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天
正
十
年
六
月
二
日
、
明
智
光
秀
は
突
如
と
し
て
京
都
本
能
寺
を
襲
撃
し
、
主

君
織
田
信
長
へ
の
反
逆
を
成
功
さ
せ
た
。
だ
が
同
月
十
三
日
、
山
崎
の
合
戦
で
羽

柴
秀
吉
に
敗
れ
、
逃
走
す
る
途
中
で
殺
さ
れ
た
。

　

こ
の
時
の
光
秀
の
年
齢
に
つ
い
て
諸
説
が
存
す
る
。
そ
の
一
つ
は
五
十
五
歳
で

あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
か
つ
て
広
く
流
布
し
た
。

　
　
『
明
智
軍
記
』
に
光
秀
の
辞
世
と
い
う
の
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
中
に

「
五
十
五
年
ノ
夢
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
だ
か
ら
五
十
五
歳
と
い
う
こ
と
に

同
書
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
書
は
悪
書
で
あ
り
、
辞
世
と

伝
え
る
も
の
も
全
く
信
用
で
き
な
い
。
従
っ
て
光
秀
が
五
十
五
歳
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
も
信
用
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
何
だ
か
そ
の
く
ら
い

で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
気
も
す
る
年
齢
で
あ
る
。（
高
柳
光
寿

『
明
智
光
秀
』

（
１
））

確
か
に
『
明
智
軍
記
』
に
は
史
実
と
は
認
め
が
た
い
内
容
が
含
ま
れ
て
お
り
、
歴

史
学
の
立
場
か
ら
「
悪
書
」
と
さ
れ
る
の
も
や
む
を
得
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
虚

構
を
含
ん
だ
文
学
作
品
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
な
お
考
察
す
る
べ
き
点
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
光
秀
の
年
齢
に
関
す
る
『
明
智

軍
記
』
の
記
事
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
光
秀
の

正
確
な
没
年
を
追
究
す
る
意
図
は
な
い
こ
と
を
念
の
た
め
記
し
て
お
く
。

一
、『
明
智
軍
記
』

　
『
明
智
軍
記
』
全
十
巻
は
元
禄
十
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
著
者
は
未
詳
で
あ

る
。
光
秀
の
辞
世
と
さ
れ
る
詩
を
載
せ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
そ
の
他
に
も
、
し

か
も
そ
れ
よ
り
直
接
的
に
、
光
秀
の
年
齢
に
言
及
し
た
記
事
が
複
数
あ
る
。
そ
の

一
は
、
越
前
の
朝
倉
義
景
に
属
し
て
い
た
光
秀
が
、
信
長
の
招
き
に
応
じ
て
岐
阜

に
移
っ
た
折
の
も
の
で
あ
る
。

『
明
智
軍
記
』
の
光
秀
没
年

野　
　

 

口　
　
　
　

 

隆
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『明智軍記』の光秀没年
　
　

永
禄
九
年
十
月
九
日
、
越
前
よ
り
濃
州
岐
阜
へ
ぞ
参
り
け
る
。
其そ
の

比こ
ろ

、
光
秀

三
十
九
と
か
や
。（
巻
二
、
織
田
殿
よ
り
明
智
を
招
か
る
る
事
）

（
２
）

「
永
禄
九
年
」
あ
る
い
は
「
光
秀
三
十
九
」
な
ど
と
あ
る
が
、
そ
の
拠
る
と
こ
ろ

は
不
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
明
智
光
秀
の
前
半
生
は
不
明
な
点
ば
か
り
で
、『
明

智
軍
記
』
で
は
こ
の
以
前
に
諸
国
を
遍
歴
し
見
聞
を
広
め
た
な
ど
と
さ
れ
て
い
る

が
、
ほ
と
ん
ど
創
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
右
の
記
事
も
そ
の
一
端
な
の

で
あ
ろ
う（

３
）。

　

そ
の
二
。
光
秀
の
三
女
は
長
岡
（
細
川
）
忠
興
に
、
ま
た
四
女
は
織
田
（
津

田
）
信
澄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
縁
づ
い
て
い
る
。『
明
智
軍
記
』
は
こ
れ
に
つ
い
て
、

「
天
正
七
年
正
月
九
日
」
に
信
長
の
上
意
が
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
時
の
光
秀
と
妻

と
す
べ
て
の
子
女
の
年
齢
を
漏
れ
な
く
記
し
て
い
る
。

　
　

光
秀
も
五
十
二
な
れ
ば
、
老
衰
と
も
云
ひ
が
た
し
。
誠
に
一
家
の
繁
昌
、
時

を
得
た
り
。（
巻
八
下
、
光
秀
息
女
縁
辺
仰
せ
付
け
ら
る
る
事
）

こ
の
縁
談
そ
の
も
の
は
史
実
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
。
し
か
し
後
に
編
纂
さ
れ
た

細
川
家
の
記
録
『
綿
考
輯
録
』
は
忠
興
の
婚
約
を
天
正
二
年
正
月
の
条
に
挙
げ
、

　
　

考
に
、
明
智
軍
記
に
此
事
天
正
七
年
正
月
と
有
、
不
審
。（
巻
三（

４
））

と
『
明
智
軍
記
』
の
記
し
た
年
代
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

　

そ
の
三
。
天
正
十
年
六
月
二
日
に
信
長
は
本
能
寺
で
不
慮
の
死
を
遂
げ
る
が
、

実
は
そ
の
以
前
に
い
く
つ
か
の
凶
兆
が
あ
っ
た
と
『
明
智
軍
記
』
は
説
く
。

　
　

当
正
月
二
日
の
夜
、
信
長
公
御
夢
に
鼠
出
て
馬
の
腹
を
喰く

ひ
破
り
し
か
ば
、

其
馬
忽た
ち
まち
死
に
け
り
、
と
御
覧
じ
て
、
自
ら
夢
を
判
じ
玉
ひ
け
る
は
「
今
年

我
四
十
九
に
て
午う
ま

の
歳
な
り
。
然
れ
ば
、
子ね

の
年
の
人
有
り
て
怨を
ん
て
き敵
と
な
る

べ
き
先
表
に
も
や
有
ら
ん
」
と
思
し
召
し
て
、
則
ち
諸
国
の
大
名
并

な
ら
び
に家

来
・

大
身
な
る
輩
の
年
共
を
算か
ぞ

へ
さ
せ
ら
れ
し
に
、
日
向
守
計ば
か
り子
の
年
に
て
当
年

五
十
五
歳
に
ぞ
成
り
に
け
る
。
織
田
殿
聞
こ
し
召
し
、「
此
者
は
係か
ゝ

る
事
す

べ
し
と
も
覚
へ
ず
。
偖さ
て

は
虚
夢
に
て
ぞ
有
る
べ
し
」
と
宣
ひ
し
か
ど
も
、
終

に
光
秀
に
討
た
れ
給
ひ
け
る
こ
そ
不
思
議
な
れ
。（
巻
十
、
不
仁
の
人
は
天

罰
逃
れ
ざ
る
事
）

天
正
十
（
一
五
八
二
）
年
に
四
十
九
歳
で
あ
っ
た
信
長
は
、
天
文
三
（
一
五
三

四
）
年
の
午
年
生
ま
れ
で
あ
る
。
一
方
光
秀
は
、
こ
の
時
五
十
五
歳
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
享
禄
元
（
一
五
二
八
）
年
の
子
年
生
ま
れ
で
あ
る
。
馬
が
鼠
に
腹
を
食
い

破
ら
れ
て
死
ぬ
夢
は
、
午
年
の
信
長
が
子
年
の
光
秀
に
殺
さ
れ
る
予
兆
で
あ
っ

た
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
虚
構
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
し
て
光
秀
最
期
の
場
面
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
辞
世
が
挙
が
る
。
小
栗
栖
を

敗
走
し
て
い
た
光
秀
は
蜂
起
し
た
郷
人
に
脇
の
下
を
鑓
で
突
か
れ
た
。

　
　

彼か

の
鑓や
り
き
ず疵
痛
手
な
れ
ば
、
光
秀
道
の
傍
ら
に
馬
を
乗
り
寄
せ
、
鎗や
り

を
田
の
中

に
立
て
置
き
け
る
。
是
は
鎗
を
す
て
ゝ
逃
げ
た
る
と
後
人
に
そ
し
ら
れ
じ
と

な
り
。
扨さ
て

溝
尾
庄
兵
衛
茂し
げ
と
も朝

に
申
し
け
る
は
、「
唯
今
手て

負を

ひ
た
れ
ば
坂
本

迄
は
行
き
付
き
が
た
し
。
然
れ
ば
爰こ
こ

に
て
自
害
せ
ん
と
思
ふ
な
り
。
是
は
辞

世
な
り
。
汝
に
与
へ
ん
」
と
て
、
鎧
の
引ひ
き
あ
は
せ合よ
り
一
紙
を
取
り
出
す
る
。
溝

尾
謹
ん
で
是
を
見
る
に
、

　
　
　
　

逆
順
無
二
門　
〔
逆
順
二
門
無
し
〕

　
　
　
　

大
道
徹
心
源　
〔
大
道
心
源
に
徹
す
〕

　
　
　
　

五
十
五
年
夢　
〔
五
十
五
年
の
夢
〕

［二］
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覚
来
帰
一
元　
〔
覚さ

め
来き
た

り
て
一
元
に
帰
す
〕

　
　
　
　
　

明み
や
う
そ
う窓玄
智
禅
定
門

　
　

と
ぞ
書
き
け
る
。
是
を
読
み
け
る
間
に
、
光
秀
脇
指
を
抜
い
て
腹
一
文
字
に

掻か

き
切
り
け
れ
ば
、
茂
朝
驚
き
な
が
ら
、
即
ち
介か
い
し
や
く錯し

け
り
。（
巻
十
、
明

智
日
向
守
最
期
の
事
）

こ
の
「
辞
世
」
が
光
秀
の
真
作
で
あ
る
と
裏
付
け
る
資
料
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

「
五
十
五
年
夢
」
の
一
句
は
、
同
じ
天
正
十
年
の
出
来
事
を
記
し
た
前
掲
そ
の
三

に
「
当
年
五
十
五
歳
に
ぞ
成
り
に
け
る
」
と
あ
っ
た
の
と
対
応
し
て
い
る
に
違
い

な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
一
や
そ
の
二
と
も
整
合
す
る
。
享
禄
元
年
の
誕
生

で
あ
れ
ば
、
永
禄
九
（
一
五
六
六
）
年
に
は
三
十
九
歳
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

天
正
七
年
に
は
五
十
二
歳
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
明
智
軍
記
』
に
お

い
て
光
秀
の
年
齢
記
述
は
一
貫
し
て
い
て
矛
盾
が
な
い
。
だ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点

に
お
け
る
光
秀
の
年
齢
を
伝
え
る
資
料
が
個
別
に
存
在
し
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
多

く
は
演
繹
的
に
算
出
し
た
数
値
を
記
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

辞
世
を
含
め
て
四
件
あ
る
年
齢
記
事
の
う
ち
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
そ
の
三

の
占
夢
譚
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
ま
ず
、
五
十
五
歳
と
い
う
数
字
に
必
然
性
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
三
件
は
単
に
年
齢
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
れ
を
他

の
数
字
に
置
き
換
え
て
も
特
に
支
障
が
な
い
。
辞
世
の
「
五
十
五
年
」
は
、
漢
詩

の
一
節
だ
か
ら
平
仄
と
い
う
制
約
は
あ
る
が
、
そ
の
場
合
肝
要
な
の
は
第
二
字

「
十
」
と
第
四
字
「
年
」
な
の
で
、「
五
十
五
」
で
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。
と
こ

ろ
が
そ
の
三
は
、
話
の
展
開
か
ら
し
て
光
秀
を
子
年
生
ま
れ
と
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
、
五
十
五
歳
で
な
け
れ
ば
そ
の
上
下
に
十
二
あ
る
い
は
そ
の
倍
数
を
加
除
せ

ね
ば
な
ら
ず
、
容
易
に
他
の
数
字
に
は
変
更
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

占
夢
譚
に
注
目
す
る
べ
き
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
先
行
す
る
文
献
に
同
じ
よ
う
な

内
容
の
記
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

二
、『
明
智
軍
記
』
以
前

　
『
明
智
軍
記
』
の
他
に
も
光
秀
の
没
年
を
記
す
文
献
は
存
在
す
る
の
で
、
管
見

に
入
っ
た
も
の
を
挙
げ
る
。
ま
ず
同
書
の
以
前
に
成
立
し
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
に

は
五
十
五
歳
と
は
異
な
る
数
字
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い（

５
）。

　

第
一
、『
当
代
記
』。
編
者
未
詳
。
正
確
な
成
立
年
も
未
詳
だ
が
、
寛
永
頃
の
編

纂
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る（

６
）。

　
　

抑
そ
も
そ
も明

知
日
向
守
光
秀
は
一
僕
の
者
、
朝
夕
の
飲
食
さ
へ
乏
し
か
り
し
身
を
、

信
長
取
り
立
て
給
ひ
坂
本
の
主
と
し
て
、
其
上
丹
波
国
一
円
下
さ
れ
、
か
ゝ

る
不
思
議
存
じ
立
つ
事
、
是
非
に
及
ば
ざ
る
次
第
也
。
忽
ち
天
責
を
蒙か
う
むり
、

同
十
三
日
に
相
果
て
、
跡あ
と
か
た方

な
く
成
る
〈
時
に
明
知
歳
六
十
七
〉。（
巻
二（

７
））

と
あ
り
、
ま
た

　
　

同
六
月
十
三
日
合
戦
。
明
知
則
ち
敗
北
し
、
坂
本
之
城
江
引
き
入
る
べ
き
の

旨
存
ず
る
か
、
山
科
に
遁の
が

れ
来
り
、
百
姓
等
に
打
ち
殺
さ
る
〈
歳
六
十

七
〉。（
同
）

と
も
あ
る
。
本
書
は
「
比
較
的
信
用
で
き
る
史
料
」（
谷
口
克
広
『
検
証
本
能
寺

の
変
』）
で
あ
り
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
六
十
七
歳
と
い
う
年
齢
も
「
彼
の
武
将
と

し
て
の
活
躍
期
に
照
ら
し
て
意
外
の
よ
う
だ
が
、
逆
に
、
う
な
ず
け
る
こ
と
も
い

［三］
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く
つ
か
あ
る
」（
同
）
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
今
日
で
は
こ
れ
が
光
秀
の
没

年
と
し
て
有
力
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

第
二
、『
群
書
類
従
』
所
収
『
明
智
系
図
』。「
于
時
寛
永
八
辛
未
六
月
十
有
三

日　

妙
心
寺
塔
頭
六
十
五
歳
」
と
い
う
識
語
が
あ
る
。
光
秀
に
つ
い
て
「
享
禄
元

歳
戊
子
三
月
十
日
于
濃
州
多
羅
城
誕
生
」
と
し
て
お
り
、
計
算
上
『
明
智
軍
記
』

と
一
致
す
る
が
、
両
者
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

　

第
三
、『
陰
徳
記
』。
香
川
正
矩
編
。
正
矩
は
万
治
三
年
に
死
去
し
た
の
で
、
成

立
は
そ
れ
よ
り
も
以
前
で
あ
る
。
主
に
中
国
地
方
の
動
向
を
叙
述
し
た
戦
国
軍
記

だ
が
、
本
能
寺
の
変
に
関
連
す
る
記
事
も
詳
し
い
。
そ
の
中
に
信
長
の
占
夢
譚
が

含
ま
れ
て
い
る
。

　
　

或
る
夜
信
長
の
夢
に
、
馬
の
腹
を
鼠
の
喰
ひ
破
り
た
る
と
見
給
ひ
、
夙つ
と

に
起

き
て
乱
丸
に
「
今
夜
不
思
儀
の
夢
を
見
る
。
吉
凶
如
何
」
と
宣
ひ
け
れ
ば
、

乱
丸
「
是
は
目め

出で

度た
き

瑞
夢
な
り
」
と
合
は
せ
け
る
が
、
傍
ら
の
人
に
向
か
ひ

「
是
由ゆ

ゆ々

敷し
き

御
大
事
也
。
信
長
は
午
の
歳
也
。
光
秀
は
子
の
歳
に
て
信
長
に

六
つ
の
年
増
也
。
渠か
れ

内
々
野
心
有
り
と
見
へ
た
れ
ば
、
信
長
惟こ
れ
た
ふ任
が
為
に
御

腹
召
さ
る
べ
き
に
や
。
…
…
（
巻
六
十
四
、
光
秀
信
長
を
弑
す
る
事（

８
））

夢
の
内
容
は
『
明
智
軍
記
』
と
同
じ
だ
が
そ
の
後
が
異
な
り
、
本
書
で
は
信
長
が

夢
の
吉
凶
を
森
乱
丸
（
蘭
丸
）
に
問
う
。
乱
丸
は
信
長
に
は
「
目
出
度
瑞
夢
」
と

答
え
た
が
、
周
囲
の
人
に
は
光
秀
反
逆
の
予
兆
で
あ
る
と
語
り
、
落
涙
す
る
。

人
々
は
乱
丸
を
冷
笑
し
た
が
、
後
に
予
言
の
通
り
と
な
っ
た
の
で
そ
の
神
通
力
に

感
じ
入
っ
た
と
い
う
。
光
秀
の
年
齢
を
記
し
て
は
い
な
い
が
、「
信
長
に
六
つ
の

年
増
也
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
五
十
五
歳
と
算
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

万
治
三
（
一
六
六
○
）
年
以
前
に
成
立
し
た
本
書
に
こ
の
占
夢
譚
が
載
る
の
で

あ
る
か
ら
、
元
禄
十
五
（
一
七
○
二
）
年
刊
の
『
明
智
軍
記
』
が
既
存
の
そ
れ
を

取
り
込
ん
だ
の
は
確
実
で
あ
る
。
た
だ
『
陰
徳
記
』
は
、
香
川
家
所
蔵
の
草
稿
本

や
主
家
に
献
呈
さ
れ
た
本
な
ど
特
殊
な
本
ば
か
り
が
伝
存
し
て
お
り（

９
）、

世
上
に
流

布
し
た
形
跡
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
明
智
軍
記
』
に
直
接
影
響
を
与
え
た
と
は

考
え
に
く
い
。
他
に
も
こ
の
占
夢
譚
を
載
せ
た
文
献
が
存
在
し
た
か
、
あ
る
い
は

口
碑
等
の
形
で
普
及
し
て
い
た
も
の
が
両
書
に
そ
れ
ぞ
れ
採
録
さ
れ
た
、
な
ど
の

経
緯
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
香
川
正
矩
は
『
陰
徳
記
』
を
編
纂
す
る
に
当
た

り
、
各
地
に
「
物
聞
き
」
を
派
遣
し
て
記
録
や
伝
承
の
収
集
に
つ
と
め
た
と
さ
れ

て
い
る）

10
（

。

　

な
お
本
書
は
光
秀
の
最
期
に
つ
い
て
は
、

　
　

日
向
守
忽
ち
一
戦
に
打
ち
負
け
て
散
々
に
成
り
、
終
に
坂
本
辺
に
て
地
下
人

に
打
ち
弑
さ
れ
に
け
る
と
か
や
。
此
段
天
正
記
に
委
し
く
之
を
載
す
。
記
す

に
及
ば
ず
。（
巻
六
十
五
、
惟
任
滅
亡
之
事
）

と
記
述
が
き
わ
め
て
簡
略
で
、
辞
世
な
ど
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

第
四
、『
織
田
信
長
譜
』。
林
羅
山
が
鎌
倉
室
町
両
幕
府
の
各
将
軍
お
よ
び
織
田

信
長
豊
臣
秀
吉
の
伝
を
編
纂
し
漢
文
体
で
記
し
た
『
将
軍
家
譜
』
の
一
編
だ
が
、

本
書
は
跋
に
「
羅
山
子
道
春
／
春
斎
草
之
」
と
あ
り
、
実
際
に
は
春
斎
す
な
わ
ち

羅
山
の
嗣
子
鵞
峰
が
執
筆
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
寛
永
十
八
年
成
、
明
暦
四
年

刊
。
光
秀
の
最
期
に
つ
い
て
、

　
　

夜
に
及
び
て
光
秀
城
を
出
て
、
潜ひ
そ

か
に
坂
本
の
城
に
赴
か
ん
と
欲
す
。
路
小

栗
栖
を
経
て
、
里
人
の
為
に
殺
さ
る
。
時
に
年
五
十
七
。
従
者
皆
死
す）

11
（

。

［四］
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と
し
て
い
る
。

　

第
五
、『
増
補
信
長
記
』。
松
平
忠
房
編
。
寛
文
二
年
に
林
鵞
峰
が
記
し
た
序
が

あ
る
。
島
原
藩
主
松
平
忠
房
が
既
存
の
信
長
伝
の
欠
を
補
う
た
め
に
史
料
を
集
め

て
編
纂
し
た
。

　
　

夜
半
に
及
び
て
光
秀
密ひ
そ

か
に
勝
竜
寺
を
出い

で
坂
本
の
城
に
至
ら
ん
と
す
。
伏

見
を
逃
れ
て
小
栗
栖
に
至
る
時
、
里
民
蜂
の
如
く
起
こ
り
蟻
の
如
く
聚あ
つ
まり
て

藪
の
中
よ
り
鑓や
り

を
以
て
是
を
突
く
。
光
秀
が
右
の
脇
を
貫つ
ら
ぬか
る
。
然
れ
ど
も

馬
を
馳
せ
て
三
町
計ば
か
り往

き
て
落
馬
す
。
家
人
驚
く
。
光
秀
が
曰
く
、「
里
人

の
た
め
に
傷
つ
け
ら
れ
逃
れ
難
し
。
早
く
首
を
斬
り
て
深
く
蔵
せ
」。
家
僕

則
ち
首
を
討
ち
て
其
首
を
馬ば

氈せ
ん

に
裹つ
つ

み
泥
中
に
埋
め
て
隠
し
、
屍
を
道
の
傍

に
離
散
す
〈
年
五
十
七
〉。（
巻
二
十
三
、
山
崎
合
戦
光
秀
殺
さ
る
る
事

）
12
（

）

と
あ
る
。

　

第
六
、『
将
軍
記
』。
浅
井
了
意
編
。
寛
文
四
年
刊
。
漢
文
体
の
『
将
軍
家
譜
』

を
和
文
に
あ
ら
た
め
挿
絵
を
添
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

夜
に
入
り
て
、
光
秀
密
か
に
城
を
出い

で
、
坂
本
に
籠こ
も

ら
ん
と
し
て
小
栗
栖
を

通
る
。
里
人
起
こ
り
出
で
て
、
落
人
を
打
ち
止
め
ん
と
罵
る
。
竹た
け
や
ぶ籔

の
中
よ

り
駆
け
出
で
つ
ゝ
、
闇
紛
れ
に
光
秀
が
脇
を
突
く
。
三
町
計
り
落
ち
延
び
て

死
す
。
年
五
十
七
。（
巻
十
三
、
織
田
信
長
記
三

）
13
（

）

と
あ
る
。

　

第
七
、『
続
本
朝
通
鑑
』。
林
鵞
峰
編
。
寛
文
十
年
成
立
。
幕
命
に
よ
っ
て
編
纂

さ
れ
た
史
書
『
本
朝
通
鑑
』
の
続
編
で
あ
る
。

　
　

夜
半
窃ひ
そ

か
に
城
を
出
、
坂
本
に
赴
か
ん
と
欲
す
。
伏
見
を
過
ぎ
、
小
栗
栖
に

到
る
。
時
に
邑
民
競
ひ
起
こ
り
、
藪
の
中
よ
り
鑓
を
揮ふ

る

ひ
て
之
を
突
き
、
其

右
脇
を
傷
つ
く
。
光
秀
急
ぎ
馳
せ
て
逃
げ
行
け
ど
も
、
数
百
歩
に
し
て
馬
よ

り
落
つ
。
従
僕
驚
き
騒
ぐ
。
光
秀
曰
く
、「
嚮さ
き

に
吾
邑
民
の
為
に
傷
つ
け
ら

る
。
故
に
今
此か
く

の
如
し
。
早
く
我
が
首
を
斬
り
、
深
く
之
を
秘
す
べ
し
」

と
。
即
ち
死
す
。
時
に
歳
五
十
七
。
従
者
其
首
を
執
り
、
馬ば

韉せ
ん

を
以
て
之
を

裹つ
つ

み
、
之
を
溝
中
に
蔵
し
、
屍
を
道
傍
に
埋
む
。（
巻
二
百
十
一

）
14
（

）

と
あ
る
。

　

第
四
の
『
織
田
信
長
譜
』
か
ら
第
七
の
『
続
本
朝
通
鑑
』
ま
で
は
み
な
光
秀
の

没
年
を
五
十
七
歳
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
四
点
に
は
直
接
の
影
響
関
係
が
あ
る
。

『
増
補
信
長
記
』
の
編
者
松
平
忠
房
は
林
鵞
峰
に
師
事
し
て
お
り）

15
（

、
当
然
『
織
田

信
長
譜
』
を
参
照
し
て
い
る
し）

16
（

、
逆
に
『
増
補
信
長
記
』
は
『
本
朝
通
鑑
』
の
引

用
書
目
に
挙
が
り
、
実
際
に
「
其
首
を
馬
氈
に
裹
み
」
と
い
っ
た
描
写
が
『
続
本

朝
通
鑑
』
に
採
ら
れ
て
も
い
る
。
そ
し
て
『
将
軍
記
』
の
織
田
信
長
記
は
『
織
田

信
長
譜
』
を
和
文
に
改
め
た
も
の
で
あ
る）

17
（

。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
文
献
に
記
さ

れ
て
い
る
か
ら
五
十
七
歳
が
正
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
た
だ
当
時
の
認
識
と
し
て
は
、
む
し
ろ
五
十
七
歳
が
主
流
で
あ
っ
た
と

見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
『
織
田
信
長
譜
』
や
『
将
軍
記
』
は
公
刊
さ
れ
た
か

ら
、
そ
れ
ら
の
記
事
が
『
明
智
軍
記
』
の
作
者
の
目
に
触
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

　

第
八
、『
和
漢
名
数
』。
貝
原
益
軒
編
。
延
宝
六
年
刊
。
数
字
に
関
す
る
字
句
を

集
め
た
書
で
、「
日
本
古
人
寿
数
」
と
し
て
歴
史
上
の
人
物
の
没
年
を
列
挙
し
た

項
が
あ
る
。
そ
の
中
に
「
明
智
光
秀
〈
六
十
三
〉」（
巻
二

）
18
（

）
と
、
先
行
諸
書
と
異

な
る
独
自
の
年
齢
が
記
さ
れ
て
い
る
。

［五］
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第
九
、『
黒
田
家
譜
』。
貝
原
益
軒
編
。
黒
田
家
代
々
の
伝
記
で
、
初
代
孝
高
伝

に
山
崎
の
合
戦
と
そ
の
後
の
光
秀
敗
走
と
が
詳
述
さ
れ
る
。

　
　

小
栗
栖
を
通
り
け
る
時
、
郷ご
う
に
ん人
ど
も
出
て
、
藪
の
内
よ
り
鎗
に
て
突
き
け

る
。
光
秀
手
を
負
ひ
け
れ
ば
、
持
ち
た
る
鎗
を
田
の
中
に
立
て
置
き
て
逃
げ

た
り
け
る
。
鎗
を
立
て
置
き
し
事
は
、
鎗
を
捨
て
て
逃
げ
た
り
と
い
は
れ
じ

と
な
り
。
其
後
終
に
郷
人
に
討
た
れ
に
け
る
。
明
智
が
城
を
出
て
後
、
其
余

の
敵
共
も
落
ち
行
き
け
る
。
光
秀
は
此
時
五
十
七
歳
な
り
。（
孝
高
記
巻
二

）
19
（

）

同
じ
益
軒
の
編
著
で
あ
り
な
が
ら
、
光
秀
の
没
年
は
前
掲
『
和
漢
名
数
』
と
一
致

し
て
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
は
、
光
秀
が
鎗
を
田
に
立
て
た
の
は
捨
て
て
逃
げ
た
と
い
う

非
難
を
避
け
る
た
め
だ
っ
た
、
と
い
う
解
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
明
智
軍
記
』

と
共
通
す
る
。
そ
し
て
こ
の
内
容
は
本
稿
で
挙
げ
た
他
の
諸
書
に
見
ら
れ
ず
、
両

書
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
『
黒
田
家
譜
』
は
延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
に
一
旦
完
成
し
た
が
、
後
に
何
度

も
増
補
改
訂
さ
れ
た
。
延
宝
当
初
の
本
文
は
今
日
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
右
に
は

『
新
訂
黒
田
家
譜
』
の
本
文
を
引
用
し
た
が
、
そ
の
翻
刻
底
本
で
あ
る
竹
田
文

庫
）
20
（本

は
、
宝
永
元
（
一
七
○
四
）
年
の
改
訂
を
反
映
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る）

21
（

。

森
山
み
ど
り
「
黒
田
家
譜
の
成
立
に
つ
い
て）

22
（

」
に
よ
る
と
、
益
軒
の
「
玩
古
目

録
」
に
本
書
編
纂
の
参
考
図
書
名
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
元
禄
十
二
（
一

六
九
九
）
年
の
項
に
「
明
智
記
」
の
書
名
が
見
え
る
。
こ
れ
が
『
明
智
軍
記
』
を

指
す
も
の
な
ら
ば
、『
明
智
軍
記
』
が
元
禄
十
五
年
以
前
に
流
布
し
て
お
り
『
黒

田
家
譜
』
は
そ
こ
か
ら
鎗
の
記
事
を
取
り
込
ん
だ
、
と
い
う
可
能
性
を
考
慮
す
る

必
要
が
生
じ
る
。
だ
が
も
し
鎗
の
記
事
が
当
初
か
ら
存
在
し
た
も
の
な
ら
ば
、
そ

し
て
本
書
が
『
明
智
軍
記
』
の
直
接
の
典
拠
と
な
っ
た
も
の
な
ら
ば
、『
明
智
軍

記
』
は
そ
こ
に
記
さ
れ
た
「
光
秀
は
此
時
五
十
七
歳
な
り
」
と
い
う
記
述
を
黙
殺

し
た
上
で
、
光
秀
の
没
年
を
五
十
五
歳
と
設
定
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

第
十
、『
本
朝
武
家
高
名
記
』。
樋
口
好
運
編
。
刊
年
は
不
明
だ
が
元
禄
十
年
の

自
跋
が
あ
る
。

　
　

小
栗
栖
の
長
兵
衛
と
云
ふ
百
姓
藪
の
中
よ
り
突
き
し
か
ば
、
明
智
光
秀
が
左

の
脇
を
突
き
通
し
、
馬
よ
り
落
つ
る
処
を
首
取
り
て
見
れ
ば
、
叛ほ
ん
ぎ
や
く逆の

大
将

日
向
守
な
り
。
驚
ひ
て
秀
吉
の
陣
所
に
捧さ
ゝ

げ
け
り
。
信
長
最
後
の
詞
に
違た
が

は

ず
、
同
月
の
十
三
日
に
討
た
れ
、
疵き
づ
ど
こ
ろ所も
主
君
と
一
所
に
て
滅
亡
す
。
時
に

年と
し

五
十
七
と
ぞ
聞
こ
へ
し
。（
鎗
闘
分
捕
巻
十
、
明
智
日
向
守
光
秀
織
田
信

長
信
忠
を
弑
す
る
事

）
23
（

）

本
書
で
は
信
長
が
死
の
間
際
に
「
斯か
ゝ

る
悪
逆
不
忠
の
者
、
縦た
と

ひ
天
赦ゆ
る

し
給
ふ
と
も

吾わ
れ

何
ぞ
免ゆ
る

さ
ん
や
。
看み
よ
み
よ々

光
秀
が
命め
い

、
月
を
延の

ぶ
べ
か
ら
ず
」
と
予
言
し
て
お

り
、「
信
長
最
後
の
詞
」
と
い
う
の
は
そ
れ
を
指
す
。
そ
の
よ
う
な
新
要
素
も
付

加
さ
れ
て
い
る
が
、「
年
五
十
七
」
は
先
行
諸
書
を
踏
襲
し
て
い
る
。

　

第
十
一
、『
総
見
記
』。
外
題
『
織
田
軍
記
』。
遠
山
信
春
編
。
元
禄
十
五
年
正

月
刊
。
光
秀
の
最
期
を
叙
し
た
後
に
、

　
　

時
に
光
秀
行
年
五
十
五
歳
、
又
一
説
に
六
十
三
歳
と
云
云
。（
巻
二
十
三
、

惟
任
光
秀
郷
民
の
為
に
害
せ
ら
る
る
事

）
24
（

）

と
付
記
す
る
。

　

本
書
は
織
田
信
長
の
伝
記
で
、
遠
山
信
春
は
編
纂
に
当
た
り
先
行
の
信
長
伝
諸

［六］
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種
を
参
照
し
た
。「
忠
房
『
増
補
信
長
記
』
と
『
総
見
記
』
を
引
き
比
べ
れ
ば
、

後
者
が
浩
瀚
な
前
者
の
記
事
に
拠
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
」（
井
上
泰
至

「
読
み
物
的
刊
行
軍
書
の
展
開）

25
（

」）
と
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
光
秀
没

年
に
つ
い
て
複
数
の
説
を
挙
げ
な
が
ら
そ
こ
に
『
増
補
信
長
記
』
所
載
の
五
十
七

歳
を
含
め
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
。
な
お
「
一
説
に
六
十
三
歳
」
と
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
前
掲
『
和
漢
名
数
』
に
一
致
す
る
。

　

し
か
し
と
も
あ
れ
「
行
年
五
十
五
歳
」
と
あ
る
の
で
、『
明
智
軍
記
』
と
の
先

後
関
係
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
単
純
に
両
書
の
刊
記
を
比
較
す
る
と
、

『
総
見
記
』
が
「
元
禄
十
五
壬
午
年
正
月
中
旬
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
明
智
軍

記
』
は
全
十
巻
を
完
備
す
る
主
要
な
伝
本
に
「
元
禄
十
五
壬
午
歳
八
月
吉
旦
」
と

あ
り
、『
総
見
記
』
の
方
が
や
や
早
い
。
た
だ
『
明
智
軍
記
』
の
名
古
屋
市
鶴
舞

中
央
図
書
館
所
蔵
本
は
、
途
中
の
巻
五
ま
で
し
か
な
く
そ
の
末
尾
に
「
于
時
元
禄

六
癸
酉
二
月
吉
辰
／
二
条
通
御
幸
町
西
入
ル
町
／
松
葉
屋
七
郎
兵
衛
板
」
の
刊
記

が
あ
る
。
そ
の
た
め
「
元
禄
六
年
版
は
巻
五
ま
で
し
か
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
可
能

性
が
あ
る
」（
二
木
謙
一
校
注
『
明
智
軍
記
』
解
題
）
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
永
禄
九
年
に
三
十
九
歳
と
い
う
記
事
は
巻
二
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
元

禄
六
年
の
時
点
で
既
に
光
秀
は
享
禄
元
年
生
ま
れ
と
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
だ
が
鶴
舞
本
の
刊
記
は
、
刷
り
色
が
本
文
と
異
な
り
、
刊
年
と
住
所
は
や
や

右
に
傾
き
、
尾
題
「
明
智
軍
記
第
五
終
」
よ
り
前
に
位
置
し
、
明
ら
か
に
本
来
の

も
の
で
な
い
。
埋
木
に
よ
っ
て
刊
年
を
更
新
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
が
、
他
本
の

刊
年
よ
り
も
以
前
の
年
が
刷
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
不
可
解
で
、
こ
れ
が
実
際

に
元
禄
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
『
総
見

記
』
に
は
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
の
自
跋
や
同
三
年
の
序
が
あ
り
、
そ
の
時
点

で
本
文
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
に
し
て
も
『
明
智
軍
記
』
よ
り

早
い
。「
五
十
五
歳
」
は
遠
山
信
春
が
『
陰
徳
記
』
と
同
じ
占
夢
譚
に
接
し
、
そ

こ
か
ら
算
出
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
の
状
況
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
、『
明
智
軍
記
』
の
刊
行
以
前
に
、
光
秀
の

没
年
と
し
て
五
十
五
歳
・
五
十
七
歳
・
六
十
三
歳
・
六
十
七
歳
の
少
な
く
と
も
四

説
が
あ
り
、
ま
た
光
秀
を
子
年
と
す
る
占
夢
譚
が
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
四
説
の
う
ち
で
は
五
十
七
歳
を
採
る
文
献
が
む
し
ろ
主
流
で
世
上
に
流
布
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
明
智
軍
記
』
が
五
十
五
歳
を
採
っ
た
の
は
、
占
夢

譚
と
の
整
合
性
を
優
先
し
た
た
め
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
光
秀
辞
世
の
「
五

十
五
年
夢
」
の
一
句
も
、
い
つ
か
ら
存
在
し
た
の
か
未
詳
だ
が
、
占
夢
譚
に
合
わ

せ
て
創
作
さ
れ
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

三
、『
明
智
軍
記
』
以
後

　
『
明
智
軍
記
』
よ
り
以
後
に
成
立
し
た
文
献
は
、
光
秀
没
年
を
五
十
五
歳
と
す

る
も
の
と
五
十
七
歳
と
す
る
も
の
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
る
の
で
、
ま
ず
五
十
七

歳
と
す
る
も
の
を
ま
と
め
て
挙
げ
る
。

　

第
十
二
、『
武
徳
編
年
集
成
』。
木
村
高
敦
編
。
元
文
五
年
成
立
、
天
明
六
年

刊
。
幕
臣
の
編
者
の
手
に
な
る
徳
川
家
康
伝
で
、
諸
種
の
資
料
を
対
照
し
考
証
し

て
謬
説
を
正
し
た
と
い
う
。

　
　

光
秀
敗
走
し
て
、
此
夜
小
栗
栖
に
て
里
民
の
為
に
殺
さ
る
。
享
年
五
十
七
歳

［七］
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『明智軍記』の光秀没年

也
。（
巻
二
十
二

）
26
（

）

と
あ
る
。

　

第
十
三
、『
綿
考
輯
録
』。
小
野
武
次
郎
編
。
細
川
家
代
々
の
記
録
を
編
纂
し
た

も
の
で
、『
細
川
家
記
』
と
も
称
す
る
。
光
秀
関
係
の
記
事
を
含
む
藤
孝
伝
や
忠

興
伝
は
安
永
七
年
に
成
立
し
て
い
る
。

　
　

同
十
三
日
、
一
戦
に
討
ち
負
け
、
信
長
を
弑
し
て
十
五
日
も
過
ぎ
ざ
る
に
土

民
の
為
に
死
せ
ら
れ
候
。
生
年
五
十
七
歳
也
。（
巻
九
）

本
書
は
『
明
智
軍
記
』
を
引
用
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
光
秀
の
没
年
は
そ
こ
に
記

さ
れ
た
五
十
五
歳
で
は
な
く
、
五
十
七
歳
を
採
っ
て
い
る
。
実
否
不
明
の
辞
世
や

い
か
に
も
あ
や
し
い
占
夢
譚
よ
り
も
林
家
の
編
纂
物
な
ど
の
方
が
信
頼
性
が
高
い

と
判
断
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
十
四
、『
名
将
言
行
録
』。
岡
谷
繁
実
編
。
安
政
元
年
起
稿
、
明
治
二
年
脱

稿
。
光
秀
に
つ
い
て
「
天
正
十
年
六
月
十
四
日
死
、
年
五
十
七
」（
巻
十
八

）
27
（

）
と

し
て
お
り
、
幕
末
に
い
た
っ
て
も
五
十
七
歳
説
が
そ
れ
な
り
の
影
響
力
を
保
っ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

一
方
五
十
五
歳
と
す
る
も
の
は
、
以
下
の
よ
う
に
数
多
い
。

　

第
十
五
、『
和
州
諸
将
軍
伝
』。
閑
雲
子
編
。
宝
永
四
年
刊
。
筒
井
順
慶
な
ど
大

和
で
活
躍
し
た
戦
国
武
将
の
動
向
を
記
し
た
軍
記
で
、
順
慶
と
は
縁
の
深
い
光
秀

に
関
す
る
記
述
も
詳
し
い
。
そ
の
際
『
明
智
軍
記
』
に
依
拠
し
た
個
所
も
多
く
、

信
長
の
凶
夢
と
光
秀
の
辞
世
を
と
も
に
載
せ
て
い
る
。

　
　

今
歳
の
正
月
二
日
の
夜
、
安
土
に
於
い
て
信
長
の
夢
に
土
の
鼠
来き
た

つ
て
木
馬

の
腹
を
喰
ひ
破
り
し
か
ば
、
其
馬
忽
ち
に
死
に
け
り
と
見
玉
へ
り
。
信
長
は

今
歳
四
十
九
に
て
甲
午
の
生
ま
れ
な
り
。
光
秀
は
五
十
五
歳
に
て
戊
子
の
生

ま
れ
な
る
こ
そ
不
思
議
な
れ
。（
巻
六

）
28
（

）

夢
に
現
れ
る
の
が
「
土
の
鼠
」「
木
馬
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
光
秀
と
信
長
が

そ
れ
ぞ
れ
「
戊つ
ち
の
え
ね子

」「
甲き
の
え
う
ま午

」
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

る
。
夢
を
占
う
人
物
は
登
場
し
な
い
。
光
秀
の
辞
世
は
基
本
的
に
『
明
智
軍
記
』

と
同
じ
で
あ
る
が
、
署
名
が
「
明
窓
玄
智
居
士
書し
よ
す」
と
さ
れ
て
い
る
点
に
小
異
が

あ
る
。
そ
し
て
死
ん
だ
光
秀
が
梟
首
さ
れ
た
く
だ
り
に
、

　
　

向
州
光
秀
は
五
十
五
歳
、
筑
州
秀
吉
は
四
十
七
歳
な
り
。（
巻
七
）

と
明
記
し
、
更
に
そ
の
後
に
光
秀
の
略
伝
を
付
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は

　
　

享
禄
元
年
戊
子
六
月
十
三
日
に
生
ず
。
天
文
九
年
庚
子
春
二
月
五
日
に
頼よ
り
の
り芸

斎
藤
山
城
守
秀ひ
で
た
つ竜
が
為
に
国
を
逐を

は
る
。
光
秀
十
三
歳
な
り
け
る
が
、
母
に

属つ

い
て
浪
牢
し
、
同
じ
く
十
二
年
癸
卯
の
正
月
五
日
に
十
六
歳
に
し
て
元
服

し
、
明
智
十
兵
衛
光
秀
と
名
乗
れ
り
。
…
…
（
同
）

な
ど
と
『
明
智
軍
記
』
に
は
記
載
の
な
か
っ
た
年
次
も
多
く
含
ま
れ
る
。
誕
生
し

た
日
を
「
六
月
十
三
日
」
と
し
た
の
は
、
死
去
の
日
付
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
た
の

だ
ろ
う
。

　

第
十
六
、『
陰
徳
太
平
記
』。
香
川
正
矩
の
次
男
景
継
（
宣
阿
）
が
父
の
遺
業
を

継
ぎ
『
陰
徳
記
』
を
完
成
さ
せ
た
も
の
。「
正
徳
二
年
」
の
刊
記
が
あ
る
が
、
実

際
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
享
保
二
年
と
さ
れ
て
い
る）

29
（

。

　
　

或
る
夜
、
信
長
、
夢
中
に
馬
の
腹
心
を
鼠
食く
ら

つ
て
之
を
破
る
と
見
給
ひ
、
夙つ
と

に
起
き
て
蘭
丸
を
呼
び
、「
此
夢
の
吉
凶
如
何
に
」
と
宣
ひ
け
れ
ば
、
蘭
丸

「
是
吉
夢
に
候
」
と
占
ひ
た
り
し
が
、
退
坐
し
て
傍
人
に
向
か
ひ
、「
是
由ゆ

ゆ々

［八］
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敷し
き

御
大
事
也
。
信
長
公
午
の
歳
に
し
て
、
光
秀
は
子
也
。
六
年
の
甲
子
を
長

ぜ
り
。
光
秀
野
心
有
り
て
、
信
長
渠か
れ

が
為
に
御
腹
召
さ
れ
ん
凶
祥
也
。
…
…

（
巻
六
十
七
、
光
秀
信
長
卿
を
弑
す
る
事

）
30
（

）

夢
の
内
容
も
、
光
秀
の
反
逆
を
予
知
し
た
森
蘭
丸
が
そ
れ
を
信
長
に
告
げ
ず
、
し

か
し
周
囲
の
人
間
に
は
語
る
と
い
う
展
開
も
、『
陰
徳
記
』
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し

て
い
る
。

　

第
十
七
、『
太
閤
真
顕
記
』。
白
栄
堂
長
兵
衛
編
。
安
永
九
年
成
立
と
伝
え
ら
れ

る）
31
（

。
豊
臣
秀
吉
を
主
人
公
と
し
た
長
編
実
録
体
小
説
で
、
写
本
で
流
布
し
た
。
信

長
凶
夢
と
光
秀
辞
世
の
両
方
を
載
せ
る
。

　
　

当
正
月
二
日
の
夜
、
信
長
の
御
夢
に
土
の
鼠
来
り
て
木
の
馬
の
腹
を
喰
ひ
破

り
し
が
、
其
馬
忽
ち
倒
れ
け
る
と
見
給
へ
ば
、
御
夢
は
覚
め
に
け
る
。
斯か
か

る

変
夢
は
博
士
に
命
じ
て
吉
凶
を
占
ひ
給
ふ
べ
き
所
、
強
気
の
信
長
ゆ
へ
其
侭

に
差
し
置
き
給
ひ
ぬ
。（
六
篇
第
二
十
一
、
光
秀
妙
心
寺
江
引
取
并
な
ら
び
に注

進
織

田
家
凶
兆
の
事

）
32
（

）

夢
の
内
容
は
『
和
州
諸
将
軍
伝
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、「
強
気
の
信
長
ゆ
へ
」
と

占
夢
を
行
わ
な
い
理
由
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、
魏
の
曹
操
が

見
た
馬
の
夢
に
言
及
す
る
。
曹
操
は
「
夢
に
馬
三
疋
来
て
盤
を
同
じ
ふ
し
て
食
す

る
と
見
て
」
馬
騰
・
馬
休
・
馬
鉄
の
逆
心
を
察
し
こ
れ
を
滅
ぼ
し
た
が
、
後
に
ま

た
同
じ
夢
を
見
た
。
そ
れ
は
司
馬
氏
に
天
下
を
奪
わ
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い

た
。『
三
国
志
』
に
見
え
る
占
夢
譚
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
信
長
の
夢
の
先
例
と
見

な
し
た
も
の
で
あ
る
。
光
秀
辞
世
は
、

　
　

引ひ
き
あ
は
せ合よ
り
畳
紙
を
取
り
出
し
、「
是
を
古
郷
へ
送
り
呉く
れ

よ
」
と
溝
尾
に
手
渡

し
け
る
。
辞
世
と
覚
し
く
、
五
言
四
句
也
。
其
文
に

　
　
　
　

順
逆
無
二
門　

大
道
徹
心
源　

五
十
五
歳
夢　

覚
来
帰
一
元

　
　
（
七
篇
第
十
三
、
中
村
長
兵
衛
明
智
を
突
く
并
光
秀
遺
書
自
害
の
事
）

初
め
の
二
文
字
が
「
逆
順
」
で
な
く
「
順
逆
」
と
な
っ
て
い
る
な
ど
字
句
の
相
違

が
あ
る
。

　

第
十
八
、『
絵
本
太
閤
記
』。
武
内
確
斎
編
。
全
七
篇
が
寛
政
九
年
か
ら
享
和
二

年
に
か
け
て
逐
次
刊
行
さ
れ
た
。『
太
閤
真
顕
記
』
を
主
な
材
源
と
し
て
お
り
、

や
は
り
凶
夢
と
辞
世
を
載
せ
る
。
夢
の
内
容
は
『
真
顕
記
』
と
同
じ
だ
が
、

　
　

信
長
公
陰を
ん
や
う
の
か
み

陽
頭
を
召
し
図ゆ
め
あ
は
せ夢さ

せ
給
ふ
に
、
唯
々
深
き
御
慎
み
の
由
を
申
し

上
ぐ
る
。（
三
篇
巻
九
、
信
長
公
凶
夢

）
33
（

）

と
信
長
が
陰
陽
頭
に
占
夢
を
命
じ
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
る
。
但
し
陰
陽
頭
は

「
唯
々
深
き
御
慎
み
」
と
し
か
答
え
ず
、
解
説
は
地
の
文
で
な
さ
れ
る
。
そ
の
後

に
曹
操
の
夢
に
つ
い
て
付
記
す
る
の
は
『
真
顕
記
』
と
同
様
で
あ
る
。
光
秀
の
辞

世
は
冒
頭
二
字
が
「
逆
順
」
で
、
署
名
を
含
め
て
『
和
州
諸
将
軍
伝
』
と
一
致
し

て
い
る
。

　

第
十
九
、
浄
瑠
璃
『
絵
本
太
功
記
』。
演
劇
作
品
で
あ
り
純
然
た
る
創
作
な
の

で
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
諸
書
と
は
性
格
が
異
な
る
が
、
つ
い
で
に
触
れ
て
お

く
。
近
松
柳
ほ
か
作
。
寛
政
十
一
年
初
演
。
主
君
を
討
っ
た
光
秀
は
妙
心
寺
の
書

院
で
辞
世
を
し
た
た
め
、
脇
差
を
抜
い
て
腹
を
切
ろ
う
と
し
た
が
、
家
臣
の
四
王

天
田た
じ
ま
の
か
み

島
頭
が
、

　
　

物
陰
よ
り
窺
へ
ば
出
か
し
顔
に
辞
世
の
一
句
。「
順
逆
二
門
な
し
。
大
道
心

源
に
徹
す
。
五
十
五
年
の
夢
覚
め
来
て
一
元
に
帰き

す
」
と
は
何
の
た
は
言
。

［九］



37― ―

『明智軍記』の光秀没年

…
…
（
六
日
の
段

）
34
（

）

と
そ
れ
を
制
止
す
る
。
襲
撃
さ
れ
て
死
ぬ
場
面
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
前
の
家
臣

に
諌
め
ら
れ
る
場
面
に
転
用
し
た
の
が
趣
向
で
あ
る
。
本
作
は
寛
政
九
年
に
刊
行

を
開
始
し
た
『
絵
本
太
閤
記
』
の
流
行
に
乗
じ
て
上
演
さ
れ
た
も
の
だ
が
、「
初

日
を
明
け
た
七
月
十
二
日
の
時
点
で
、『
絵
本
太
閤
記
』
は
三
篇
ま
で
し
か
刊
行

さ
れ
て
い
な
い
」「
後
半
部
は
『
太
閤
真
顕
記
』
か
ら
の
脚
色
で
あ
り
、
前
半
部

に
関
し
て
も
、
分
量
的
に
は
『
絵
本
太
閤
記
』
以
上
に
『
太
閤
真
顕
記
』
に
依
拠

す
る
と
こ
ろ
が
多
い
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
近
松
半
二
江
戸
作
者
浄
瑠
璃

集
』）。『
絵
本
太
閤
記
』
で
光
秀
の
辞
世
は
四
篇
に
挙
が
る
の
で
、
こ
れ
も
『
太

閤
真
顕
記
』
に
拠
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
冒
頭
二
字
が
「
順
逆
」
で
あ
り
『
真
顕

記
』
と
一
致
す
る
こ
と
も
、『
近
松
半
二
江
戸
作
者
浄
瑠
璃
集
』
脚
注
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　

中
に
は
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

　

第
二
十
、『
重
修
真
書
太
閤
記
』。
栗
原
柳
庵
編
。
全
十
一
編
が
嘉
永
五
年
か
ら

順
次
刊
行
さ
れ
た
。『
太
閤
真
顕
記
』
の
内
容
を
再
編
し
た
も
の
だ
が
、
他
の
文

献
と
の
異
同
を
考
証
し
誤
脱
を
訂
正
し
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
か
、
光
秀
の
年
齢

に
つ
い
て
初
め
に
、

　
　

光
秀
大
永
六
年
丙ひ
の
へ
い
ぬ戌に
生
ま
れ
た
れ
ば
、
道
三
の
討
た
れ
し
弘
治
二
年
は
三

十
一
歳
な
り
。（
二
編
巻
二
十
七
、
濃
州
明
智
家
系
の
事
并
光
秀
諸
国
修
行

の
事

）
35
（

）

と
し
て
い
る
。
大
永
六
（
一
五
二
六
）
年
は
、
天
正
十
年
に
五
十
七
歳
で
あ
っ
た

場
合
の
生
年
で
あ
る
。
以
後
し
ば
ら
く
は
こ
れ
に
沿
っ
て
、

　
　

永
禄
十
一
年
、
明
智
光
秀
四
十
三
歳
、
織
田
殿
三
十
五
歳
、
…
…
（
三
編
巻

一
、
秀
吉
明
智
を
拒
み
後
患
を
述
ぶ
る
事
）

な
ど
と
あ
る
の
だ
が
、
途
中
で

　
　

光
秀
は
享
禄
元
年
戊
子
歳
に
生
ま
る
。（
五
編
巻
二
十
一
、
波
多
野
兄
弟
擒い
け
ど

ら
る
ゝ
事
并
光
秀
遺
恨
事
）

と
変
わ
る
。
こ
れ
は
占
夢
譚
や
辞
世
に
つ
い
て
『
真
顕
記
』
を
踏
襲
し
、

　
　

今
お
も
ひ
合
は
す
れ
ば
、
土
の
鼠
は
戊つ
ち
の
え
ね子に
て
、
光
秀
享
禄
元
年
戊
子
に
生

ま
る
。
木
の
馬
は
甲き
の
え
う
ま午な

り
。
信
長
天
文
三
年
甲
午
に
誕
生
あ
り
き
。
土
の

鼠
、
木
の
馬
を
喫か

み
て
倒
し
け
る
こ
と
、
光
秀
謀
叛
し
て
信
長
公
を
侵
し
奉

り
け
る
前
表
な
り
と
、
後
に
は
お
も
ひ
し
ら
れ
け
り
。（
六
編
巻
二
十
一
、

光
秀
妙
心
寺
へ
引
き
取
る
事
并
注
進
織
田
家
凶
兆
の
事
）

な
ど
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
遡
及
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
書
に
お

い
て
光
秀
の
年
齢
は
一
貫
し
て
い
な
い
。

　

以
上
に
挙
げ
た
諸
書
を
概
観
す
る
と
、
光
秀
の
没
年
を
五
十
五
歳
と
す
る
も
の

の
多
く
が
占
夢
譚
や
辞
世
を
含
ん
で
お
り
、『
明
智
軍
記
』
以
来
そ
れ
ら
の
要
素

が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
一
方
五
十
七
歳
と

し
た
も
の
は
、
光
秀
が
子
年
で
な
く
な
る
の
で
占
夢
譚
を
含
む
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
そ
れ
は
『
綿
考
輯
録
』
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
荒
唐
無
稽
な
要
素
を
あ
え
て
排

除
し
林
家
の
史
書
等
に
従
っ
た
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
光
秀
の
没
年
は
、
虚
構
を

積
極
的
に
採
り
入
れ
る
文
学
作
品
で
は
五
十
五
歳
、
史
実
を
志
向
す
る
書
で
は
五

十
七
歳
、
と
文
献
の
性
格
に
よ
っ
て
二
系
列
に
分
裂
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

［一〇］
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四
、
占
夢
譚
の
素
材

　

信
長
の
占
夢
譚
に
は
素
材
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
夢
の
内
容
が
未
来
の
現

実
を
予
告
す
る
と
い
う
逸
話
は
和
漢
の
古
典
に
数
多
い
。『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀

に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
秦
は
始
皇
帝
の
没
後
胡
亥
が
皇
帝
を
継
い
で

「
二
世
」
と
称
し
た
が
、
実
権
は
趙
高
が
握
っ
た
。
趙
高
が
二
世
に
誅
せ
ら
れ
る

こ
と
を
恐
れ
て
い
た
折
、
二
世
は
不
吉
な
夢
を
見
る
。
寛
永
十
三
年
に
和
刻
さ
れ

た
『
史
記
評
林
』
の
訓
点
に
従
っ
て
書
き
下
し
た
本
文
を
挙
げ
る
。

　
　

二
世
夢ゆ
め
みら

く
、
白
虎
其
の
左さ

驂し
ん

馬ば

を
齧く
ら

つ
て
之
を
殺
し
つ
と
み
る
。
心
に
楽

し
ま
ず
。
怪
し
み
て
占
夢
に
問
ふ
。
卜ぼ
く

し
て
曰ま
う

さ
く
、「
涇け
い
す
い水
祟た
ゝ

り
を
為な

せ

り
」
と）

36
（

。

そ
し
て
結
局
、
二
世
は
趙
高
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
死
ぬ
。
馬
が
食
わ
れ
て
死
ぬ
夢

は
、
貴
人
が
不
幸
な
最
期
を
遂
げ
る
予
兆
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
『
陰
徳
記
』
や

『
明
智
軍
記
』
の
信
長
の
夢
と
共
通
す
る
。

　

但
し
そ
こ
で
馬
を
食
っ
た
の
は
虎
で
あ
る
。
馬
と
鼠
を
組
み
合
わ
せ
た
逸
話
と

し
て
は
、
占
夢
譚
で
は
な
い
の
だ
が
、『
源
平
盛
衰
記
』
に
以
下
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
。
平
家
も
清
盛
の
晩
年
と
な
る
と
漸
く
家
運
が
衰
え
、
そ
れ
を
暗
示
す
る

多
く
の
凶
兆
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　

坪
の
内
に
秘
蔵
し
て
立
て
飼
は
れ
け
る
馬
の
尾
に
、
鼠
の
巣
を
食
ひ
て
子
を

生
み
た
り
け
る
ぞ
不
思
議
な
る
。
舎と
ね
り人

数あ
ま
た多

付
け
て
朝
夕
に
撫な

で
払
ひ
け
る

馬
に
、
一
夜
の
中
に
巣
を
食
ひ
子
を
生
み
け
る
も
あ
り
が
た
し
。
入
道
相
国

大
き
に
驚
き
給
ひ
、
陰お
ん
や
う
の
か
み
あ
べ
の
や
す
ち
か

陽
頭
安
倍
泰
親
に
尋
ね
問
は
れ
け
れ
ば
、「
占せ
ん
も
ん文
の

指
す
処
、
重
き
慎
み
」
と
ば
か
り
申
し
て
、
そ
の
故
を
ば
申
さ
ざ
り
け
り
。

（
巻
二
十
六
、
馬
の
尾
に
鼠
巣
く
ふ
例

）
37
（

）

し
か
し
泰
親
は
内
々
、
こ
れ
は
平
家
滅
亡
の
瑞
相
で
あ
る
と
人
に
語
っ
た
。

　
　

子ね

は
北
の
方
な
り
。
馬
は
南
の
方
な
り
。
鼠
上
る
ま
じ
き
上
に
昇
る
、
馬
侵お
か

さ
る
ま
じ
き
鼠
に
巣
を
作
ら
せ
子
を
生
ま
せ
た
り
。
既
に
下
剋
上
せ
り
。
さ

れ
ば
子
の
北
の
方
よ
り
夷ゑ
び
す
き
そ競り
上
り
て
、
午う
ま

の
南
の
方
に
お
は
す
る
平
家
の

卿け
い
し
や
う
相
を
都
の
外
に
追
ひ
落
と
す
べ
き
瑞
相
」
と
こ
そ
申
し
け
れ
。（
同
）

「
夷
」
は
平
家
を
倒
す
源
氏
の
武
士
で
あ
る
。
鎌
倉
の
源
氏
と
京
の
平
家
と
の
位

置
関
係
は
、「
東
」「
西
」
と
表
現
す
る
の
が
一
般
的
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
北
」

「
南
」
と
し
た
の
は
、
も
と
よ
り
十
二
支
で
子
が
北
を
、
午
が
南
を
表
す
た
め
で

も
あ
る
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、『
日
本
書
紀
』
の
左
の
記
事
に
由
来
す
る
た
め

で
あ
る
。

　
　

夏
四
月
に
、
鼠
、
馬
の
尾
に
産こ
う

む
。
釈
道
顕
占
ひ
て
曰
く
、「
北き
た
く
に国

の
人
、

南
み
な
み
の
く
に
国
に
附
か
む
と
す
。
蓋け
だ

し
高
麗
破
れ
て
、
日
本
に
属つ

か
む
か
」
と
い
ふ
。

（
巻
二
十
七
、
天
智
天
皇
元
年

）
38
（

）

と
も
あ
れ
鼠
が
馬
を
侵
す
の
が
「
下
剋
上
」
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
は

光
秀
と
信
長
の
関
係
を
象
徴
す
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。『
陰
徳
記
』
や
『
陰

徳
太
平
記
』
で
、
信
長
の
寵
を
受
け
る
森
蘭
丸
が
予
知
し
た
凶
変
を
当
の
信
長
に

告
げ
ず
、
し
か
し
他
の
人
に
は
語
る
と
い
う
の
は
不
自
然
だ
が
、
そ
れ
は
『
盛
衰

記
』
で
平
家
に
と
っ
て
の
凶
兆
を
「
瑞
相
」
と
喜
ぶ
安
倍
泰
親
の
振
舞
い
を
そ
の

ま
ま
蘭
丸
に
当
て
は
め
た
た
め
に
生
じ
た
ひ
ず
み
な
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
『
絵

本
太
閤
記
』
で
は
陰
陽
頭
が
登
場
し
信
長
に
「
唯
々
深
き
御
慎
み
」
と
だ
け
答
え

［一一］
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『明智軍記』の光秀没年

る
が
、
こ
れ
も
お
そ
ら
く
『
盛
衰
記
』
の
展
開
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

別
に
、『
三
国
志
』
に
は
魏
の
曹
操
の
占
夢
譚
が
載
る
。
元
禄
五
年
に
湖
南
文

山
が
和
訳
し
た
『
通
俗
三
国
志
』
に
拠
っ
て
挙
げ
る
。

　
　

こ
の
時
曹
操
が
病
い
よ
〳
〵
重
り
、
其
夜
の
夢
に
三
匹
の
馬
が
槽ふ
ね

を
同
じ
ふ

し
て
物
を
食く
ら

ふ
と
見
け
れ
ば
、
暁
あ
か
つ
きに

及
ん
で
賈か

詡く

に
問
ひ
て
申
し
け
る
は
、

「
わ
れ
昔
し
三
匹
の
馬
が
同
じ
槽
に
て
物
を
食
ふ
夢
を
見
て
、
馬
騰
・
馬

休
・
馬
鉄
を
疑
ふ
て
そ
の
全
家
を
殺
し
た
る
が
、
今
夜
又
こ
の
夢
を
見
た

り
」。
賈
詡
答
へ
て
「
馬
を
夢
み
る
は
皆
吉
兆
な
り
。
主
上
な
ん
ぞ
之
を
疑

ひ
玉
へ
る
」
と
云
ひ
け
れ
ば
、
曹
操
こ
れ
に
依
つ
て
心
を
安
ん
じ
、
了つ
い

に
司

馬
氏
の
天
下
と
な
る
べ
き
を
知
ら
ざ
り
け
る
こ
そ
う
た
て
け
れ
。（
巻
三
十

三
、
曹
丕
政
を
執
り
て
魏
王
と
称
す

）
39
（

）

馬
が
食
わ
れ
る
側
で
な
く
食
う
側
で
あ
る
と
い
う
点
で
『
明
智
軍
記
』
な
ど
と
は

大
き
な
相
違
が
あ
る
も
の
の
、『
太
閤
真
顕
記
』
や
『
絵
本
太
閤
記
』
が
こ
れ
を

信
長
の
夢
の
先
例
と
認
め
た
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

　

更
に
楢
村
長
教
編
『
室
町
殿
日
記
』
に
は
、
以
上
と
は
ま
た
異
な
る
信
長
の
占

夢
譚
が
伝
わ
る
。
同
書
は
慶
長
頃
の
成
立
と
目
さ
れ
、
宝
永
三
年
に
は
『
室
町
殿

物
語
』
の
外
題
で
刊
行
さ
れ
た
。
室
町
幕
府
末
期
の
将
軍
た
ち
に
関
す
る
記
録
や

説
話
を
集
め
た
も
の
だ
が
、
信
長
や
秀
吉
の
登
場
す
る
記
事
も
多
い
。

　
　

あ
る
時
信
長
公
、
不
思
儀
の
夢
を
見
給
ひ
け
れ
ば
、
心
も
と
な
く
思
し
召
し

て
「
誰
か
判
ず
べ
き
」
と
彼か
れ
こ
れ是

案
じ
わ
づ
ら
ひ
給
ふ
が
、
急き
つ
と度

思
し
召
し
出

て
、
翌
日
乗
慶
僧
都
を
召
さ
れ
て
仰
せ
ら
れ
け
る
は
、（
巻
八
、
信
長
御
夢

の
事

）
40
（

）

そ
の
夢
は
、
一
人
で
歩
い
て
い
る
と
大
河
が
流
れ
て
い
て
そ
の
水
が
血
に
変
じ
、

さ
ら
に
そ
こ
に
剣
が
流
れ
て
来
た
の
で
手
に
取
ろ
う
と
し
た
が
取
れ
な
か
っ
た
、

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
占
夢
を
命
じ
ら
れ
た
乗
慶
僧
都
が
、
近
く
河
内
国
が
手
に

入
る
予
兆
で
あ
る
と
判
じ
る
と
、
信
長
は
大
層
喜
ん
だ
。

　

夢
に
馬
も
鼠
も
出
て
こ
な
い
の
で
内
容
上
は
関
係
が
な
い
が
、
夢
を
見
た
の
が

ほ
か
な
ら
ぬ
信
長
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
信
長
が
占
夢
を
命
じ
て
い
る
点
で
看
過

し
が
た
い
の
で
挙
げ
て
お
く
。

　

他
に
も
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
素
材
か
ら
信
長
の
占
夢
譚
が
創
作
さ
れ
た
の
だ

と
す
る
と
、
光
秀
の
五
十
五
歳
と
い
う
没
年
は
そ
の
創
作
過
程
の
ど
こ
に
位
置
づ

け
る
べ
き
か
。

　

信
長
の
没
年
は
、
天
正
十
年
の
変
後
ま
も
な
く
記
さ
れ
た
大
村
由
己
『
惟
任
退

治
記
』
に
も
四
十
九
歳
と
あ
り
、
早
く
か
ら
天
文
三
年
の
午
年
生
ま
れ
と
知
ら
れ

て
い
た
と
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
光
秀
の
年
齢
は
諸
説
が
併
存

し
て
い
た
が
、
実
際
に
子
年
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
う
で

な
く
て
も
子
年
生
ま
れ
と
い
う
情
報
が
何
ら
か
の
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
す
れ

ば
、
信
長
と
の
関
係
は
『
盛
衰
記
』
に
見
ら
れ
た
鼠
と
馬
の
組
み
合
わ
せ
に
合
致

す
る
。
そ
こ
か
ら
鼠
が
馬
を
食
う
占
夢
譚
が
仕
立
て
ら
れ
た
、
と
も
考
え
ら
れ

る
。『
当
代
記
』
に
記
さ
れ
た
六
十
七
歳
に
従
う
と
光
秀
の
生
年
は
永
正
十
三

（
一
五
一
六
）
年
と
な
る
が
、
そ
れ
は
子
年
で
あ
る
。
し
か
し
逆
の
可
能
性
も
あ

る
。
光
秀
の
年
齢
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
し
く
は
五
十
七
歳
と
知
ら
れ
て

い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
盛
衰
記
』
に
あ
る
よ
う
に
鼠
が
馬
を
侵
せ
ば
下
剋

上
な
の
だ
か
ら
、
午
年
の
信
長
に
反
逆
す
る
の
は
子
年
の
人
間
が
最
も
ふ
さ
わ
し
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い
、
と
い
う
発
想
で
恣
意
的
に
光
秀
を
五
十
五
歳
と
設
定
し
た
、
と
い
う
可
能
性

で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
五
十
七
歳
説
が
広
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
こ
ち
ら
も
捨
て
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。

資
料
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
下
記
の
通
り
表
記
を
改
変
し
た
。
す
な
わ
ち
、
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
。
漢
文
お
よ
び
漢
文
的
表
記
は
、
刊
記
等
を
除
き
原

則
と
し
て
書
き
下
す
か
、
あ
る
い
は
原
文
の
後
の
〔　

〕
内
に
書
き
下
し
を
添
え

た
。
濁
点
・
句
読
点
・
か
ぎ
括
弧
等
の
記
号
を
私
に
付
し
た
。
振
り
仮
名
・
送
り

仮
名
を
適
宜
補
っ
た
。「
小
栗
柄
」「
亨
禄
」
な
ど
単
純
な
文
字
の
誤
り
は
訂
正
し

た
。
二
行
割
り
書
き
の
注
記
は
〈　

〉
内
に
示
し
た
。

注
１　

人
物
叢
書
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
三
年
）

　

２　

二
木
謙
一
校
注
『
明
智
軍
記
』（
新
人
物
往
来
社
、
平
成
七
年
）

　

３ 　
「
岐
阜
の
落
城
は
永
禄
十
年
八
月
で
あ
る
。
ま
だ
竜
興
が
そ
こ
に
い
た
筈
で
あ

る
。
こ
の
点
か
ら
い
っ
て
も
こ
の
『
明
智
軍
記
』
の
記
事
は
信
用
で
き
な
い
」

（
高
柳
光
寿
『
明
智
光
秀
』）
と
も
さ
れ
る
が
、
岐
阜
城
が
陥
落
し
た
正
確
な
年
代

は
当
時
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、『
明
智
軍
記
』
で
は
永
禄
八
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

４　

細
川
護
貞
監
修
『
綿
考
輯
録
』（
出
水
叢
書
、
汲
古
書
院
、
昭
和
六
十
三
年
）

　

５ 　

桐
野
作
人
『
真
説
本
能
寺
』（
学
研
Ｍ
文
庫
、
学
習
研
究
社
、
平
成
十
三
年
）・

谷
口
克
広
『
検
証
本
能
寺
の
変
』（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
吉
川
弘
文
館
、

平
成
十
九
年
）
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
。

　

６ 　

伊
東
多
三
郎
「
当
代
記
小
考
」（『
日
本
歴
史
』
第
二
五
四
号
、
昭
和
四
十
四

年
）

　

７　
『
史
籍
雑
纂
』
第
二
（
国
書
刊
行
会
、
明
治
四
十
四
年
）

　

８　

米
原
正
義
校
訂
『
陰
徳
記
』（
マ
ツ
ノ
書
店
、
平
成
八
年
）

　

９　

米
原
正
義
校
訂
『
陰
徳
記
』
解
説

　

10 　

笹
川
祥
生
「
戦
国
軍
記
の
形
成
と
終
焉
」（『
戦
国
軍
記
の
研
究
』
和
泉
書
院
、

平
成
十
一
年
）

　

11　

京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
本

　

12　

内
閣
文
庫
所
蔵
本
。
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
拠
る
。

　

13　

国
史
叢
書
（
国
史
研
究
会
、
大
正
四
年
）

　

14　
『
本
朝
通
鑑
』（
国
書
刊
行
会
、
大
正
八
年
）

　

15 　

井
上
敏
幸
「
西
国
大
名
の
文
事
」（『
日
本
の
近
世
12
文
学
と
美
術
の
成
熟
』
中

央
公
論
社
、
平
成
五
年
）

　

16 　

井
上
泰
至
「
読
み
物
的
刊
行
軍
書
の
展
開
」（『
近
世
刊
行
軍
書
論
』
第
二
章
第

三
節　

笠
間
書
院
、
平
成
二
十
六
年
）

　

17 　

長
谷
川
泰
志
「
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『
将
軍
記
』
解
題
と
翻
刻
（
そ
の
一
）」

（『
広
島
経
済
大
学
研
究
論
集
』
第
二
十
巻
第
一
号
、
平
成
九
年
）

　

18　

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

　

19 　

川
添
昭
二
・
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
新
訂
黒
田
家
譜
』（
文
献
出
版
、

昭
和
五
十
八
年
）

　

20　

福
岡
県
立
図
書
館
保
管

　

21　
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
略
解
題

　

22　
『
新
訂
黒
田
家
譜
』
所
収

　

23　

京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
本

　

24　

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
石
崎
文
庫
所
蔵
本

　

25　

前
掲
『
近
世
刊
行
軍
書
論
』

　

26　
『
武
徳
編
年
集
成
』（
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
一
年
）

　

27　

岩
波
文
庫
（
岩
波
書
店
、
昭
和
十
八
年
）

　

28　

奈
良
県
史
料
刊
行
会
編
『
和
州
諸
将
軍
伝
』（
奈
良
県
史
料
第
二
巻
、
昭
和
五

十
三
年
）

　

29 　

山
本
洋
「『
陰
徳
太
平
記
』
編
述
過
程
に
お
け
る
記
事
の
改
変
に
つ
い
て
」

（『
軍
記
と
語
り
物
』
第
四
十
四
号
、
平
成
二
十
年
）

［一三］



33― ―

『明智軍記』の光秀没年

　

30 　

米
原
正
義
校
注
『〈
正
徳
二
年
板
本
〉
陰
徳
太
平
記
』（
東
洋
書
院
、
昭
和
五
十

八
年
）

　

31 　

藤
沢
毅
「
翻
刻　

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

年
）

　

32　

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
所
蔵
本
（
三
二
四
五
／
三
○
）

　

33　

京
都
大
学
国
語
学
国
文
学
研
究
室
濱
田
啓
介
文
庫
所
蔵
本

　

34 　

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
）

　

35　

京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
本

　

36　

京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
本

　

37　

水
原
一
考
定
『
新
定
源
平
盛
衰
記
』（
新
人
物
往
来
社
、
平
成
元
年
）

　

38　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
平
成
十
年
）

　

39　

京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
本

　

40　

京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
十
七
（
臨
川
書
店
、
昭
和
五
十
五
年
）
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