
Title 『新可笑記』巻一の二「ひとつの巻物両家に有」考 :
松永久秀の人物造形をめぐって

Author(s) 仲, 沙織

Citation 語文. 2022, 116-117, p. 3-13

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/90785

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



語文116・117（2022・3　大阪大学国語国文学会）

『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
二
「
ひ
と
つ
の
巻
物
両
家
に
有
」
考

―
松
永
久
秀
の
人
物
造
形
を
め
ぐ
っ
て

―

仲　
　
　
　

沙　
　

織

は
じ
め
に

『
新
可
笑
記
』（
元
禄
元
年
〈
一
六
八
八
〉
十
一
月
刊
）
中
の
一
章
、
巻
一

の
二
「
ひ
と
つ
の
巻
物
両
家
に
有
」
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

和
州
信
貴
の
城
主
松
永
霜
台
（
以
下
、
久
秀
と
表
記
す
る
）
は
筋
目

の
正
し
い
浪
人
を
召
し
抱
え
よ
う
と
し
た
。
や
っ
て
き
た
浪
人
の
中
に

楠
木
正
成
の
末
裔
を
名
乗
る
者
が
二
人
居
り
、
そ
れ
ぞ
れ
正
成
の
太
刀

と
詠
草
を
持
参
し
て
き
た
。
老
中
達
は
詮
議
し
鑑
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

片
方
は
詠
草
が
本
物
で
太
刀
が
偽
物
、
も
う
片
方
は
太
刀
が
本
物
で
詠

草
が
偽
物
で
あ
る
と
判
明
し
た
。
家
老
は
両
人
に
落
度
は
な
い
と
判
断

し
、松
永
久
秀
は「
そ
の
器
量
に
よ
っ
て
小
知
で
堪
忍
す
る
な
ら
ば
、二

人
と
も
召
し
抱
え
よ
」
と
命
令
し
た
。
家
老
が
大
横
目
の
三
人
へ
と
密

か
に
「
大
殿
は
御
憐
憫
の
心
か
ら
二
人
と
も
召
し
抱
え
た
が
、
彼
ら
は

義
理
を
立
て
て
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
何
と
か
長
く
奉
公
さ
せ
た
い

と
思
う
の
で
、
太
刀
と
詠
草
の
噂
を
収
め
る
よ
う
に
心
が
け
よ
」
と
言

う
が
、
大
横
目
達
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
十
日
程
後
、
そ
の
浪
人

が
も
う
一
人
の
元
に
死
装
束
で
訪
れ
る
。
太
刀
と
詠
草
の
件
を
知
っ
て

し
ま
い
、
二
人
と
も
一
分
が
立
た
な
い
と
告
げ
、
二
人
は
遺
書
を
残
し
、

刺
し
違
え
て
果
て
た
。
二
人
の
苦
悩
が
書
か
れ
た
遺
書
を
読
ん
だ
松
永

久
秀
を
は
じ
め
家
中
の
人
々
は
感
じ
入
り
、
二
人
を
惜
し
ん
だ
。

　

そ
の
後
、
家
老
は
二
人
の
浪
人
が
楠
正
成
の
末
裔
で
は
な
い
と
し
、

太
刀
と
詠
草
は
商
人
が
彼
ら
の
先
祖
に
売
り
渡
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
推

測
し
た
。
こ
の
事
件
を
知
っ
た
金
剛
山
の
麓
に
あ
る
水
分
の
地
侍
の
何

某
が
、
代
々
の
家
系
図
と
武
道
具
の
目
録
を
持
参
し
、
そ
の
二
つ
の
道

具
は
自
分
の
親
が
修
復
に
出
し
た
時
に
盗
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
証
言

し
、
そ
れ
ら
を
頂
き
た
い
と
願
っ
た
。
松
永
霜
台
は
そ
れ
ら
を
彼
に
与

え
た
。

巻
一
の
二
で
は
、
楠
木
正
成
と
松
永
久
秀
と
い
う
歴
史
上
の
人
物
の
名
が

挙
げ
ら
れ
る
。
活
躍
し
た
時
代
が
異
な
る
二
人
で
あ
る
が
、
信
貴
山
寺
の
申

し
子
と
さ
れ
た
楠
木
正
成

（
１
）と

「
和わ

州し
う

信し

貴き

の
城

し
や
う

主し
ゆ

」
で
あ
っ
た
松
永
久
秀
と
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は
共
通
の
地
名
で
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る

（
２
）。

こ
の
両
者
の
存
在
と
巻
一
の
二
の
展
開
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
平
林
香
織
氏

は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
伝
説
の
楠
木
正
成
像
を
援
用
し
て
表
現
さ
れ
る
町
人
た
ち

の
逞
し
い
姿
と
比
べ
る
と
、
本
話
に
お
け
る
楠
木
正
成
伝
来
の
品
物
に

す
が
っ
て
生
き
る
道
を
み
つ
け
よ
う
と
し
て
逆
に
そ
の
こ
と
で
死
に
追

い
や
ら
れ
た
二
人
の
浪
人
の
あ
り
方
は
、
不
運
に
争
え
な
い
脆
弱
な
も

の
だ
っ
た
。（
中
略
）

本
話
に
あ
る
の
は
『
太
平
記
』
的
な
後
醍
醐
天
皇
の
た
め
に
命
を
賭
し

て
闇
雲
に
戦
っ
た
英
雄
と
し
て
の
楠
木
正
成
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
別
の
も

の
で
あ
る
。
行
間
か
ら
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
楠
木
正
成
の
刀
と

詠
草
と
い
う
根
拠
の
な
い
も
の
を
判
断
基
準
と
し
て
次
々
と
人
々
の
判

断
が
裏
目
に
出
て
し
ま
う
危
う
さ
と
そ
の
よ
う
な
危
う
さ
の
上
に
生
き

て
い
る
武
士
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
国
を
治
め
て
風
枝
に
音
な
き
」

城
下
の
こ
と
と
し
て
描
か
れ
る
。「
国
主
に
あ
り
た
き
は
良
き
家
老
ぞ

か
し
」
と
い
う
賞
賛
の
結
語
は
、
そ
の
良
き
家
老
が
実
際
は
殿
の
判
断

の
間
違
い
を
指
摘
し
、
か
つ
二
人
の
無
駄
死
に
を
防
げ
な
か
っ
た
、
と

い
う
藩
政
の
綻
び
を
逆
照
射
す
る
。
城
主
松
永
久
秀
が
織
田
信
長
と
の

紆
余
曲
折
を
経
て
信
長
に
反
抗
し
て
名
物
平
蜘
蛛
茶
釜
と
と
も
に
爆
死

し
た
と
い
う
史
実
に
思
い
を
馳
せ
る
な
ら
ば
、
国
主
の
英
断
や
家
老
の

卓
見
と
し
て
記
述
さ
れ
る
で
き
ご
と
一
つ
一
つ
が
陰
翳
を
帯
び
た
も
の

に
思
え
て
く
る

（
３
）。

平
林
氏
は
楠
木
正
成
と
巻
一
の
二
に
登
場
す
る
浪
人
達
と
が
対
比
的
な
存

在
で
あ
り
、
さ
ら
に
城
主
松
永
久
秀
の
辿
っ
た
末
路
を
読
者
に
想
起
さ
せ
る

こ
と
で
、
作
中
で
称
賛
さ
れ
る
武
士
の
行
動
が
「
陰
影
を
帯
び
た
」
負
の
イ

メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
と
な
る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
楠
木
正
成
と

松
永
久
秀
の
イ
メ
ー
ジ
と
作
中
の
登
場
人
物
の
言
動
と
が
参
照
・
比
較
さ
れ

る
関
係
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
羽
生
紀
子
氏
は
巻
一
の
二
の
構
成
を
三
つ
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ

に
『
太
平
記
』
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る

（
４
）。

さ
ら
に
、
後
南
朝
の
楠

木
正
秀
ら
に
よ
る
禁
闕
の
変
、
楠
木
正
虎
に
よ
る
楠
木
氏
の
朝
敵
赦
免
の
勅

許
の
逸
話
と
松
永
久
秀
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

楠
木
正
虎
の
系
図
上
の
父
は
、
禁
闕
の
変
を
起
こ
し
た
楠
木
正
秀
の
子

と
い
う
河
内
大
饗
氏
の
大
饗
正
盛
と
言
わ
れ
る
。
正
虎
は
正
盛
の
養
子

に
入
っ
て
楠
長
譜
と
名
乗
り
、
松
永
・
織
田
・
豊
臣
家
の
右
筆
を
務
め
、

永
禄
二
年
（
一
五
六
九
）
に
楠
木
正
成
の
子
孫
と
称
し
正
成
の
朝
敵
と

し
て
の
赦
免
を
嘆
願
し
た
。
松
永
久
秀
の
取
り
成
し
で
正
親
町
天
皇
の

勅
免
を
受
け
、
正
式
に
楠
木
正
虎
と
改
名
し
た
と
い
う
。
書
は
世
尊
寺

流
の
一
流
の
書
家
で
あ
っ
た
。
松
永
久
秀
の
取
り
成
し
の
と
こ
ろ
は
、

織
田
信
長
、
あ
る
い
は
織
田
信
孝
と
松
永
久
秀
と
す
る
異
伝
も
あ
る
。

（
中
略
）
書
置
き
を
「
筆
跡
」
と
し
、「
筆
跡
を
感
じ
」
と
繰
り
返
し
て

「
筆
跡
」が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
楠
木
正
虎
に
よ
る
楠
木
氏
の
朝
敵
赦
免

の
勅
許
を
願
う
逸
話
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
正
虎
が
世
尊
寺
流

の
一
流
の
書
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
嵌
め
込
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
①

（
※
仲
注
、「
浪
人
二
人
が
太
刀
と
詠
草
を
差
し
上
げ
、
真
偽
の
判
定
が

問
題
と
な
る
と
こ
ろ
」）
に
こ
と
さ
ら
に
松
永
霜
台
の
名
が
あ
げ
ら
れ

4
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る
の
は
、
正
虎
と
の
関
わ
り
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

（
５
）。

�

（
以
下
、
引
用
の
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）

こ
の
よ
う
に
、
羽
生
氏
は
楠
木
氏
の
事
跡
と
松
永
久
秀
と
の
関
係
性
が
巻

一
の
二
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
し
て
い
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
、
楠
木
正
成
と
松
永
久
秀
の
存
在
を
通
し
て
巻
一
の

二
は
読
み
解
か
れ
て
き
た
。
だ
が
、『
新
可
笑
記
』
で
は
、
明
確
な
人
名
が
挙

げ
ら
れ
る
こ
と
自
体
が
珍
し
い
例
で
あ
る
点
に
は
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
新
可
笑
記
』
中
に
言
及
さ
れ
る
人
名
は
全
二
十
六
章
段
中
、
巻
一
の
一
の

「
胡
蝶
」「
菊
若
」「
橘
の
正
連
」、
巻
一
の
二
「
楠
正
成
」「
松
永
霜
台
」、
巻

一
の
五
の
「
浅
井
の
何
某
」、
巻
二
の
二
の
「
武
烈
王
」、
巻
四
の
二
の
「
伊

勢
」「
小
町
」「
信
玄
公
」、
巻
五
の
二
の
「
赤
松
の
家
」、
巻
五
の
三
の
「
松

井
の
何
某
」「
遠
山
氏
の
何
某
」「
田
川
氏
の
何
某
」、
巻
五
の
四
の「
後
奈
良

院
大
永
二
年
の
春
」、
巻
五
の
五
の
「
団
八
」
で
あ
る
（
傍
線
部
は
歴
史
上
の

人
物
）。
同
じ
西
鶴
の
武
家
物
『
武
道
伝
来
記
』『
武
家
義
理
物
語
』
と
比
べ

て
、
人
物
に
名
前
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
、
も
し
く
は
「
何
某
」
の
よ
う
に

ぼ
か
さ
れ
て
い
る
例
が
目
立
つ
。
巻
一
の
五
の「
浅
井

（
６
）」や

巻
五
の
二
の「
赤

松（
７
）」

の
よ
う
に
歴
史
上
の
人
物
が
推
定
さ
れ
る
例
も
あ
る
が
、
実
際
に
作
中

で
歴
史
上
の
人
物
が
登
場
す
る
例
と
し
て
は
巻
一
の
二
、
巻
二
の
二
、
巻
四

の
二
の
み
で
あ
る
。

前
述
し
た
先
行
研
究
や
、
二
人
の
浪
人
が
自
害
す
る
場
面
が
「『
太
平
記
』

（
※
仲
注
、
巻
第
十
六
「
正
成
兄
弟
討
死
事
」、
巻
第
二
十
六
「
楠
正
行
最
期

事
」）
の
楠
木
正
成
・
正
季
兄
弟
及
び
正
成
の
長
男
正
行
兄
弟
が
同
じ
く
差

し
違
え
て
自
害
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
」
と
い
う
広
嶋
進
氏
の
指
摘

（
８
）の

よ
う

に
、
巻
一
の
二
は
楠
木
正
成
を
は
じ
め
と
す
る
楠
木
氏
の
事
跡
が
主
に
検
証

の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、実
際
に
城
主
と
し
て
作
中
に
登
場
し
、物

語
に
大
き
く
関
わ
る
松
永
久
秀
の
言
動
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
考
察
の
余
地

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
松
永
久
秀
の
登
場
は
、
楠
木
正
成
の
「
信
貴
」
と
い

う
地
名
か
ら
の
連
想
や
、
忠
臣
と
し
て
名
高
い
楠
木
正
成
と
正
反
対
の
逆
臣

の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人
物
を
対
置
さ
せ
る
と
い
う
理
由
に
過
ぎ
な
い
の
か
。

本
稿
で
は
『
新
可
笑
記
』
刊
行
当
時
の
松
永
久
秀
に
関
す
る
言
及
や
評
価

を
分
析
し
、
巻
一
の
二
に
お
け
る
松
永
久
秀
の
言
動
を
検
証
す
る
こ
と
で
、

新
た
な
視
点
で
の
読
み
を
提
示
し
た
い
。

一
　
松
永
久
秀
の
評
価

ま
ず
は
、
松
永
久
秀
の
経
歴
に
つ
い
て
『
将
軍
記
』「
織
田
信
長
記
」
第
十

一
（
寛
文
四
年
〈
一
六
六
四
〉
刊
）
を
挙
げ
る
。

十
一
月
十
日
、
信
長
上
洛
有
て
、
河
内
国
に
は
つ
か
う
し
、
三
好
左
京

大
夫
義
次
を
せ
め
ら
る
。
十
六
日
に
義
次
自じ

害が
い

し
て
城
お
ち
い
る
。（
中

略
）
長な

が
慶よ

し
が
嫡
子
筑
前
守
義よ

し
興お

き
〈
又
号
／
義
長
〉、
父
に
代か

は
りて

権け
ん

柄へ
い

を

と
る
事
四
年
、
家
老
松
永
弾だ

ん

正じ
や
う

忠ち
う

久
秀ひ

で
が
た
め
に
毒ど

く
害が

い
せ
ら
る
。
今
、

三
好
左
京
大
夫
義よ

し
次つ

ぎ
は
義よ

し
興お

き
が
弟
な
り
。
あ
る
説
に
は
十と

河が
わ

一い
ち

存そ
ん

が
子

也
。
義
興
死
し
て
久
秀ひ

で
ま
た
義
次
を
立
た
り
。（
中
略
）
永
禄
八
年
に
、

三
好
左
京
大
夫
義
次
、
松
永
弾だ

ん

正じ
や
う

忠の
ち
う

久ひ
さ

秀ひ
で

と
心
を
合
せ
、
日
向
寺
、

下
野
守
、
松
永
右
衛
門
佐
久
道
〈
久
秀
が
／
子
な
り
〉
を
も
つ
て
、
将

軍
義よ

し
輝て

る
公
を
こ
ろ
さ
し
む
。
此
故
に
三
好
松
永
い
よ
〳
〵
権け

ん
威ゐ

あ
り
し

を
、
四
年
の
後
に
信
長
公
お
こ
り
出
て
、
軍ぐ

ん
功こ

う
た
か
く
武ぶ

威ゐ

大
な
る
に

5
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あ
た
つ
て
、
三
好
が
権け

ん
威ゐ

衰を
と
ろへ

て
、
義
次
こ
ゝ
に
ほ
ろ
び
ぬ

（
９
）。

松
永
久
秀
は
は
じ
め
三
好
長
慶
に
仕
え
て
家
老
と
な
り
、
長
慶
の
子
義
興

を
毒
殺
、
さ
ら
に
将
軍
足
利
義
輝
殺
害
に
関
与
し
、
権
勢
を
振
る
っ
た
。
ま

た
、
織
田
信
長
に
降
参
す
る
際
に
は
刀
剣
や
茶
器
の
名
物
を
献
上
し
、
助
命

さ
れ
て
い
る
。

十
月
朔
日
、
芥
川
の
城
主
細
川
六
郎
、
三
好よ

し
日
向
守
、
城
を
開あ

け
退の

く
。
同

二
日
、
古こ

し
み
づ

清
水
の
城
も
開
退
し
か
ば
、
義
昭
公
を
此
城
に
い
れ
ま
い
ら

せ
、
信
長
は
芥
川
の
城
に
入
給
ふ
。
猶
軍
勢
を
す
ゝ
め
て
、
池
田
筑
後

守
か
こ
も
り
し
池
田
の
城
に
を
し
よ
せ
二
上
の
丸
ま
で
詰つ

め
か
け
た
り
け

れ
ば
、
筑
後
守
旗は

た
を
ま
き
て
降
参
す
。
人ひ

と
質し

ち
人
を
お
し
け
れ
は
、
信
長

芥
川
の
城
に
引
返
し
給
ふ
。
軍ぐ

ん
功こ

う
あ
る
者
に
恩を

ん
賞し

や
うお

こ
な
ひ
、
名め

い
誉よ

あ

る
も
の
に
感か

ん
状じ

や
うを

そ
へ
ら
る
。
五
畿
内
す
で
に
お
さ
ま
り
け
る
を
、
諸

勢
に
わ
か
ち
あ
た
へ
ら
る
。
松ま

つ
永な

が
弾
正
少せ

う
弼ひ

つ
久ひ

さ
秀ひ

で
以
下
、来
り
て
降
参

申
す
。
久ひ

さ
秀ひ

で
は
吉
光み

つ
の
脇
差
を
さ
ゝ
げ
、
松
島
の
茶
壺
を
献け

ん
ず
。（
中

略
）
天
正
元
年
正
月
に
、
松
永
父
子
、
佐さ

久く

間ま

右
衛
門
信の

ぶ
盛も

り
に
つ
い
て

降
参
し
、
多
門
の
城
を
開あ

け
渡
し
、
岐ぎ

阜ふ

に
参
る
。
不ふ

動ど
う

国く
に

行ゆ
き

の
刀か

た
な・

薬や

研け
ん

藤
四
郎
の
脇わ

き
指ざ

し
を
ま
い
ら
す
。
多
門
の
城
は
山
岡
対
馬
守
を
居す

へ
て
ま

も
ら
せ
け
る）

（1
（

。

こ
の
よ
う
に
主
君
へ
の
裏
切
り
を
重
ね
た
松
永
久
秀
は
織
田
の
軍
勢
に
攻

め
ら
れ
、
茶
器
「
平
蜘
蛛
」
の
献
上
を
条
件
と
し
た
降
参
を
拒
絶
し
、
信
貴

城
で
の
焼
死
と
い
う
最
期
を
迎
え
た
。

　

十
月
に
、
松
永
が
一
党と

う
森も

り
、
海え

老び

名な

、
河
内
片か

た
岡を

か
の
城
に
こ
も
る
。

信
忠
す
な
は
ち
永
岡
兵
部
大
夫
、
明
智
日
向
守
、
筒
井
順
慶
に
仰
せ
て

せ
め
ら
る
ゝ
に
、
海え

老び

名な

自じ

害が
い

す
。
信
忠
、
軍
兵
を
進
め
て
、
信し

ぎ
の貴

城

を
せ
め
ら
る
。（
中
略
）松
永
久ひ

さ
秀ひ

で
、
殿て

ん
主し

ゆ
に
と
ぢ
こ
も
る
。
信
忠
、
使

を
も
つ
て
「
降
参
せ
ば
た
す
け
ん
」
と
い
は
せ
ら
る
。
松
永
が
い
は
く
、

「
た
と
ひ
白は

つ
骨こ

つ
と
な
る
と
も
、
二
た
び
信
長
に
は
し
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
」

と
い
ひ
返
し
、
信
長
、
日
頃
に
う
ば
ひ
と
ら
ん
と
せ
ら
れ
し
松
永
秘ひ

蔵さ
う

の
釜か

ま
あ
り
。
平ひ

ら
蜘ぐ

蛛も

と
名
づ
く
。
此
釜か

ま
を
打
く
だ
き
、
殿
主
に
火
を
か

け
て
、
み
づ
か
ら
焼や

け
死し

す）
（（
（

。

『
總
見
記
』（
貞
享
二
年
〈
一
六
八
五
〉
奥
書
、
元
禄
十
五
年
〈
一
七
〇
二
〉

刊
）
巻
第
十
七
「
松
永
久
秀
父
子
御
退
治
事
」
は
、
そ
の
最
期
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

又
或
人
ノ
申
ケ
ル
ハ
。
松
永
始シ

ジ
フ終

ノ
行フ

ル
マ
イ跡

ハ
サ
ナ
カ
ラ
狂
人
ノ
如
ク
ニ

シ
テ
。
更サ

ラ
ニ
本
心
ト
モ
覚
ヘ
ス
。
凡
人
皇
ノ
初
メ
ヨ
リ
此
方カ

タ
。
種
々
ノ

大
罪
人
多
ケ
レ
ト
モ
。
カ
ヽ
ル
不
覚
悟
ノ
曲ク

セ
者
武
士
ニ
於
テ
ハ
其
例レ

イ
ナ

シ
今
マ
テ
命
ヲ
保タ

モ
ツ事

。
松
永
日
比
名メ

イ
器キ

宝ホ
ウ

刀ト
ウ

ヲ
ア
ツ
メ
。
多
ク
所
持
セ

シ
故
ナ
ラ
ン
ト
私サ

ヽ
ヤ語

ク
人
モ
ア
リ
シ
ト
ナ
リ）

（1
（

。

松
永
久
秀
の
行
状
が
「
狂
人
ノ
如
ク
」「
大
罪
人
」「
不
覚
悟
ノ
曲
者
」
と

激
し
い
非
難
で
も
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
度
重
な
る
降
参
と
助
命

に
関
し
て
は
、
蒐
集
し
て
い
た
「
名
器
宝
刀
」
に
依
る
処
が
大
き
か
っ
た
と

い
う
風
聞
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
松
永
久
秀
が
名
物
を
多
く
所
持
し
て
い
る

蒐
集
家
と
し
て
当
時
の
人
々
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
巻
一
の
二
が
松

永
家
に
お
け
る
名
物
と
士
官
を
め
ぐ
る
事
件
を
描
い
て
い
る
こ
と
と
の
関
連

が
注
目
さ
れ
る
。

松
永
久
秀
の
悪
評
は
、
仮
名
草
子
に
お
い
て
も
描
か
れ
て
い
る
。

6
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『
古
老
物
語
』（
万
治
四
年
〈
一
六
六
一
〉
刊
）

�

巻
第
六
「
三
好
修
理
大
夫

并
松
永
弾
正
事
」

さ
て
も
松
永
弾だ

ん
正じ

や
うは

、
和わ

州し
う

に
あ
り
て
城

じ
や
う
をか

ま
へ
、
国
中
を
な
び
か
し
、

欲よ
く

心し
ん

あ
く
ま
で
、
ふ
か
く
、
民た

ミ
百
姓し

や
うを

む
さ
ぼ
り
け
る
ほ
ど
に
、
わ
が

家
中
に
出
て
入
る
酒さ

か
樽だ

る
を
、
せ
い
た
か
く
、
つ
く
ら
せ
、
柳

や
な
ぎ

樽た
る

と
名
づ

け
、
そ
れ
を
く
づ
し
て
ハ
、
塀へ

い
の
覆お

ほ
ひの

橡と
ち

葺ぶ
き

の
板い

た
の
料れ

う
と
す
、
ま
た
、
串く

し

柿が
き

の
串く

し
も
、
長な

が
さ
間ま

半な
か

に
け
づ
ら
せ
、
さ
だ
め
て
、
こ
れ
は
壁か

べ
下し

た
地ぢ

に

せ
ん
た
め
、
と
な
り
（
中
略
）

折お
り

に
ふ
れ
、
こ
と
に
よ
そ
へ
て
、
徳と

く
分ぶ

ん
に
な
る
算さ

ん
用よ

う
を
た
く
み
、
兵

ひ
や
う

粮ら
う

、

玉た
ま

く
す
り
は
、
い
ふ
に
を
よ
ば
ず
、
天
地
の
あ
ひ
だ
に
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
、
ひ
と
つ
も
闕か

け
ず
、
た
く
は
へ
、
も
ち
た
り　

あ
ま
り
の
奢を

こ
りに

や
、
札ふ

だ

を
た
て
ゝ
（
中
略
）

松
永
、
邪じ

や
欲よ

く
を
か
ま
へ
、
悪あ

く
行ぎ

や
うつ

も
り
、
人に

ん
望ば

う
に
そ
む
き
、
天
道た

う
の
罸ば

ち

を
う
け
て
、
浅あ

さ
ま
し
く
、
は
て
に
け
る

国こ
く

中ち
う

の
諸し

よ
人に

ん
は
、
蓑ミ

の
笠が

さ
を
う
り
て
、
酒さ

け
を
か
ひ
、
松ま

つ

永な
が

滅め
つ

却き
や
くの

祝い
は
ひを

、

せ
し
と
か
や）

（1
（

『
伽
婢
子
』（
寛
文
六
年
〈
一
六
六
五
〉
三
月
刊
）

�

巻
一
の
二
「
黄
金
百
両
」

源
内
が
主
君（
※
仲
注
、
松
永
久
秀
）、
ま
づ
大
な
る
ふ
義ぎ

を
、
お
こ
な

ひ
、
権け

ん
威い

、
よ
こ
し
ま
に
振ふ

る
ふ
て
、
民
を
虐

し
へ
た
け、

世
を
む
さ
ぼ
る
、
冥

ミ
や
う

衆し
ゆ

こ
れ
を
う
と
ミ
。
神し

ん
霊れ

い
こ
れ
を
悪に

く
ミ
。
福ふ

く
寿じ

ゆ
の
籍ふ

た
を
、け
づ
ら
れ
て
。
そ

の
身
、
杻

て
か
せ
く

械ひ
か
せに

か
ゝ
り
。
そ
の
首
に
、
縲る

い
紲せ

つ
の
縄
を
か
け
て
、
肉

し
ゝ
む
らを

腐く
た
し。

骨ほ
ね

を
散
さ
れ
ん
事
、
何
ぞ
遠
か
ら
ん
。
源
内
、
又
こ
れ
に
し
た
が

ひ
、
悪あ

く

逆き
や
く

無ふ

道た
う

な
る
事
。
た
と
ふ
る
に
、
こ
と
葉
な
し
。（
中
略
）
そ

の
ゝ
ち
、
永
禄
庚
午
の
年
、
松
永
反ほ

ん
逆ぎ

や
くの

事
あ
り
て
。
織を

田た

家け

の
た
め

に
、
家か

門も
ん

滅め
つ

却き
や
くせ

ら
る
。
由ゆ

利り

源
内
、
此
時
に
、
い
け
ど
ら
れ
て
、
こ

ろ
さ
れ
。
日
比
、
非ひ

道だ
う

に
、
む
さ
ぼ
り
、
た
く
ハ
へ
し
財ざ

い
宝ほ

う
、
み
な
敵て

き

軍ぐ
ん

の
得
も
の
、
と
、
な
れ
り）

（1
（

。

松
永
久
秀
は
欲
深
い
性
格
で
あ
り
、
三
好
家
や
将
軍
義
輝
、
信
長
を
裏
切

る
の
み
な
ら
ず
領
民
ま
で
苦
し
め
、
そ
の
最
期
は
「
天
罰
」
や
「
冥
衆
」「
神

霊
」
に
よ
る
報
い
で
あ
る
と
ま
で
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世

前
期
に
お
い
て
も
悪
評
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
松
永
久
秀
で
あ
る
が
、
次
の

『
将
軍
記
』「
織
田
信
長
記
」
第
十
二
で
は
、
久
秀
が
自
分
の
行
い
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

松
永
弾
正
少せ

う
弼ひ

つ
久ひ

さ
秀ひ

で
、も
と
は
京
の
西
の
岡
の
住
人
な
り
。
そ
の
身
貧ひ

ん

賤せ
ん

に
し
て
諸
国
を
経へ

め
ぐ
り
、
三み

好よ
し

家け

に
奉
公
し
て
才
智
あ
り
。
威ゐ

勢せ
い

日
を
か
さ
ね
て
つ
よ
く
な
り
、
公
方
義よ

し

輝て
る

公こ
う

を
こ
ろ
し
奉
り
て
よ
り
、

い
よ
／
＼
洛ら

く
中ち

う
畿き

内
に
臂ひ

ぢ
を
は
り
、
を
の
れ
が
城
に
殿て

ん
主し

ゆ
を
あ
げ
、
長な

が

屋
を
つ
く
り
、
三み

好よ
し

家け

の
を
と
ろ
ふ
る
に
い
た
つ
て
、
信
長
公
に
属し

よ
くし

奉
る
。
あ
る
日
、大
権
現
、信
長
公
に
対
面
あ
り
て
御
物
語
の
時
、一ひ

と
り人

の
老
人
、
御
前
に
ま
か
り
出
た
り
。
信
長
公
、
大
権
現
に
か
た
り
て
の

た
ま
は
く
、「
此
老ら

う
人し

ん
は
松
永
弾
正
と
い
ふ
も
の
な
り
。
公く

方ば
う

を
こ
ろ

し
、
わ
が
主
君
三み

好よ
し

を
そ
む
き
、
又
南
都
の
大
仏ぶ

つ
殿で

ん
を
焼や

き
た
り
。〈
永

禄
年
中
に
、
松
永
南
都
の
多た

門も
ん

の
城
に
こ
も
り
し
時
に
、
三み

好よ
し

日
向
守
、

下
野
守
、
岩
成
主ち

か
税ら

の
助
大
将
と
し
て
、
南
都
の
大
仏
殿
に
陣
と
り
し
を
、

松
永
夜
う
ち
し
て
、
大
仏
殿
に
火
を
か
け
焼
く
づ
し
け
る
。
こ
れ
十
月

7
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十
日
の
夜
の
事
な
り
。〉此
三
の
大
罪ざ

い
は
、
古
し
へ
よ
り
こ
の
方
、
人
た

る
身
に
は
成
が
た
き
事
な
る
を
、
松
永
一
人
し
て
こ
れ
を
兼か

ね
た
り
」
と

仰
せ
あ
り
し
か
ば
、
松
永
恥
か
し
く
、
赤
面
し
て
汗
を
な
が
し
、
心
に

憤い
き
ど
を
りて

、
頭か

う
べの

上
、
煙け

ふ
りの

た
つ
ご
と
く
也
。
こ
れ
よ
り
つ
ゐ
に
謀む

反ほ
ん

を

ば
く
は
だ
て
け
る
と
也）

（1
（

。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
松
永
久
秀
の
出
自
が
「
貧
賤
」
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。
ま
た
、
引
用
部
分
は
織
田
信
長
が
徳
川
家
康
に
対

し
て
、
同
座
し
た
松
永
久
秀
の
所
業
に
つ
い
て
語
る
場
面
で
あ
る
。
信
長
の

発
言
を
聞
い
た
久
秀
は
深
い
「
恥
」
と
「
憤
」
を
感
じ
、
謀
反
を
企
て
た
と

さ
れ
る
。
久
秀
は
数
々
の
非
道
を
行
い
な
が
ら
も
厚
顔
無
恥
で
は
な
く
、
自

分
の
行
い
を
深
く
恥
じ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
巻
一
の
二
に
お
け
る
松
永
久
秀
の
人
物
設
定

で
は
、『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
二
に
お
け
る
松
永
久
秀
は
ど
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
久
秀
は「
松ま

つ
永な

か
霜そ

う
台た

い
、
和わ

州し
う

信し

貴き

の
城

し
や
う

主し
ゆ

な
り
し
が
筋す

し
め
た
ゞ
し
く
諸し

よ
浪ら

う
人
を
め
し
か
ゝ
へ
ら
れ
し
に
」
と
冒
頭
か
ら

登
場
し
て
お
り
、
筋
目
の
正
し
い
浪
人
を
登
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
二
人
の
侍
の
太
刀
と
詠
草
の
真
偽
に
つ
い
て
家
老
か
ら
話
を
聞
い
た
後

の
松
永
久
秀
は
、
次
の
判
断
を
下
し
た
。

其
後
、
御
前
よ
り
仰
せ
出
さ
れ
し
は
、「
当た

う
家け

を
望の

ぞ
む
浪ら

う
人に

ん
、
親し

ん

類る
い

書か
き

に
及
ば
ず
。
其
器き

り
量や

う
に
よ
つ
て
、
小せ

う
知ち

堪か
ん

忍に
ん

せ
ば
、
両
人
共
に
め
し

か
ゝ
へ
よ
」
と
の
上し

や
意う

い
。

こ
れ
は
《
浪
人
の
登
用
に
際
し
出
自
を
問
わ
な
い
》
と
い
う
、
当
初
の
方

針
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
矛
盾
す
る
発
言
に
関
し
て
、
家
老
は

「
大
殿と

の
御
憐れ

ん
愍み

ん
に
て
両
人
め
し
か
ゝ
へ
ら
れ
し
」
と
、
久
秀
が
二
人
の
侍
を

憐
れ
ん
だ
た
め
と
い
う
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
人
の
侍
が
自
害

し
た
後
に
遺
書
を
読
ん
だ
久
秀
は
、「
国こ

く
主し

ゆ
を
は
じ
め
諸し

よ
家か

中ち
う

、
此
筆ひ

つ
跡せ

き
を

感
じ
、
其
二
人
を
お
し
み
給
ひ
ぬ
」
と
、
そ
の
筆
跡
に
感
動
し
、
二
人
の
死

を
惜
し
ん
だ
。

以
上
の
通
り
、
巻
一
の
二
に
お
け
る
松
永
久
秀
の
浪
人
達
へ
の
言
動
は
、

「
悪
逆
無
道
」
な
ど
同
時
代
の
作
品
で
酷
評
さ
れ
る
よ
う
な
要
素
は
見
ら
れ

ず
、
む
し
ろ
あ
た
た
か
な
人
情
味
す
ら
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時

の
読
者
に
と
っ
て
は
、
松
永
久
秀
は
極
悪
非
道
な
人
物
で
あ
る
と
い
う
の
が

一
般
的
な
認
識
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
で
は
、
何
故
巻
一
の
二
で
は
こ
の
よ
う

に
不
自
然
な
久
秀
像
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
人
の
侍
が
差
し
違
え
る
際
の
述
懐
に
は
、「
正ま

さ
成し

け
つ
た
は
り
道た

う
具く

、
親
よ

り
相
わ
た
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
道
具
が
「
わ
た
く
し
の
親お

や
修し

ゆ
復ふ

く
の
た

め
に
奈な

良ら

に
遣つ

か
は
し
け
る
」
時
に
盗
ま
れ
た
も
の
だ
と
主
張
し
た
「
地
侍
の

何
か
し
」
の
発
言
よ
り
、
平
林
香
織
氏
が
「
申
し
出
た
地
侍
の
父
親
が
盗
ま

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
刀
と
詠
草
と
セ
ッ
ト
を
買
い
求
め
た
二
組
の
人
物
と

は
、
件
の
浪
人
の
父
か
せ
い
ぜ
い
遡
っ
て
も
祖
父
あ
た
り
だ
ろ
う）

（1
（

」
と
指
摘

し
て
い
る
。

「
地
侍
の
何
か
し
」の
登
場
以
前
、
家
老
は
既
に
道
具
の
盗
難
と
そ
れ
ら
が

売
り
渡
さ
れ
た
こ
と
を
見
通
し
て
お
り
、
二
人
の
侍
に
対
し
て
は
「
ま
こ
と

に
武ふ

士し

の
意い

気き

・
道た

う
理り

、
い
さ
ぎ
よ
し
」
と
称
賛
す
る
一
方
で
、「
先せ

ん
祖そ

」
に

対
し
て
は
「
心
に
く
き
所
あ
り
」
と
含
み
を
持
た
せ
な
が
ら
批
判
す
る
。
こ

8
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こ
で
は
、
家
老
の
言
葉
に
よ
っ
て
二
人
の
侍
と
先
祖
が
対
比
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
二
人
の
侍
の
「
武
士
の
意
気
・
道
理
潔
」
さ
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い

る
。道

具
を
購
入
し
、
出
自
を
偽
っ
た
「
先せ

ん
祖そ

」
の
行
動
は
子
孫
の
将
来
を
開

く
た
め
の
配
慮
で
あ
り
、
情
状
酌
量
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

だ
が
、『
古
老
物
語
』
に
も
「
子し

孫そ
ん

の
た
め
と
て
、
不ふ

義ぎ

を
い
た
さ
ば
、
や
が

て
こ
れ
、
わ
ざ
ハ
い
を
植う

へ
て
、
子し

孫そ
ん

に
の
こ
す
、
と
、
い
ふ
も
の
な
り
不ふ

義ぎ

に
し
て
、
さ
か
え
、
不ふ

忠ち
う

を
も
つ
て
、
世
に
た
て
る
も
の
ハ
、
浮う

き
雲く

も
の
ご
と

し
）
（1
（

」
と
武
士
の
心
構
え
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
許
さ
れ
な
い
行
為
で

あ
る
上
に
子
孫
へ
禍
を
与
え
る
と
当
時
は
見
な
さ
れ
て
い
た
。

二
人
の
侍
の
「
筋
め
」
は
結
局
楠
木
正
成
の
子
孫
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の

「
先
祖
」も
金
銭
で
系
譜
を
偽
り
、
そ
れ
が
子
孫
で
あ
る
浪
人
達
に
報
い
て
し

ま
っ
た
。
し
か
し
、
皮
肉
に
も
二
人
の
侍
の
精
神
は
そ
の
よ
う
な
不
届
き
な

先
祖
の
「
筋
め
」
に
よ
ら
な
い
、
武
士
と
し
て
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
た

め
に
こ
の
悲
劇
を
生
ん
だ
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
周
囲
の
人
々
だ

け
で
な
く
、
松
永
久
秀
の
心
を
も
動
か
す
程
の
高
潔
さ
を
持
っ
て
い
た
。

巻
一
の
二
に
お
い
て
、
当
時
の
一
般
的
な
評
価
か
ら
あ
え
て
外
れ
た
善
人

の
よ
う
な
久
秀
を
作
者
が
描
い
た
の
は
、「
二
人
の
侍
は
あ
の

0

0

松
永
久
秀
で

さ
え
心
を
動
か
し
、
さ
ら
に
惜
し
ま
せ
る
程
の
人
物
で
あ
っ
た
」
と
読
者
に

示
す
た
め
と
い
う
理
由
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
の
素
晴
ら
し
さ

を
強
調
し
、
読
者
に
伝
え
る
に
は
効
果
的
な
手
法
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
久
秀
と
二
人
の
侍
と
の
関
係
に
着
目
す
る
と
、
別
の
側
面
が
見
え

て
く
る
。
次
の
本
文
は
、
二
人
の
侍
の
遺
書
が
読
ま
れ
る
場
面
か
ら
の
引
用

で
あ
る
。

書か
き

置を
き

、
刀か

た
なの

鍔つ
ば

下も
と

に
見
せ
て
、
二
人
さ
し
ち
が
へ
て
を
は
り
ぬ
。
此
筆ひ

つ

跡せ
き

御ご

前ぜ
ん

に
し
て
開ひ

ら
き
ぬ
。「
我
々
素

も
と
よ
り

出い
て

二

卑ひ
せ
ん
よ
り賎

一
而て

家か

業げ
う

亦ま
た

疎う
と
し

也
。

然し
か
れ

而と
も

先せ
ん

祖そ

武ふ

威い

不す
レ
常

つ
ね
な
ら。�

故
ゆ
へ
に
な
か
た
ち
に
し
て

媒
二
筆ひ

つ
・
刀

た
う
を

一
而
雖

い
へ
と
も�

レ

蒙
か
う
ふ
る
と

二

於
過く

は
分
之
禄ろ

く
を

一
筆ひ

つ
・
刀た

う

亦ま
た

不す
二
分ふ

ん

明
な
ら

一
。
嗚

あ
ゝ
か
た
る
と
き
ん
は

呼
語
則
、
先

せ
ん
そ
の
け
か
す

祖
汚
レ�

屍
し
か
は
ね
を。

不さ
る

レ
言

い
は
と
き
ん
は

則
、
賈う

る
レ
士し

を
之
罪つ

み
か
た
し

難
レ�

遁の
か
れ。

将
ま
さ
に
つ
い
て

就
二
死し

ち
に地

（
一
）
遠

さ
く
る

二
恥ち

じ
よ
く
に

辱
（
一
）
而の

已み

。」
国こ

く
主し

ゆ
を
は
じ
め
諸し

よ
家か

中ち
う

、
此
筆ひ

つ
跡せ

き
を
感
じ
、
其
二
人
を
お
し
み

給
ひ
ぬ
。

二
人
の
侍
は
と
も
に
「
卑
賎
」
か
つ
「
家
業
」
が
疎
く
貧
し
い
境
遇
の
出

身
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
楠
木
正
成
が
先
祖
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
し
て
い

た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、近
世
前
期
の
資
料
に
お
い
て
は
、久

秀
自
身
も
元
は「
貧
賤

）
（1
（

」の
身
だ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
由

緒
正
し
い「
筋
め
」を
持
っ
て
い
な
い
松
永
久
秀
が
、
浪
人
の
登
用
に
は「
筋

め
」
の
正
し
さ
を
条
件
と
し
て
求
め
た
の
が
巻
一
の
二
の
発
端
で
あ
り
、
そ

の
結
果
、
同
じ
「
二
色
の
道
具
」
を
持
参
し
て
「
筋
め
」
を
主
張
す
る
二
人

の
侍
が
士
官
に
や
っ
て
く
る
、
と
い
う
思
い
が
け
な
い
事
態
が
発
生
し
た
の

だ
っ
た
。

松
永
久
秀
は
諸
道
具
の
蒐
集
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
本
文
の
よ
う

に
全
く
同
じ
道
具
が
二
組
あ
る
と
い
う
状
況
が
何
を
意
味
す
る
か
、
家
老
と

同
じ
く
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
将
軍
記
』
に
お

い
て
は
、
久
秀
は
悪
逆
無
道
で
は
あ
る
が
決
し
て
《
恥
知
ら
ず
》
な
人
物
で

は
な
く
、
む
し
ろ
己
の
行
い
を
非
常
に
「
恥
か
し
く
」
思
い
、
そ
の
悪
事
を

客
観
的
に
捉
え
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
巻
一

9

T01_003-013_osakadaigaku-T_ONO_04.indd   9T01_003-013_osakadaigaku-T_ONO_04.indd   9 2022/03/16   9:502022/03/16   9:50



の
二
に
お
い
て
久
秀
が
当
初
の
登
用
方
針
を
翻
し
た
の
は
、
二
人
の
侍
の
事

情
を
察
し
、
己
の
出
自
を
差
し
置
い
て
「
筋
め
」
を
重
視
し
た
自
ら
の
過
ち

を
認
め
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、「
貧
賤
」
の
出
身
で
あ
っ
た
松
永
久
秀
と
、「
卑
賎
」
か
つ
「
家

業
亦
疎
」と
い
う
浪
人
達
は
、そ
の
背
景
を
同
じ
く
し
て
い
た
。
た
だ
し
、二

人
の
侍
は
「
親
よ
り
相
わ
た
す
」
太
刀
と
詠
草
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、「
先
祖

（
楠
正
成
）
武
威
不
レ
常
」
と
、
親
か
ら
教
え
ら
れ
た
偽
り
の
誇
り
と
希
望
を

持
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
一
方
、
久
秀
は
何
も
持
た
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、

「
諸
国
を
経へ

め
ぐ
り
、
三み

好よ
し

家け

に
奉
公
し
て
才
智
あ
り
（『
将
軍
記
』）」
と
い

う
記
述
や
そ
の
後
の
権
謀
術
数
に
満
ち
た
生
涯
の
通
り
、
己
の
才
能
や
努
力

に
よ
っ
て
城
主
ま
で
上
り
詰
め
た
と
い
う
点
で
対
照
的
で
あ
っ
た
。

松
永
久
秀
が
遺
書
に
感
慨
を
受
け
、
二
人
の
侍
を
惜
し
ん
だ
の
は
、
も
ち

ろ
ん
《
主
君
へ
の
裏
切
り
を
重
ね
る
自
分
に
は
無
い
武
士
と
し
て
の
高
潔

さ
》
を
目
の
当
た
り
に
し
た
感
動
と
自
省
と
い
う
理
由
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
彼
ら
の
「
卑
賎
」
と
い
う
境
遇
が
自
分
と
似
て
い
る
と
知
っ
た
久
秀

は
、
さ
ら
に
「
一
つ
掛
け
違
え
ば
、
自
分
も
二
人
の
侍
と
同
じ
運
命
を
辿
っ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
彼
ら
へ
の
共
感
と
同
情
、
そ
し
て
救
っ

て
や
れ
な
か
っ
た
は
が
ゆ
さ
を
抱
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

極
悪
非
道
な
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
久
秀
の
「
御
憐
愍
」
を
は
じ

め
と
す
る
一
見
不
自
然
な
言
動
が
描
か
れ
た
の
は
、
単
に
作
者
が
通
説
を
顧

み
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
。
巻
一
の
二
に
は
、
彼
の
出
自
を
踏
ま
え
た
上

で
、
一
面
的
な
「
悪
」
の
枠
に
留
ま
ら
な
い
新
た
な
松
永
久
秀
像
が
描
写
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
松
永
家
と
い
う
舞
台
設
定

し
か
し
、
二
人
の
侍
に
よ
る
自
害
の
高
潔
さ
と
そ
れ
を
賛
美
す
る
周
囲
の

人
々
を
描
く
巻
一
の
二
を
、
単
純
な
美
談
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
平

林
香
織
氏
は
「「
国
主
に
あ
り
た
き
は
良
き
家
老
ぞ
か
し
」
と
い
う
賞
賛
の
結

語
は
、
そ
の
良
き
家
老
が
実
際
は
殿
の
判
断
の
間
違
い
を
指
摘
し
、
か
つ
二

人
の
無
駄
死
に
を
防
げ
な
か
っ
た
、
と
い
う
藩
政
の
綻
び
を
逆
照
射
す
る
」

と
し
、
松
永
久
秀
の
「
史
実
」
と
の
関
連
か
ら
「
国
主
の
英
断
や
家
老
の
卓

見
と
し
て
記
述
さ
れ
る
で
き
ご
と
一
つ
一
つ
が
陰
翳
を
帯
び
た
も
の
に
思
え

て
く
る
」
と
述
べ
る）

11
（

。
松
永
久
秀
の
家
中
と
い
う
舞
台
設
定
が
そ
の
後
の
滅

亡
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
の
に
加
え
、
家
老
や
家
中
の
者
達
の
言
動
に

は
不
穏
な
側
面
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

久
秀
が
二
人
の
侍
の
登
用
を
決
め
た
後
、
家
老
は
大
横
目
の
三
人
に
対
し

て
、
二
人
の
侍
が
死
ぬ
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
太
刀
と
詠
草
の
件
に
つ
い
て
噂

を
さ
せ
な
い
よ
う
命
令
し
た
が
、
彼
ら
は
噂
を
食
い
止
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、

浪
人
達
の
耳
に
入
っ
て
し
ま
う
事
態
と
な
っ
た
。
大
横
目
達
に
対
し
、
家
老

は「
義
理
を
立
て
」る
た
め
に
二
人
の
侍
が
死
ぬ
と
理
由
を
説
明
し
た
が
、
大

横
目
達
は
「
合
点
」
が
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
「
義
理
」
が
二

人
を
死
に
追
い
や
る
と
は
想
定
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

松
永
家
の
家
臣
に
つ
い
て
は
、『
伽
婢
子
』
巻
一
の
二
「
黄
金
百
両）

1（
（

」
に
も

興
味
深
い
例
が
み
ら
れ
る
。「
源
内
」
と
い
う
人
物
は
、「
ま
づ
大
な
る
ふ
義ぎ

を
、
お
こ
な
ひ
、
権け

ん
威い

、
よ
こ
し
ま
に
振ふ

る
ふ
て
、
民
を
虐

し
へ
た
け、

世
を
む
さ
ぼ
る
」

久
秀
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、「
又
こ
れ
に
し
た
が
ひ
、
悪あ

く

逆き
や
く

無ふ

道た
う

10
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な
る
事
。
た
と
ふ
る
に
、
こ
と
葉
な
し
」
と
主
君
に
感
化
さ
れ
て
非
道
な
人

物
と
な
り
、
親
し
か
っ
た
友
人
ま
で
虐
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一

方
、『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
二
に
お
け
る
家
中
の
人
々
に
つ
い
て
は
、『
伽
婢

子
』の
よ
う
に
明
確
な
悪
行
が
描
写
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、武

士
と
し
て
当
然
重
視
す
べ
き
「
義
理
」
に
つ
い
て
考
え
が
及
ば
な
い
大
横
目

を
は
じ
め
、
二
人
の
侍
に
と
っ
て
不
名
誉
な
噂
を
広
げ
て
し
ま
う
家
中
の

人
々
は
、
家
老
の
よ
う
に
「
よ
き
」
人
物
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、

久
秀
に
よ
る
松
永
家
の
人
材
登
用
や
家
中
の
運
営
が
失
敗
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
道
具
の
真
贋
が
明
ら
か
と
な
っ
た
際
、
家
老
は
二
人
の
侍
を
取

り
次
い
だ
者
に
責
任
は
無
い
と
久
秀
に
進
言
し
た
も
の
の
、
彼
ら
の
登
用
の

是
非
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ず
、
後
で
密
か
に
大
横
目
達
に
命
令
す
る
に
留

ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
久
秀
の
意
向
が
二
人
の
侍
の
登
用
に
あ
る
こ
と
を
察
し

た
家
老
が
、
久
秀
に
諫
言
を
行
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ

ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
主
君
に
己
の
真
意
を
伝
え
る
こ
と
も
、
部
下
に
命
令
の

意
図
を
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
出
来
ず
、
悲
劇
が
終
わ
っ
た
後
に
な
っ
て
詳
細

を
語
る
家
老
の
言
動
に
は
、「
よ
き
」
人
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
松
永
家
の
中
で

孤
立
す
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
《
悲
劇
》
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
の
人
物
が
「
家
老
」
と
い
う
役
職
と
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

近
世
前
期
に
お
い
て
松
永
久
秀
が
三
好
家
の
家
老）

11
（

と
し
て
大
き
な
力
を
持
ち
、

主
君
殺
し
な
ど
の
非
道
な
行
い
を
し
た
と
言
及
さ
れ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
巻
一
の
二
で
は
、
松
永
久
秀
と
い
う
人
物
が
《
権
勢
を

振
る
う
悪
家
老
》
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
想
起
さ
せ
る
一
方
で
、
そ
れ
と
は

対
比
的
な
「
義
理
」
へ
の
理
解
と
事
態
の
見
通
し
に
優
れ
る
も
《
上
手
く
采

配
を
振
る
う
こ
と
が
出
来
な
い
「
よ
き
」
家
老
》
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
巻

一
の
二
の
「
家
老
」
と
い
う
人
物
設
定
は
、
松
永
久
秀
と
比
較
す
る
こ
と
で

そ
の
素
晴
ら
し
さ
が
強
調
さ
れ
る
と
同
時
に
、
家
中
に
お
け
る
彼
の
孤
立
す

る
立
場
も
際
立
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
複
合
的
な
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
『
新
可
笑
記
』
に
お
い
て
珍
し
く
明
確
な
人
名
が
設
定

さ
れ
る
松
永
久
秀
に
着
目
し
、
巻
一
の
二
の
読
解
を
行
っ
た
。
巻
一
の
二
は
、

逆
臣
と
し
て
非
難
さ
れ
る
松
永
久
秀
と
、
希
代
の
忠
臣
と
さ
れ
当
時
の
評
価

の
上
で
は
全
く
正
反
対
の
存
在
で
あ
る
楠
木
正
成
と
を
関
連
づ
け
て
物
語
を

構
成
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
既
存
の
久
秀
像
を
踏
ま
え
つ
つ
も
新
し
い
人
物

造
形
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
に
二
人
の
侍
の
武
士
と
し
て
の
潔
さ
を

示
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
巻
一
の
二
の
物
語
は
、
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
た
二
人
の
侍
に
よ

る
「
武
士
の
意
気
・
道
理
」
を
称
賛
す
る
と
同
時
に
、
松
永
久
秀
の
事
跡
を

知
る
読
者
に
と
っ
て
は
単
な
る
美
談
に
留
ま
ら
ず
、
家
中
で
孤
立
す
る
家
老

の
悲
劇
と
松
永
家
の
破
滅
を
感
じ
さ
せ
る
重
層
的
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
巻
一
の
二
は
、
読
者
に
松
永
久
秀
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ

て
そ
れ
を
裏
切
り
、
意
外
性
を
感
じ
さ
せ
て
物
語
に
引
き
込
む
と
い
う
、
作

者
の
作
劇
に
お
け
る
工
夫
が
見
ら
れ
る
章
段
で
あ
る
。
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注（
1
）　
『
太
平
記
』
巻
第
三
「
主
上
御
夢
事

付
楠
事
」

�

「
河カ

ハ
チ
ノ
ク
ニ

内
國
金コ

ン
ガ
ウ
セ
ン

剛
山
ノ
西
ニ
コ
ソ
、
楠
多タ

モ
ン
ヒ
ヤ
ウ
ヱ

門
兵
衛
正マ

サ
シ
ゲ成

ト
テ
、
弓
矢
取ト

ツ

テ
名
ヲ
得

タ
ル
者
ハ
候
ナ
レ
。
是コ

レ

ハ
敏ビ

タ
ツ
テ
ン
ワ
ウ

達
天
王
四
代
ノ
孫ソ

ン

、
井ヰ

デ
ノ
サ
ダ
イ
ジ
ン

手
左
大
臣
橘タ

チ
バ
ナ
ノ
モ
ロ
エ
コ
ウ

諸
兄
公
ノ

後コ
ウ
イ
ン胤

タ
リ
ト
云
ヘ
ド
モ
、
民ミ

ン
カ
ン間

ニ
下ク

ダ
ツテ

年
久
シ
。
其ソ

ノ
ハ
ハ母

若
カ
リ
シ
時
、
志シ

貴ギ

ノ

毘ビ
シ
ヤ
モ
ン

沙
門
ニ
百
日
詣マ

ウ
デテ

、
夢ム

サ
ウ想

ヲ
感
ジ
テ
設マ

ウ
ケタ

ル
子
ニ
テ
候
ト
テ
、
稚ヲ

サ
ナ
ナ名

ヲ
多タ

モ
ン門

ト
ハ
申

マ
ウ
シ

候
也
。」
ト
ゾ
答
ヘ
申マ

ウ
シケ

ル
。」

�

（
後
藤
丹
治
・
釜
田
喜
三
郎
校
注
『
太
平
記�

一
』
日
本
古
典
文
学
大
系
34
、
岩

波
書
店
、
一
九
六
〇
年
よ
り
引
用
）

（
2
）　

堀
章
男
『
西
鶴
文
学
の
地
名
に
関
す
る
研
究�

第
五
巻
』、
和
泉
書
院
、
二
〇

〇
二
年

（
3
）　

平
林
香
織
「『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
二
「
一
つ
の
巻
物
両
家
に
あ
り
」
論
」

『
長
野
短
期
大
学
紀
要
』
第
64
号
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月

（
4
）　

羽
生
紀
子
「『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
二
「
一
つ
の
巻
物
両
家
に
あ
り
」
の
読

み
―
南
北
朝
正
閏
争
い
と
「
二
つ
の
笑
い
」
の
内
実
―
」『
武
庫
川
女
子
大
学

紀
要�

人
文
・
社
会
科
学
編
』
六
十
六
、
二
〇
一
九
年
三
月

�

「
①
の
浪
人
二
人
が
太
刀
と
詠
草
を
差
し
上
げ
、
真
偽
の
判
定
が
問
題
と
な
る

と
こ
ろ
は
、『
太
平
記
』
巻
第
二
十
五
「
宝
剣
進
奏
両
卿
意
見
の
事
」「
三
種
の

神
器
来
由
の
事
」
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
家
老
の
侍
二
人
の
死
の
予
言
は
、

楠
木
氏
が
朝
敵
と
さ
れ
た
逸
話
で
あ
る
。（
中
略
）
②
の
素
材
は
、『
太
平
記
』

巻
第
十
六
「
楠
正
成
兄
弟
以
下
湊
川
に
て
自
害
の
事
」、
巻
第
二
十
五
「
秦
の

繆
公
敵
の
囲
み
を
出
づ
る
事
」
で
あ
る
。（
中
略
）
③
の
素
材
は
、『
太
平
記
』

巻
第
二
十
五
「
黄
梁
午
炊
の
夢
の
事
」、
後
南
朝
の
楠
木
正
秀
ら
に
よ
る
禁
闕

の
変
、
楠
木
正
虎
に
よ
る
楠
木
氏
の
朝
敵
赦
免
の
勅
許
の
逸
話
で
あ
る
。」

（
5
）　
（
4
）
を
参
照
。

（
6
）　

冨
士
昭
雄
・
広
嶋
進
校
注
訳
『
井
原
西
鶴
集
④
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

69
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年

（
7
）　

拙
稿
「『
新
可
笑
記
』
の
描
く
「
油
断
」
―
巻
五
の
二
「
見
れ
ば
正
銘
に
あ

ら
ず
」
考
―
」『
近
世
文
藝
』
第
九
十
九
号
、
日
本
近
世
文
学
会
、
二
〇
一
四

年
一
月

（
8
）　
（
6
）
を
参
照
。

（
9
）　

国
文
学
研
究
資
料
館�

青
山
歴
史
村
蔵
本
（
請
求
記
号
、339-109-3-C

）
よ

り
翻
刻
。
句
読
点
・
括
弧
は
仲
が
付
し
た
。

（
10
）　
（
9
）
を
参
照
。

（
11
）　
「
織
田
信
長
記
」
第
十
二
（
9
）
を
参
照
。

（
12
）　

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
石
崎
文
庫
蔵
本（
請
求
記
号
、
石
崎324.4/1/#

）

よ
り
翻
刻
。

（
13
）　

朝
倉
治
彦
編
『
假
名
草
子
集
成�

第
三
十
巻
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
一
年

（
14
）　

朝
倉
治
彦
編
『
假
名
草
子
集
成�

第
七
巻
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
六
年

（
15
）（
9
）
を
参
照
。

（
16
）　
『
總
見
記
』
巻
第
十
七
（（
12
）
を
参
照
）
に
も
「
抑
久
秀
ハ
元
来
京
都
西ノ

岡ヲ
カ

ノ
住
人
ナ
リ
。
貧ヒ

ン

賤セ
ン

ニ
テ
諸
州
ヲ
ヘ
メ
グ
リ
」
と
、『
将
軍
記
』
と
ほ
ぼ
同
じ

記
載
が
あ
る
。

（
17
）　
（
3
）
を
参
照
。

（
18
）　

巻
第
五「
敵
と
な
り
味
方
と
な
り
、
こ
ゝ
ろ
ざ
し
さ
だ
ま
ら
ぬ
武
士
の
事�

付

楠
三
代
忠
義
の
事
」
よ
り
引
用
。（
13
）
を
参
照
。

（
19
）　
（
9
）
を
参
照
。

（
20
）　
（
3
）
を
参
照
。

（
21
）　
（
14
）
を
参
照
。

（
22
）　

松
永
久
秀
を
三
好
家
の
家
老
と
す
る
資
料
に
は
、
前
述
の
『
将
軍
記
』『
古

老
物
語
』『
伽
婢
子
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

※
『
新
可
笑
記
』
巻
一
の
二
本
文
の
引
用
は
、
新
編
西
鶴
全
集
編
集
委
員
会
編
『
新

編
西
鶴
全
集�

第
三
巻�

本
文
篇
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
三
年
二
月
）よ
り
行
っ

た
。
踊
り
字
は
影
印
に
従
っ
て
直
し
、
台
詞
に
は
「
」
を
付
し
た
。
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〔
付
記
〕

　

本
稿
は
京
都
近
世
小
説
研
究
会
（
令
和
二
年
七
月
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ

く
も
の
で
す
。席
上
で
ご
教
示
を
賜
っ
た
廣
瀬
千
紗
子
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
先
生

方
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
な
か
・
さ
お
り　

本
学
非
常
勤
講
師
）
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