乱
か
」
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

た
め
に
右
の
要
素
が
後
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

「
講
釈
者
の
手
に
な
る
軍
談
の
成
長
拡
大
の
状
貌
を
、
伺
う
こ
と
の
で
き
る
事
例
」

と
な
っ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
こ
れ
ら
の
要
素
を
増
補
す
る
こ
と
で
、
八
上
城
攻
略
も
信
長
に
遺
恨

を
抱
く
契
機
と
な
り
、
本
能
寺
の
変
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
虚
構
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
内
容
は
多
く
の
読
者
を
納
得
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
で
、
後
続
作
品
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

六
、
読
本
『
絵
本
太
閤
記
』

武
内
確
斎
の
著
し
た
『
絵
本
太
閤
記
』）

14
（

は
豊
臣
秀
吉
を
主
人
公
と
し
た
長
編
の

読よ
み
ほ
ん本

で
、
全
七
篇
が
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
か
ら
享
和
二
（
一
八
○
二
）
年
に

か
け
て
逐
次
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
『
太
閤
真
顕
記
』
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ

が
極
め
て
多
い）

15
（

。
八
上
城
攻
略
は
三
篇
巻
二
「
光
秀
波
多
野
兄
弟
を
搦
め
捕
ふ
」

で
叙
述
さ
れ
る
が
、
や
は
り
光
秀
が
母
を
人
質
と
し
て
波
多
野
兄
弟
を
捕
ら
え
る
。

た
だ
本
書
は
、『
太
閤
真
顕
記
』
の
内
容
を
す
べ
て
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
光
秀
が
、
謀
略
に
よ
っ
て
捕
ら
え
た
波
多
野
兄
弟
に
次
の
よ

う
に
語
り
か
け
る
場
面
が
あ
る
。

　

 
今
日
の
計は

か

ら
ひ
約
に
違た

が

ひ
不
信
の
ふ
る
ま
ひ
に
似
た
り
と
い
へ
ど
も
、
是
光

秀
が
心
に
非
ず
。
君
命
は
い
か
ん
と
も
成
し
が
た
し
。
況
ん
や
老
母
を
以
て

質
と
成
し
、
城
中
へ
入
れ
置
き
た
れ
ば
、
光
秀
に
於
ひ
て
逆
意
を
抱
き
謀
計

［三〇］
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を
以
て
搦
め
捕
る
べ
き
謂い

は
れな

し
。
汝
兄
弟
主
従
の
命
は
、
光
秀
が
功
に
申
し

か
へ
、
是
非
是
非
助
命
の
御
沙
汰
申
し
賜
ふ
べ
き
の
間
、
心
を
安
ん
じ
一ひ

と

度た
び

安
土
へ
趣お

も
むか

る
べ
し
。
就
い
て
は
波
多
野
家
相
続
の
儀
も
、
光
秀
あ
し
く
は

計
ら
ふ
ま
じ
。

約
束
を
破
っ
た
の
は
不
信
義
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
光
秀
の
本
心
で
は
な

い
。
主
君
の
命
令
な
の
で
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
だ
。
母
を
人
質
と
し
て
そ
ち

ら
の
城
に
送
っ
た
以
上
、
裏
切
り
あ
ざ
む
く
つ
も
り
は
な
い
。
お
前
た
ち
兄
弟
の

命
が
助
か
る
よ
う
、
わ
た
し
の
手
柄
に
か
え
て
も
何
と
か
す
る
の
で
、
安
心
し
て

安
土
に
行
け
。
波
多
野
家
の
こ
と
も
決
し
て
悪
い
よ
う
に
は
し
な
い
。
光
秀
は
こ

の
よ
う
に
、
兄
弟
の
助
命
と
波
多
野
家
存
続
の
た
め
に
尽
力
す
る
と
誓
う
。
既
に

兄
弟
が
捕
ら
わ
れ
、
和
議
が
謀
略
で
あ
っ
た
と
明
ら
か
に
な
っ
た
後
で
も
、
光
秀

は
信
義
を
守
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
不
自
然
な
展
開
で
は
あ
る
が
、
で
き
る
だ

け
光
秀
を
善
良
な
人
物
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
『
太
閤
真
顕
記
』
は
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
光
秀
が
母
を
奪
還
す
る
前
に

信
長
が
兄
弟
を
処
刑
し
て
し
ま
っ
た
な
ど
と
い
う
要
素
を
増
補
す
る
こ
と
で
、
こ

の
件
を
信
長
へ
の
怨
恨
に
結
び
つ
け
た
。
し
か
し
『
絵
本
太
閤
記
』
に
は
、
そ
れ

ら
の
要
素
が
見
ら
れ
な
い
。

　

 『
絵
本
太
閤
記
』
の
説
話
の
主
意
は
、
光
秀
を
理
を
弁
え
た
誠
意
の
人
と
し

た
事
。
八
上
側
が
誤
聞
に
よ
っ
て
老
母
を
殺
し
た
こ
と
に
よ
り
、
光
秀
の
誠

意
を
踏
み
に
じ
っ
た
と
い
う
結
果
を
生
じ
た
事
。
波
多
野
秀
尚
の
磔
刑
は
全

く
光
秀
の
復
讐
行
為
で
あ
り
、
そ
の
依
っ
て
き
た
る
責
任
は
波
多
野
側
に
帰

せ
し
め
ら
れ
る
事
。
右
の
始
終
に
お
い
て
、
信
長
に
は
何
の
責
任
も
不
慈
も

無
く
、
光
秀
が
信
長
を
恨
む
事
態
は
全
く
構
成
さ
れ
て
い
な
い
事
、
以
上
で

あ
る
。
そ
う
し
て
最
も
留
意
す
べ
き
は
、『
絵
本
太
閤
記
』
に
あ
っ
て
は
、

こ
の
一
件
を
光
秀
謀
反
の
要
因
に
位
置
づ
け
な
か
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

（
濱
田
啓
介
「『
絵
本
太
閤
記
』
と
『
太
閤
真
顕
記
』」）

『
太
閤
真
顕
記
』
の
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
敵
を
あ
ざ
む
き
母
を
人
質
と
し
て
お
き

な
が
ら
、
そ
れ
で
母
が
殺
さ
れ
る
と
信
長
を
恨
む
と
い
う
の
は
、「
理
を
弁
え
た

誠
意
の
人
」
の
振
る
舞
い
と
は
言
い
が
た
い
。
光
秀
の
人
物
像
を
美
化
す
る
た
め

に
、
そ
れ
ら
の
要
素
は
敢
え
て
削
除
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。『
総
見
記
』
で

は
不
義
不
孝
で
あ
っ
た
光
秀
は
、
こ
う
し
て
信
義
を
守
る
悲
運
の
人
へ
と
変
貌
し

た
。
江
戸
時
代
後
半
か
ら
近
年
に
い
た
る
ま
で
、
光
秀
に
対
し
て
総
じ
て
好
意
的

で
、
本
能
寺
の
変
も
主
君
信
長
に
虐
げ
ら
れ
た
た
め
の
や
む
を
得
な
い
反
逆
と
描

く
文
献
が
多
い
。
そ
の
傾
向
が
八
上
城
攻
略
の
叙
述
に
も
影
響
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

な
お
幕
末
の
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
か
ら
順
次
刊
行
さ
れ
た
栗
原
柳
庵
編

『
重
修
真
書
太
閤
記
』
は
、『
太
閤
真
顕
記
』
の
内
容
を
再
編
増
補
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
五
篇
巻
二
十
一
「
波
多
野
兄
弟
擒い

け
どら

る
る
事
并

な
ら
び
に光

秀
遺
恨
の
事
」
は
、

『
絵
本
太
閤
記
』
が
削
除
し
た
光
秀
が
老
母
を
奪
還
し
よ
う
と
し
た
り
信
長
を
恨

ん
だ
り
す
る
内
容
を
含
ん
で
お
り
、
や
は
り
『
太
閤
真
顕
記
』
に
拠
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

［三一］
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七
、
浄
瑠
璃
『
絵
本
太
功
記
』

『
絵
本
太
閤
記
』
は
好
評
を
博
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
同
書
の
内
容
を
演
劇

化
し
た
浄
瑠
璃
『
絵
本
太
功
記
』）

16
（

が
作
ら
れ
た
。
作
者
は
近
松
柳
ほ
か
。
寛
政
十

一
（
一
七
九
九
）
年
に
大
坂
豊
竹
座
で
初
演
さ
れ
、
翌
年
に
は
歌
舞
伎
で
も
上
演

さ
れ
た
。
な
お
江
戸
時
代
の
演
劇
で
は
、
当
時
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
時
期
の
貴

人
を
実
名
で
登
場
さ
せ
る
こ
と
を
避
け
る
。
本
作
で
は
明
智
光
秀
・
織
田
信
長
・

羽
柴
秀
吉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
武た

け

智ち

光
秀
」「
尾
田
春
長
」「
真
柴
久ひ

さ

吉よ
し

」
の
名
で
登

場
す
る
。
ま
た
光
秀
の
母
は
「
皐
月
」
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
「
十
日
の
段
」（
十
段
目
）
に
、
光
秀
が
母
を
殺
す
場
面
が
あ
る
。
既
に

主
君
尾
田
春
長
を
討
ち
果
た
し
て
い
る
武
智
光
秀
は
、
尼
崎
の
閑
居
に
真
柴
久
吉

が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
察
知
し
、
そ
の
命
を
狙
う
。

　

 「
聞
こ
ゆ
る
物
音
、
心
得
た
り
」
と
突
つ
込
む
手し

ゆ

練れ
ん

の
鑓
先
に
、「
わ
つ
」
と

玉
ぎ
る
女
の
泣な

き

声ご
ゑ

。
合が

点て
ん

行
か
ず
と
引
き
出
す
手
負
、
真ま

柴し
ば

に
あ
ら
で
真し

ん

実じ
つ

の
母
の
さ
つ
き
が
七
転
八
倒
。「
ヤ
ア
こ
は
母
人
か
、
し
な
し
た
り
。
残
念

至
極
」
と
ば
か
り
に
て
、
遉さ

す
がの

武
智
も
仰
天
し
、
只
忙
然
た
る
ば
か
り
也
。

物
音
が
聞
こ
え
た
の
で
、
久
吉
が
い
る
と
思
っ
て
竹
槍
で
突
い
た
と
こ
ろ
、
女
の

叫
び
声
が
し
た
。
不
審
に
思
っ
て
引
き
出
す
と
、
刺
さ
れ
て
苦
し
ん
で
い
た
の
は

久
吉
で
は
な
く
光
秀
の
母
皐
月
で
あ
っ
た
。
さ
す
が
の
光
秀
も
驚
き
あ
き
れ
る
ば

か
り
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
光
秀
は
、
過
誤
と
は
い
え
わ
が
手
で
母
を
刺
し
殺
し
て
し
ま
う
。
元
に

な
っ
た
読
本
の
『
絵
本
太
閤
記
』
と
は
全
く
異
な
る
展
開
で
は
あ
る
も
の
の
、
し

か
し
そ
こ
で
光
秀
が
母
を
死
な
せ
た
と
い
う
事
態
を
素
材
と
し
て
換
骨
奪
胎
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

 

母
が
殺
さ
れ
た
と
い
う
記
事
を
踏
ま
え
て
「
光
秀
の
母
の
死
は
こ
の
よ
う
に

記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
こ
う
だ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
姿
勢
で
十
段
目

を
描
い
て
い
く
。
こ
れ
は
、
浄
瑠
璃
が
持
ち
続
け
て
来
た
基
本
的
発
想
に
基

づ
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。（
黒
石
陽
子
「「
夕
顔
棚
」
と
さ
つ
き
」））

17
（

も
っ
と
も
皐
月
が
刺
さ
れ
た
の
は
、
み
ず
か
ら
望
ん
だ
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の

心
情
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　

 

我わ
が

子こ

に
か
は
る
此
母
も
、
天
命
遁の

が

れ
ぬ
引
き
そ
ぎ
鑓
。
作
り
し
罪
の
万ま

ん

分ぶ

一い
ち

、
亡
ぶ
る
事
も
有
ら
ふ
か
と
、
思
ひ
余
つ
た
此
最
期
。
武
智
が
母
は
逆

さ
か
ば
つ
つ
け

磔

に
か
か
つ
て
無む

慙ざ
ん

の
死
を
遂
げ
し
と
、
末
世
の
記
録
に
残
し
て
た
べ
。
そ
れ

も
や
つ
ぱ
り
忰せ

が
れめ

が
、
可
愛
さ
故
の
罪
亡
ぼ
し
。

皐
月
は
、
わ
が
子
光
秀
が
主
を
殺
す
と
い
う
罪
を
犯
し
た
の
で
、
少
し
で
も
そ
の

罪
滅
ぼ
し
に
な
れ
ば
と
覚
悟
の
死
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
演
劇
の
一
場
面
で
あ
り

純
然
た
る
創
作
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
武
智
が
母
は
逆
磔
に
か
か
つ
て
無
慙
の

死
を
遂
げ
し
」
云
々
と
あ
る
の
は
、『
太
閤
真
顕
記
』
な
ど
の
作
品
で
描
か
れ
た

老
母
の
殺
さ
れ
方
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る

に
違
い
な
い
。八

、
岡
本
綺
堂
『
明
智
光
秀
』

明
智
光
秀
は
、
主
君
殺
し
の
悪
人
と
い
う
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

［三二］
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し
か
し
そ
の
一
方
で
性
質
の
善
良
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
も
多
い
、
と
い

う
傾
向
は
近
代
以
降
も
続
い
た
。
明
治
三
十
年
に
小
泉
三
申
が
発
表
し
た
評
伝

『
明
智
光
秀
』）

18
（

は
、「
本
能
寺
の
挙
や
、
む
し
ろ
光
秀
の
正
当
防
衛
な
り
」（「
結

論
」）
な
ど
と
終
始
一
貫
し
て
光
秀
を
擁
護
し
称
揚
す
る
。
丹
波
攻
略
に
つ
い
て

も
、
平
和
裏
に
多
く
の
豪
族
を
臣
服
さ
せ
た
こ
と
を
「
美
事
」「
義
挙
」
と
讃

え
、
母
を
人
質
に
し
た
と
い
う
所
伝
に
つ
い
て
は
、「
固
よ
り
無
根
の
虚
説
た
る

を
知
る
べ
し
」（「
波
多
野
征
伐
」）
と
完
全
に
否
定
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
後
も
、
や
は
り
光
秀
の
母
も
し
く
は
叔
母
が
人
質
に
さ
れ
て
非
業

の
死
を
遂
げ
、
そ
れ
で
光
秀
が
信
長
を
恨
ん
だ
と
す
る
文
学
作
品
が
多
数
現
れ
、

そ
こ
に
新
た
な
創
作
が
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、

岡
本
綺
堂
の
『
明
智
光
秀
』）

19
（

を
挙
げ
よ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
光
秀
の
八
上
城
攻
略

を
題
材
と
し
た
上
下
二
幕
の
戯
曲
で
、
明
治
四
十
二
年
二
月
の
作
で
あ
る
が
、
大

正
八
年
九
月
に
明
治
座
で
初
演
さ
れ
、
二
代
目
市
川
左
団
次
が
光
秀
を
演
じ
た
。

そ
の
「
上
」
の
幕
で
、「
秦は

た

の
兄
弟
」
は
既
に
八
上
城
を
出
て
信
長
に
切
腹
さ

せ
ら
れ
て
お
り
、
光
秀
は
人
質
の
老
母
を
思
っ
て
苦
悶
す
る
。

　

 

母
を
人
質
と
し
て
敵
に
送
る
こ
と
人
情
に
あ
ら
ず
と
は
申
せ
ど
も
、
畢
竟
は

上
様
の
御
沙
汰
に
因よ

つ
た
る
こ
と
だ
。
い
か
な
る
手
だ
て
を
め
ぐ
ら
し
て

も
、
秦は

た

の
一
家け

を
降
参
さ
せ
よ
。
か
れ
等
神
妙
に
安
土
へ
ま
ゐ
ら
ば
、
助
命

は
勿
論
の
儀
、
本
領
安
堵
も
相
違
あ
る
べ
か
ら
ず
と
、
た
し
か
に
仰
せ
ら
れ

た
れ
ば
こ
そ
、
わ
れ
も
大
事
の
母
を
人
質
と
し
て
、
兎と

も
角か

く

も
和
平
を
計
ら

つ
た
の
で
は
な
い
か
。
然
る
に
上
様
、
俄
に
は
じ
め
の
誓ち

か
ひを

破
つ
て
、
秦
の

兄
弟
を
御
成
敗
あ
り
し
か
ら
は
、
敵
も
此こ

の

方は
う

の
人
質
を
よ
も
安
穏
に
は
捨
て

置
く
ま
い
。

母
を
人
質
に
し
た
の
も
「
上
様
の
御
沙
汰
」
で
あ
り
、
ま
た
信
長
は
兄
弟
の
助
命

や
本
領
安
堵
を
確
約
し
て
い
る
。
光
秀
は
敵
を
あ
ざ
む
い
て
お
ら
ず
、
母
を
犠
牲

に
す
る
つ
も
り
も
な
か
っ
た
。『
総
見
記
』
な
ど
で
描
か
れ
た
光
秀
の
不
義
不
孝

は
完
全
に
消
滅
し
て
い
る
。

「
下
」
の
幕
に
は
捕
ら
わ
れ
て
敵
城
内
に
あ
る
母
の
皐
月
も
登
場
し
、
城
外
の

光
秀
と
対
面
し
て
こ
と
ば
を
か
わ
す
。
そ
の
よ
う
な
場
面
は
江
戸
時
代
の
作
品
に

あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
綺
堂
の
新
機
軸
と
言
え
る
。
但
し
母
の
名
を
「
皐
月
」
と
し

た
の
は
、
浄
瑠
璃
『
絵
本
太
功
記
』
を
踏
襲
し
た
の
だ
ろ
う
。
皐
月
は
殺
さ
れ
る

直
前
、
光
秀
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
叫
ん
だ
。

　

 

母
は
な
ぶ
り
殺
し
の
死し

に
は
ぢ恥

を
み
せ
、
子
は
不
孝
の
生い

き
は
ぢ恥

を
晒さ

ら

す
。
そ
れ
も
逃の

が

れ
ぬ
母お

や

子こ

の
不
運
ぢ
や
。
敵
を
恨
む
よ
り
も
味
方
を
う
ら
め
。
上
様
が
は
じ

め
の
誓
を
守
つ
て
、
両
家
の
和
睦
を
む
す
び
給
は
ば
、
か
や
う
な
憂う

き

目め

も
見

ま
い
も
の
を
…
…
。
母
を
殺
し
た
当
の
か
た
き
は
こ
の
城
内
の
人
々
で
な

く
、
却
つ
て
味
方
の
上
様
ぢ
や
、
織
田
ど
の
ぢ
や
。
よ
う
お
ぼ
え
て
置
け
。

信
長
へ
の
怨
恨
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
八
上
城
兵
が
皐
月
を
な
ぶ
り
殺
し

に
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
光
秀
の
家
臣
溝
尾
庄
兵
衛
が
見
か
ね
て
銃
で
皐
月
を
撃

ち
殺
し
た
。
幕
切
れ
で
、
光
秀
は
母
の
こ
と
ば
を
思
い
起
こ
す
。
そ
の
後
の
反
逆

を
明
確
に
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
他
に
、

　

武
田
仰
天
子
『
明
智
光
秀
』　

大
正
四
年
刊
（
講
談
社
）

　

吉
川
英
治
『
新
書
太
閤
記
』　

昭
和
十
四
〜
二
十
年
『
読
売
新
聞
』
連
載
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井
上
靖
「
幽
鬼
」　

昭
和
三
十
三
年
発
表
、
同
三
十
四
年
刊
『
楼
蘭
』（
講
談

社
）
所
収

　

早
乙
女
貢
『
明
智
光
秀
』　

昭
和
三
十
六
年
刊
（
東
方
社
）

　

 

新
田
次
郎
「
明
智
光
秀
の
母
」　

昭
和
四
十
四
年
発
表
、
同
四
十
六
年
刊

『
赤
毛
の
司
天
台
』（
中
央
公
論
社
）
所
収

　

南
条
範
夫
『
桔
梗
の
旗
風
』　

昭
和
五
十
四
年
刊
（
文
芸
春
秋
）

な
ど
の
作
品
で
も
光
秀
は
母
も
し
く
は
叔
母
を
人
質
に
出
す
。
そ
れ
が
明
智
光
秀

を
描
く
場
合
の
標
準
で
あ
っ
た
と
い
う
印
象
さ
え
あ
る
。
た
だ
近
年
は
、
人
質
の

件
は
史
実
で
な
い
と
す
る
学
説
が
普
及
し
た
た
め
か
、
こ
れ
を
採
用
せ
ず
、
光
秀

が
一
般
的
な
調
略
に
よ
っ
て
八
上
城
を
陥
落
さ
せ
る
作
品
も
現
れ
て
い
る
。
平
成

十
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
佐
藤
雅
美
『
信
長
』）

20
（

（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
に
、

　

 

光
秀
の
家
来
に
四
王
天
但
馬
と
い
う
者
が
お
り
、
籠
城
し
て
い
る
地
侍
と
懇

意
に
し
て
い
た
。
光
秀
は
四
王
天
に
命
じ
、
四
王
天
は
地
侍
に
使
い
を
送
っ

て
い
っ
た
。

　

 「
右
衛
門
大
夫
（
波
多
野
秀
治
）
三
兄
弟
を
捕
縛
し
て
差
し
だ
せ
ば
命
を
助

け
て
や
る
。
褒
美
も
く
れ
て
や
る
」

　

 

八
上
城
に
籠
城
し
て
い
る
者
は
飢
餓
地
獄
に
あ
え
い
で
い
た
。
地
侍
は
話
に

乗
っ
た
。
仲
間
を
糾
合
し
、
波
多
野
三
兄
弟
を
引
っ
括
っ
て
差
し
だ
し
た
。

八
上
城
は
落
ち
、
光
秀
は
三
兄
弟
を
安
土
に
送
っ
た
。

と
あ
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。

資
料
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
漢
字
・
か
な
と
も
現
行
の
字
体
を
用
い
た
。
漢
字

カ
タ
カ
ナ
ま
じ
り
の
文
献
の
カ
タ
カ
ナ
は
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
。
必
要
に
応
じ
て

漢
字
を
か
な
に
、
ま
た
か
な
を
漢
字
に
改
め
、
振
り
仮
名
・
送
り
仮
名
を
適
宜

補
っ
た
。
漢
文
お
よ
び
漢
文
的
表
記
は
書
き
下
し
た
。
濁
点
・
句
読
点
・
か
ぎ
括

弧
等
の
記
号
を
私
に
付
し
た
。

注
1　

桑
田
忠
親
校
注
『
新
訂
信
長
公
記
』（
新
人
物
往
来
社
、
平
成
九
年
）

　

2　

藤
田
達
生
・
福
島
克
彦
編
『
明
智
光
秀
』（
八
木
書
店
、
平
成
二
十
七
年
）「
明

智
光
秀
文
書
集
成
」
所
収
91
「
明
智
光
秀
書
状
」（
大
阪
青
山
歴
史
文
学
博
物
館

所
蔵
「
小
畠
文
書
」）

　

3　

国
文
学
研
究
資
料
館
鵜
飼
文
庫
所
蔵
本
（
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
）

　

4　

人
物
叢
書
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
三
年
）

　

5　

京
都
大
学
附
属
図
書
館
谷
村
文
庫
所
蔵
本
（
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
）

　

6　

笠
間
書
院
、
平
成
二
十
六
年
。
第
二
章
第
三
節
「
読
み
物
的
刊
行
軍
書
の
展
開

　

遠
山
信
春
の
軍
書
制
作
」。

　

7　
『
益
軒
全
集
』
巻
八
（
益
軒
全
集
刊
行
部
、
明
治
四
十
四
年
）

　

8　

岩
波
文
庫
（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
三
年
）

　

9　

鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
玉
里
文
庫
所
蔵
本
（
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
）
に

拠
っ
た
が
、
他
本
を
参
照
し
て
本
文
を
訂
正
し
た
場
合
が
あ
る
。

　

10　

藤
沢
毅
「
翻
刻 

講
談
本
『
太
閤
記
』」（『
鯉
城
往
来
』
第
四
号
、
平
成
十
三

年
）。「
白
栄
堂
長
兵
衛
」
は
「
白
栄
堂
長
衛
」
と
も
さ
れ
る
。

　

11　

濱
田
啓
介
「『
太
閤
真
顕
記
』
と
『
絵
本
太
閤
記
』」。『
近
世
文
学
・
伝
達
と
様

式
に
関
す
る
私
見
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
平
成
二
十
二
年
）
所
収
。

　

12　

萩
原
大
輔
『
異
聞 

本
能
寺
の
変
』（
八
木
書
店
、
令
和
四
年
）。
第
四
章
第
二

節
「
明
智
左
馬
助
と
明
智
弥
平
次
」。

　

13　

注
11
に
同
じ
。

　

14　

国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
本
（
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
収
）

　

15　

中
村
幸
彦
「
絵
本
太
閤
記
に
つ
い
て
」。『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
六
巻
（
中
央

［三四］
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公
論
社
、
昭
和
五
十
七
年
）
所
収
。

　

16　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
近
松
半
二
江
戸
作
者
浄
瑠
璃
集
』（
岩
波
書
店
、
平

成
八
年
）

　

17　
『
近
松
以
後
の
人
形
浄
瑠
璃
』（
岩
田
書
院
、
平
成
十
九
年
）
所
収
。

　

18　

岩
波
文
庫
（
岩
波
書
店
、
令
和
元
年
）

　

19　
『
綺
堂
戯
曲
集
』
第
九
巻
（
春
陽
堂
、
大
正
十
四
年
）

　

20　

文
春
文
庫
（
文
芸
春
秋
、
平
成
十
八
年
）

 

（
二
〇
二
四
年
三
月
四
日
受
理
）

［三五］




