
〔
ト
ー
ク
・
ル
ー
ム
〕

長
門
湯
本
温
泉
の
「
深
川
十
勝
」
題
の
詩
歌

 

─
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毛
利
敬
親
『
露
山
集
』
・
村
田
清
風
『
月
波
楼
集
』
な
ど

 

小

野

美

典

長
州
藩
十
三
代
藩
主
毛
利
敬た
か
ち
か親
は
、『
露ろ

山ざ
ん

集し
ゅ
う

』
と
い
う
家
集
を
残
し
て
い

ま
す
。
わ
ず
か
三
十
首
か
ら
な
る
小
さ
な
家
集
で
す
が
、
幕
末
に
長
州
藩
の
舵

取
り
を
任
さ
れ
て
い
た
藩
主
の
作
に
ふ
さ
わ
し
く
、
述
懐
歌
と
と
も
に
藩
内
外

で
の
見
聞
を
題
材
と
し
た
歌
も
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
詠
歌
は
静せ
い
ひ
つ謐
か
つ
清
澄
な

も
の
が
多
く
、
激
動
の
世
の
中
を
生
き
る
藩
主
（
政
治
家
）
と
は
か
く
あ
る
べ

き
も
の
か
…
…
と
、
忙
中
に
閑
雅
を
忘
れ
な
か
っ
た
敬
親
に
、
新
た
な
思
い
を

抱
か
せ
ら
れ
る
家
集
で
も
あ
り
ま
す
。
歴
史
史
料
と
し
て
も
、
ま
た
藩
主
の
文

芸
資
料
と
し
て
も
興
味
深
い
小
品
で
す
。
そ
の
中
（
18
・
19
番
歌
）
に
、
長
門

湯
本
温
泉
を
訪
ね
た
時
の
詠
歌
二
首
が
あ
り
ま
す
。

�

湯ゆ

浴あ

み
に
深
川
に
ま
か
り
け
る
折
、「
東と
う

廬ろ

山ざ
ん
の
か
ね鐘
」
と
い
ふ
こ
と

を
詠
め
る

18
山
寺
の
露
と
消
え
に
し
亡な

き
人
の
か
た
み
と
ぞ
聴
く
入い
り

相あ
ひ

の
鐘

同
じ
折
、「
千
代
橋
月
」
を

19
山
里
の
あ
は
れ
を
そ
へ
て
橋
の
上
に
松
の
葉
越
し
の
月
を
見
る
か
な

18
番
歌
の
詞
書
の
「
東
廬
山
」
は
名め
い
さ
つ刹
大
寧
寺
の
こ
と
。
そ
の
山
号
は
「
瑞ず
い

雲う
ん

山ざ
ん

」
で
す
が
、
中
国
の
名
峰
廬ろ

山ざ
ん
（
１
）

に
対
し
て
「
日
東
（
日
本
）
の
廬
山
」

の
意
で
「
東
廬
山
」
と
も
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
陶す
え

晴は
る

賢か
た

の
謀む

叛ほ
ん

に
よ
り
、
大

内
氏
最
後
の
当
主
大
内
義
隆
は
、
こ
の
寺
の
炎
上
と
と
も
に
露
と
消
え
て
し
ま

う
。
そ
の
往
時
を
追
懐
し
て
詠
ま
れ
た
の
が
18
番
歌
で
す
。
歌
意
は
「
こ
こ
大

寧
寺
で
露
と
消
え
て
い
っ
た
亡
き
大
内
義
隆
の
形
見
と
し
て
聴
く
。
入
相
の
鐘

を
」。ち

な
み
に
、
義
隆
の
辞
世
の
歌
は
、「
討う

つ
人
も
討
た
る
る
人
も
諸も
ろ
と
も共
に
如に
ょ

露ろ

亦や
く

如に
ょ

電で
ん

応お
う

作さ

如に
ょ

是ぜ

観か
ん

」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
下
の
句
は
『
金こ
ん
ご
う剛
般は
ん

若に
ゃ

波は

羅ら

蜜み

多た

経き
ょ
う

』
の
偈げ

頌じ
ゅ

「
一
切
有
為
法
、
如
夢
幻
泡
影
、
如
露
亦
如
電
、

応
作
如
是
観
（
一
切
の
有う

い為
の
法
、
夢む

幻げ
ん

泡ほ
う

影よ
う

の
ご
と
し
。
露つ
ゆ

の
ご
と
く
亦ま

た

電
い
な
づ
ま

の
ご
と
し
。
応ま
さ

に
是か
く

の
ご
と
き
観
を
作な

す
べ
し
）」
の
後
半
に
依
っ
て
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
経
典
の
前
半
部
も
踏
ま
え
て
義
隆
歌
は
解
釈
す
べ
き
。「
こ

の
世
の
は
か
な
さ
は
、
夢
ま
ぼ
ろ
し
、
水
泡
や
影
の
よ
う
な
も
の
。
討
つ
者
も

討
た
れ
る
者
も
共
に
、
露
の
ご
と
く
稲
光
の
ご
と
く
は
か
な
い
…
…
。
当
然
そ

の
よ
う
に
世
を
観
じ
る
べ
き
だ
」。
義
隆
の
最
期
は
『
大
内
義
隆
記
』
や
『
陰

徳
太
平
記
』
巻
十
九
に
詳
し
い
で
す
が
、
江
戸
時
代
後
期
に
編
集
さ
れ
た
『
大

内
盛
衰
記
』（
山
口
市
乗
福
寺
蔵
本
）
を
紐
解
い
て
み
ま
し
ょ
う
。「
主
従
以
下
、
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大
寧
寺
本
堂
の
仏
前
に
威
儀
を
正
し
て
列
座
し
、
義
隆
か
ら
辞
世
を
染
筆
。
倚い

雪せ
つ

（
異
雪
）
和
尚
の
一
偈
一
喝
の
後
、
皆
が
一
斉
に
自
害
し
た
」
と
、
武
将
の

最
期
が
見
事
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

冒
頭
に
挙
げ
た
18
番
「
山
寺
の
」
の
敬
親
歌
は
、
こ
の
義
隆
歌
の
下
の
句
を

も
踏
ま
え
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。「
東
廬
山
鐘
」
と
い
う
題
か
ら
、「
大
寧
寺
→

大
内
氏
滅
亡
の
地
→
大
内
義
隆
」
と
連
想
が
進
み
、
義
隆
の
辞
世
歌
が
頭
を
よ

ぎ
る
…
…
。「
山
寺
の
露
と
消
え
に
し
」
と
い
う
過
去
の
大
内
氏
滅
亡
の
歴
史

を
想
起
し
た
中
で
、
鐘
の
音
に
よ
っ
て
現
在
に
引
き
戻
さ
れ
る
の
で
す
。
過
去

と
現
在
の
対
比
に
、
義
隆
辞
世
歌
（
と
そ
れ
に
伴
う
逸
話
、
更
に
は
儚
さ
の
象

徴
「
露
」
の
再
度
の
利
用
）
を
絡
め
て
、
聴
覚
（
鐘
の
音
）
で
の
把
握
を
な
す
。

大
内
氏
の
栄
華
と
滅
亡
の
絵
巻
が
模
糊
と
し
て
い
る
中
、
鐘
の
音
が
響
い
て
い

る
。
体
言
止
め
も
効
果
的
で
す
。
余
韻
・
余
情
が
漂
い
続
け
ま
す
。
和
歌
が
余

技
で
し
か
な
か
っ
た
は
ず
の
藩
主
の
作
な
の
に
、
誠
に
味
わ
い
深
い
歌
と
言
え

ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
大
寧
寺
の
鐘
を
題
と
し
て
、
敬
親
に
仕
え
て
藩
の
財
政
改
革

を
な
し
た
村
田
清
風
も
漢
詩
を
残
し
て
い
ま
す
（
書
き
下
し
文
は
稿
者
に
依

る
）。

大
寧
寺
鐘

遠
図
誰
建
寺
（
遠え
ん

図と

誰た
れ

か
寺
を
建
て
た
る
。）

拠
此
最
高
峰
（
拠よ

る
と
こ
ろ
此こ

の
最
高
峰
。）

事
去
千
年
後
（
事
去
り
て
千
年
の
後
、）

雛
僧
猶
叩
鐘
（
雛す
う

僧
猶な

ほ
鐘
を
叩
く
。）

こ
ち
ら
も
過
去
の
歴
史
か
ら
句
を
起
こ
し
ま
す
。
し
か
し
、
大
内
氏
滅
亡
の

時
と
い
っ
た
過
去
の
一
時
点
で
は
な
く
、
大
寧
寺
創
建
の
時
に
思
い
を
馳
せ
ま

す
。「
は
る
か
昔
の
ま
た
昔
、
一
体
誰
が
遠
い
先
ま
で
見
通
し
て
遠
大
な
構
想

の
も
と
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
峰
に
寺
を
建
て
た
の
か
…
…
」。「
遠
図
」
と
は
遠

大
な
は
か
り
ご
と
の
意
で
す
。
転
句
で
、
読
む
者
を
一
瞬
の
う
ち
に
現
在
に
引

き
戻
し
ま
す
。「
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
雛
僧
（
小
僧
）
が
、
依
然
と
し
て
昔
と

同
じ
よ
う
に
鐘
を
撞つ

い
て
い
る
」。
結
句
末
の
「
鐘
」
が
余
韻
を
響
か
せ
て
い

る
の
は
、
敬
親
歌
と
同
様
で
す
。

敬
親
歌
が
自
ら
と
同
じ
大
名
の
最
期
の
秋と
き

に
思
い
を
馳
せ
る
の
に
対
し
て
、

清
風
詩
は
大
寧
寺
創
建
の
時と
き

か
ら
思
い
を
起
こ
し
ま
す
。
人
の
上
に
立
つ
者

（
敬
親
）の
、
人
そ
の
も
の
へ
の
暖
か
い
眼
差
し
と
、
有
能
な
官
吏
（
清
風
）の
、

人
の
営
み
へ
の
冷
静
な
分
析
と
で
も
言
え
ま
し
ょ
う
か
…
…
。

と
こ
ろ
で
、
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
東
廬
山
鐘
（
大
寧
寺
鐘
）」
と
い

う
題
で
す
。
大
寧
寺
の
梵
鐘
は
現
在
、
長
門
市
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
境
内
に
は
ま
だ
ま
だ
題
と
す
る
に
足
る
景
物
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
な
ぜ
、
敬
親
・
清
風
が
同
一
題
で
詩
歌
を
詠
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か

…
…
。

実
は
、
こ
の
「
東
廬
山
鐘
（
大
寧
寺
鐘
）」
と
い
う
四
字
題
は
、「
深
川
十
勝

（
涪ふ

渓け
い

十
勝
）」
題
の
一
つ
で
あ
り
、
近
世
後
期
の
一
時
期
、
長
州
藩
内
で
こ
の

題
の
詩
歌
が
盛
ん
に
作
ら
れ
た
痕
跡
が
あ
る
の
で
す
。
今
は
、
こ
の
「
深
川
十

勝
・
涪
渓
十
勝
」
と
い
う
名
称
す
ら
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
長
門
湯
本
温
泉
の
名
所
・
旧
跡
を
挙
げ
た
も
の
と
し
て
、
再
び
思
い
起
こ

さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

前
掲
の
清
風
詩
は
、『
山
荘
叢
書

清
風
詩
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
詩
集
は
、
清
風
二
十
四
歳
の
時
か
ら
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
七
十
三
歳

で
没
す
る
ま
で
の
作
が
ほ
ぼ
年
代
順
に
配
列
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
壬
子
仲
夏
初
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二
、
涪
渓
十
勝
応
二

内
命
一

而
賦
」
と
し
て
、「
大
寧
寺
鐘
」
を
含
む
十
勝
詩
が

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。「
壬
子
仲
夏
初
二
」
は
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
五
月

二
日
。「
内
命
に
応
じ
て
賦ふ

す
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
高
貴
な
方
か
ら
の
私
的

な
依
頼
で
詠
ん
だ
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

興
味
深
い
の
は
、
十
代
藩
主
斉な
り
ひ
ろ熙
の
三
男
順の
ぶ

信ゆ
き

の
長
男
の
順の
ぶ

明あ
き
ら

（
禎
之
丞
）

で
す
。
敬
親
に
嫡
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
広ひ
ろ
あ
つ封
（
徳
山
藩
主
毛
利
広ひ
ろ

鎮し
げ

の

子
、
後
の
十
四
代
元も
と
の
り徳
）
と
と
も
に
嘉
永
四
年
十
一
月
に
敬
親
の
養
子
に
な
っ

て
い
ま
す
。
実
際
は
広
封
が
五
日
早
く
養
子
と
な
り
、
後
に
長
州
藩
主
と
な
り

ま
す
が
、
禎
之
丞
と
呼
ば
れ
て
い
た
順
明
は
嘉
永
五
年
夏
、
長
門
湯
本
温
泉
に

湯
治
に
訪
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
山
口
県
文
書
館
蔵
『
禎
之
丞
様
深
川
御
湯
治

沙
汰
控
』
と
い
う
資
料
か
ら
わ
か
る
の
で
す
が
、
当
時
、
禎
之
丞
は
十
四
歳
で

し
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
時
、
清
風
が
内
命
を
受
け
て
禎
之
丞
に
十
勝
詩

歌
を
献
呈
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
資
料
的
裏
付
け
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。な

お
、
清
風
へ
の
下
命
者
が
藩
主
敬
親
だ
っ
た
ら
興
味
深
い
の
で
す
が
、
長

門
湯
本
温
泉
で
の
藩
主
の
湯
治

4

4

は
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
の
九
代
斉な
り
ふ
さ房
を
最

後
に
な
く
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
２
）。
近
世
後
期
に
は
、
萩
と
山
陽

道
を
結
ぶ
萩
往
還
に
近
い
湯
田
温
泉
で
の
入
湯
が
諸
々
の
点
で
好
ま
し
く
な
っ

た
か
ら
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
冒
頭
の
『
露
山
集
』
の
二
首
は
、
明
ら
か
に
敬

親
が
深
川
の
地
で
詠
ん
だ
歌
で
す
。
湯
治
で
は
な
く
、
領
内
巡
視
ほ
か
で
当
地

に
立
ち
寄
る
こ
と
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
の
詠
作
と
思
わ
れ
ま
す
。
と

な
る
と
、
嘉
永
五
年
五
月
二
日
頃
に
敬
親
が
当
地
に
立
ち
寄
っ
て
い
て
、
清
風

に
十
勝
題
詩
歌
の
詠
作
を
命
じ
た
可
能
性
も
皆
無
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
真
相
は

藪
の
中
で
す
。

・

・

さ
て
、
清
風
の
漢
詩
も
佳よ

い
の
で
す
が
和
歌
を
挙
げ
ま
す
。
清
風
の
自
撰
歌

集
『
月
波
楼
集
』
の
嘉
永
五
年
五
月
頃
の
作
に
「
深
川
十
勝
」
と
題
す
る
和
歌

が
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
先
の
漢
詩
「
涪
渓
十
勝
」
と
同
じ
時
に
詠
ま
れ
た
も
の

で
し
ょ
う
。「
涪
渓
」
と
い
う
語
が
漢
語
的
で
堅
い
の
で
、
和
歌
の
方
は
「
深

川
」
を
使
っ
た
の
で
す
。
以
下
に
、
清
風
の
「
深
川
十
勝
」
題
和
歌
を
挙
げ
て

み
ま
す
。
漢
詩
の
「
涪
渓
十
勝
」
題
と
一
部
の
語
句
の
異
な
る
題
も
あ
る
の
で
、

違
う
場
合
の
み
［

］
内
に
涪
渓
十
勝
題
を
示
し
ま
す
。
番
号
は
『
月
波
楼
集
』

掲
載
順
で
す
。

①
大
寧
寺
鐘

古
い
に
し
へ

の
人
の
心
は
不
可
思
議
や
治
ま
れ
る
世
に
峰
の
鐘
の
音ね

②
獅
子
渓
蛍

我
が
誠ま
こ
と

蛍
を
借
り
て
照
ら
さ
ば
や
木こ

下し
た

闇や
み

行
く
杖
の
音
し
て

③
興
阿
寺
松

遊
び
来
て
撫な

づ
る
老お
い

松ま
つ

幾い
く

千ち

年と
せ

昔
の
今
は
今
の
昔
と

④
千
代
橋
月

橋
柱
名
を
も
記
し
て
置
か
ま
ほ
し
月
よ
り
ほ
か
に
知
る
人
も
な
し

⑤
布
鼓
幽
栖

桃
を
食
ふ
仙
人
連
〔
マ
マ
〕に
笑
わ
れ
ん
壁
に
面
を
小
隠
の
僧

⑥
射
場
台
雨

危あ
や

ふ
き
を
忘
る
る
人
の
戒い
ま
し

め
に
矢
よ
り
も
激
し
夕ゆ
ふ

立だ
ち

の
雨

⑦
亀
浴
山
瀑
布
［
亀
浴
山
瀑
］

湯ゆ

あ浴
み
す
る
亀か
め

見
て
も
唯た
だ

忘
れ
な
よ
深
き
泉
に
潤う
る
ほ

へ
る
身
は

⑧
高
雄
山
新
樹
［
高
雄
新
樹
］

世
の
中
の
移
り
変
る
は
高
雄
山
去こ

年ぞ

の
紅も
み
ぢ葉
は
今け

ふ日
の
若
葉
と

⑨
信
川
水
声
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つ
れ
づ
れ
の
伽と
ぎ

と
こ
そ
な
れ
夜
も
す
が
ら
老お
い

の
枕
に
響
く
渓た
に

水み
づ

⑩
小
芙
蓉
雪

東あ
づ
ま

路ぢ

の
高た
か

嶺ね

の
雪
を
う
つ
し
来
て
君
が
栄さ
か

え
を
不ふ

じ尽
と
祈
ら
ん

せ
っ
か
く
で
す
か
ら
、
十
勝
題
に
つ
い
て
わ
か
る
範
囲
で
解
説
し
て
み
ま

す
。
た
だ
、
わ
た
く
し
に
も
不
明
の
こ
と
が
多
く
、
長
門
市
や
そ
の
近
隣
に
お

住
ま
い
の
方
で
こ
う
し
た
方
面
に
詳
し
い
方
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
け
る
と
幸
い

で
す
。

①
「
大
寧
寺
鐘
」
は
先
述
の
通
り
。
長
門
市
指
定
有
形
文
化
財
の
梵
鐘
に
は
、

応
永
三
年
（
一
三
九
六
）「
筑
前
州
垣
崎
庄
葦
屋
津
長
福
寺
」
銘
が
あ
る
そ
う

で
す
。
た
だ
し
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
頃
の
記
事
を
記
し
た
と
さ
れ
る

『
防
長
風
土
注
進
案
』（
以
下
『
注
進
案
』
と
略
）
に
は
、
も
う
一
つ
、
応
安
五

年
（
一
三
七
二
）
長
州
豊
西
郡
（
現
在
の
豊
浦
郡
あ
た
り
）
の
萬
寿
寺
の
銘
を

持
つ
梵
鐘
も
存
す
る
旨
、
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
鐘
は
ど
う
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
筑
前
芦
屋
は
茶
の
湯
の
釜
を
初
め
と
し
て
古
来
鋳
物
の
産
地
と
し

て
名
高
か
っ
た
の
で
、
応
永
三
年
銘
の
梵
鐘
を
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

②
の
「
獅
子
渓
」
は
大
寧
寺
の
前
を
流
れ
る
谷
川
（
大
寧
寺
川
）。『
注
進

案
』
に
「
大
寧
寺
川

古
名
獅
子
ヶ
谷
」
と
あ
り
ま
す
。
現
在
、
長
門
湯
本
温

泉
を
流
れ
る
音お
と
ず
れ信
川
の
源
氏
蛍
は
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
歌
中

の
「
木
下
闇
」
は
鬱う
っ
そ
う蒼
と
繁
る
夏
の
木
立
の
下
の
暗
が
り
。
俳
句
で
は
夏
の
季

語
と
し
て
昼
間
の
景
を
指
す
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
古
歌
で
は
夏
の
夜
を

詠
ん
だ
も
の
も
あ
り
ま
す
。
清
風
詠
は
も
ち
ろ
ん
夜
の
景
で
す
。

③
の
「
興
阿
寺
」
は
『
注
進
案
』
に
依
る
と
大
寧
寺
の
塔た
っ

頭ち
ゅ
う

の
一
つ
。「
湯

の
畑
に
在
」
と
さ
れ
ま
す
。
現
在
、
装
い
も
新
た
に
な
っ
た
「
恩お
ん

湯と
う

」
の
裏
の

丘
に
ひ
っ
そ
り
と
あ
り
ま
す
。

④
の
「
千
代
橋
」
は
、
そ
の
恩
湯
の
す
ぐ
前
に
架
か
る
橋
。
た
だ
し
近
世
後

期
に
も
こ
の
場
所
に
同
名
の
橋
が
架
か
っ
て
い
た
か
は
不
明
。『
注
進
案
』
で

は
村
内
の
橋
九
つ
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
地
名
に
土
橋
・
板
橋
な
ど
と
付
け
て

呼
称
と
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
村
人
に
と
っ
て
は
「
千
代
橋
」
な
ど
と
風
雅
な

名
称
は
必
要
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
場
所
が
特
定
で
き
て
他
の
橋
と
区
別
で
き

れ
ば
生
活
の
便
に
困
ら
な
い
わ
け
で
す
。
清
風
の
歌
に
も
「
橋
柱
に
名
を
も
記

し
て
お
き
た
い
。
月
よ
り
外
に
知
る
人
も
い
な
い
」
と
あ
り
、
千
代
橋
が
ほ
と

ん
ど
無
名
に
近
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
ま
す
。

⑤
「
布
鼓
」
と
は
、
大
寧
寺
の
塔
頭
の
一
つ
布
鼓
軒
の
こ
と
。
隠
居
後
の
僧

が
入
る
と
さ
れ
、
谷
川
村
に
あ
っ
て
大
寧
寺
二
十
一
世
寛
周
守
廓
和
尚
や
同
二

十
五
世
悦
原
芳
欣
和
尚
ら
が
隠
棲
し
た
旨
、『
注
進
案
』
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

⑥
「
射
場
台
雨
」
は
、
大
内
義
隆
の
故
事
を
踏
ま
え
た
歌
題
。『
注
進
案
』

に
村
内
小
名
と
し
て
「
射い

場ば

ヶが

台
」
が
あ
り
（
現
在
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
）、

同
書
の
「
古
戦
場
」
の
項
に
「
三
谷

攻
ヶ
原

射
場
ヶ
台

今
市
原

い
づ

れ
も
大
内
家
没
落
の
時
、
戦い
く
さ

の
場
所
と
申
す
事
に
て
御ご

座ざ

候さ
う
ら

ふ
」
と
あ
り
ま

す
。
先
に
挙
げ
た
『
大
内
盛
衰
記
』
に
よ
る
と
、
義
隆
一
行
は
瀬
戸
崎
（
仙
崎
）

か
ら
乗
船
し
て
鎮
西
の
大
友
氏
を
頼
ろ
う
と
企
図
し
ま
す
が
、
突
然
黒
雲
強
風

が
起
こ
っ
て
「
雷
雨
霹へ
き
れ
き靂
、
天
を
落
と
す
」
状
態
と
な
り
大
寧
寺
で
の
自
害
を

決
意
し
ま
す
。
そ
の
最
後
の
合
戦
地
の
一
つ
が
射
場
ヶ
台
で
す
。

⑦
亀
浴
山
は
未
詳
。
そ
こ
に
滝
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
清
風
の
歌
で
は
「
湯

あ
み
す
る
亀
」
と
あ
る
の
で
、
大
寧
寺
近
く
の
源
泉
、
も
し
く
は
温
泉
街
近
く

に
小
さ
な
瀑
布
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

⑧
の
高
雄
山
は
「
高
尾
山
」
の
こ
と
。
深
川
村
役
場
発
行
の
旅
行
案
内
『
長

門
湯
本
温
泉
案
内
』（
Ｔ
13
刊
）
に
、「
高
尾
山

湯
本
一
帯
の
大
観
は
こ
こ
に

尽
き
る
。
眺
望
に
も
っ
て
来
い
の
山
だ
。
湯
本
の
西
北
部
に
小
洞
道
が
あ
る
。
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そ
の
北
方
の
入
り
口
付
近
か
ら
登
る
と
、
一
町
ば
か
り
で
頂
上
に
至
る
。
ま
こ

と
に
よ
い
見
晴
ら
し
だ
。〈
後
略
〉」
以
下
、
山
頂
か
ら
の
景
色
を
詳
述
し
て
い

ま
す
。

⑨
の
「
信
川
」
は
温
泉
街
の
中
央
を
流
れ
る
音
信
川
。
漢
詩
題
に
ふ
さ
わ
し

く
中
国
風
に
「
信し
ん
せ
ん川
」
と
音
読
し
た
も
の
で
す
。
も
と
も
と
「
信
」
の
字
に
は

「
手
紙
、
消
息
」
の
意
が
あ
り
、「
音
信
、
家
信
」
な
ど
の
熟
語
を
作
っ
て
い
ま

し
た
。
古
典
の
和
語
で
「
手
紙
」
を
表
す
言
葉
は
「
た
よ
り
、
お
と
づ
れ
」
な

ど
で
す
か
ら
、「
信
」
あ
る
い
は
「
音
信
」
を
「
た
よ
り
、
お
と
ず
れ
（
現
代

仮
名
遣
い
）」
と
訓よ

む
こ
と
が
可
能
な
わ
け
で
す
。

⑩
の
「
小
芙
蓉
」
と
は
温
泉
街
の
南
東
に
位
置
す
る
花
尾
山
。
本
来
、
中
国

で
芙ふ

蓉よ
う

と
は
蓮は
す

の
花
の
こ
と
。
白
居
易
の
『
長
恨
歌
』
の
一
節
「
太た
い

液え
き

ノ
芙ふ

蓉よ
う

、
未び

央お
う

ノ
柳や
な
ぎ

」
が
楊よ
う

貴き

妃ひ

の
美
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
著
名
で
、『
源
氏

物
語
』
な
ど
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
富
士
山
の
美
し
さ
を
蓮
に
喩
え
た
表
現

が
「
芙
蓉
」
で
す
。
あ
る
い
は
、
富
士
山
の
山
頂
火
口
（
お
鉢
）
を
囲
む
よ
う

に
八
つ
の
峰
が
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
が
仏
様
の
八
葉
蓮
華
座
に
見
立
て
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
富
士
山
の
別
名
を
芙
蓉
峰
と
言
う
な
ど
、
諸
説
あ
り
ま
す
。
そ

の
芙
蓉
峰
（
富
士
山
）
の
長
門
国
版
と
し
て
、
花
尾
山
を
小
芙
蓉
と
言
っ
た
も

の
で
す
。
ち
な
み
に
、
明
治
大
学
校
歌
の
作
詞
者
で
社
会
主
義
詩
・
愛
国
詩
で

著
名
な
児こ

玉だ
ま

花か

外が
い

（
父
が
深
川
村
出
身
藩
士
の
ち
医
師
）
が
大
正
十
三
年
五
月

に
当
地
に
滞
在
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
の
作
「
深
川
富
士
」
が
、『
防
長
新
聞
』

同
年
五
月
二
十
二
日
版
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
（
現
在
、
詩
碑
が
山
頂
に
建
立

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
）。
新
聞
掲
出
時
の
総
ル
ビ
の
ま
ま
挙
げ
て
み
ま
す
。

深
川
富
士

児
玉
花
外

一

深ふ

川か
は

湯ゆ

本も
と

の
南み
な
み

な
る

山や
ま

の
王わ
う

者じ
や

の
花は
な

尾を

山や
ま

神か
み

の
工た
く

み
か
北ほ
く
さ
い斎
の

筆ふ
で

が
飛と

ん
だ
る
墨す
み

絵ゑ

富ふ

士じ

二

温お
ん
せ
ん泉
の
町ま
ち

近ち
か

け
れ
ば

山や
ま

も
肌は
だ
へ

を
紫
む
ら
さ
き

の

空そ
ら

に
曲き
よ
く

線せ
ん

う
つ
く
し
く

名め
い
し
よ所
を
誇ほ
こ

る
深ふ

川か
は

富ふ

士じ

一
番
の
歌
詞
は
北
斎
の
錦
絵
「
富
嶽
三
十
六
景
」
を
意
識
し
つ
つ
も
、
逆
に

墨
一
色
の
枯
山
水
の
よ
う
な
雄
姿
を
と
ら
え
ま
す
。
そ
れ
が
逆
に
二
番
目
の
歌

詞
の
色
彩
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。「
温
泉
の
町
が
近
い
の
で
、
山
も
そ
の
出い
で

湯ゆ

に
浴
し
た
の
か
、
山
肌
を
紫
色
に
染
め
あ
げ
て
、
大
空
に
山
の
曲
線
が
美
し

く
映
え
る
…
…
」。
児
玉
花
外
の
詩
は
、
曙
あ
け
ぼ
の

の
花
尾
山
が
時
の
移
ろ
い
と
と

も
に
紫
色
に
染
ま
っ
て
い
く
美
し
さ
を
歌
い
上
げ
ま
す
が
、
十
勝
題
で
は
雪
を

頂
い
た
花
尾
山
で
す
。
清
風
の
歌
は
藩
の
貴
人
か
ら
の
仰
せ
を
受
け
た
も
の
で

す
か
ら
、「
あ
な
た
様
の
弥い
や
さ
か栄
を
尽
き
る
こ
と
の
な
い
不
尽
（
富
士
）
と
し
て

祈
り
ま
し
ょ
う
」
と
、
寿
祝
の
歌
で
納
め
ま
す
。

清
風
の
一
連
の
十
勝
歌
は
、
人
間
の
営
為
に
興
味
を
持
っ
た
う
え
で
、
深
い

自
己
観
照
に
徹
し
た
歌
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
は
っ
き
り
言
っ
て
何
と
な
く
説

教
臭
さ
が
漂
っ
て
い
て
、『
露
山
集
』
の
敬
親
歌
が
持
つ
自
然
体
と
は
少
し
異

な
る
気
が
し
ま
す
。
本
稿
冒
頭
に
お
示
し
し
た
、
敬
親
の
19
番
「
千
代
橋
月
」

歌
も
十
勝
題
歌
で
す
が
、
千
代
橋
の
上
に
立
っ
て
山
里
（
長
門
湯
本
温
泉
）
の

興
趣
に
浸
り
な
が
ら
松
の
葉
越
し
の
月
を
見
る
、
と
素
直
に
表
現
し
て
い
る
。

「
橋
柱
に
橋
の
名
を
記
し
て
お
き
た
い
」
と
い
う
清
風
歌
は
、
わ
た
く
し
に
は
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何
だ
か
発
想
が
役
人
臭
く
て
息
が
詰
ま
り
そ
う
に
感
じ
ま
す
。
先
に
、
敬
親
の

養
子
順
明
（
禎
之
丞
）
の
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
が
、
も
し
清
風
詠
十
首
が
順
明

に
献
呈
さ
れ
て
い
た
の
な
ら
、
こ
の
時
、
順
明
十
四
歳
、
清
風
七
十
歳
。
清
風

が
将
来
藩
主
を
盛
り
立
て
る
立
場
の
順
明
に
、
教
え
諭
す
気
持
ち
も
込
め
て
教

訓
歌
・
道
歌
的
に
詠
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
ら
、
堅
苦
し
い
詠
み

ぶ
り
も
十
分
に
理
解
で
き
ま
す
。

・

・

さ
て
、
禁
門
の
変
（
蛤
御
門
の
変
）
で
長
州
側
の
四
参
謀
と
し
て
戦
い
、
乱

後
に
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
た
宍
戸
真
澂
（
左
馬
之
介
）
が
、
そ
の
処
分
を
待
つ
ま

で
の
謹
慎
中
に
纏ま
と

め
た
家
集
に
『
間ま

荒あ
ら

加の
か

多た

ま満
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
十

勝
題
歌
が
四
首
見
ら
れ
ま
す
。
宍
戸
の
家
集
は
『
に
ほ
の
う
き
す
』
が
著
名
で

す
が
、
こ
ち
ら
に
は
十
勝
題
歌
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。『
間
荒
加
多
満
』
は
写

本
が
一
冊
現
存
す
る
だ
け
の
珍
し
い
家
集
で
す
か
ら
、
そ
ち
ら
か
ら
二
首
挙
げ

ま
し
ょ
う
（
３
）。

大
津
の
湯
に
御
成
の
時
、
十
勝
の
題
の
歌
よ
め
と
仰
せ
け
る
中
に

射
場
台
雨

武も
の
の
ふ士
の
放
つ
矢
先
の
面
影
に
篠し
の

を
乱
し
て
夕
立
の
降
る

小
芙
蓉
雪

雪
積
も
る
高た
か

嶺ね

を
富
士
と
見
渡
せ
ば
夕ゆ
ふ

居ゐ

る
雲
や
浮う
き
し
ま島
が
原は
ら

「
大
津
の
湯
に
御
成
の
時
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
も
毛
利
家
の
ど
な
た

か
の
来
湯
の
際
の
詠
歌
で
す
。
先
の
清
風
と
同
じ
時
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
わ
か

り
ま
せ
ん
。

宍
戸
と
同
じ
く
禁
門
の
変
で
戦
っ
た
家
老
福ふ
く
ば
ら原
越え
ち
ご後
（
元も
と
た
け僴
）
も
、
そ
の
家

集
『
緑
浜
詠
草
』
で
十
勝
題
を
三
首
詠
ん
で
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
翻
刻
（
４
）

が

あ
り
ま
す
の
で
、
一
首
だ
け
挙
げ
ま
す
。

興
阿
寺
松

山
寺
の
軒
端
の
松
の
人
な
ら
ば
古ふ

り
に
し
跡
の
こ
と
問
は
ま
し
を

宍
戸
の
歌
、
前
者
は
篠
突
く
雨
に
大
内
氏
滅
亡
の
合
戦
を
幻
と
し
て
見
た
も

の
。
後
者
は
見
立
て
の
歌
。
福
原
の
歌
は
古
今
集
「
住
吉
の
岸
の
姫
松
人
な
ら

ば
幾
代
か
経
し
と
問
は
ま
し
も
の
を
」
な
ど
に
倣
っ
た
素
朴
な
詠
み
ぶ
り
の
作

で
す
。

・

・

以
上
、
敬
親
歌
、
清
風
詩
歌
、
宍
戸
歌
、
福
原
歌
と
、「
深
川
十
勝
（
涪
渓

十
勝
）」
題
詩
歌
を
見
て
参
り
ま
し
た
。

さ
て
現
在
、
こ
の
十
勝
題
は
、
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

と
い
う
か
、
大
正
か
ら
昭
和
の
時
代
、
触
れ
た
著
作
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
上

述
の
著
名
な
藩
主
・
藩
士
た
ち
の
作
で
は
な
く
、
蝸
牛
洞
居
士
な
る
隠
者
（
？
）

の
歌
と
と
も
に
、
不
完
全
な
形
で
十
勝
題
が
引
用
さ
れ
、
歌
意
も
つ
か
み
に
く

い
ま
ま
等
閑
に
付
さ
れ
た
と
い
う
の
が
現
実
の
よ
う
で
す
。
簡
単
に
諸
書
を
見

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

「
深
川
十
勝
」
の
比
較
的
古
い
解
説
と
し
て
、『
山
口
県
大
津
郡
会
史
』（
Ｔ

12
刊
）
が
あ
り
ま
す
。
以
下
に
掲
出
し
ま
す
。
本
文
の
や
や
不
審
な
箇
所
・
歌

意
の
つ
か
み
に
く
い
箇
所
は
、
右
傍
に
線
を
引
い
て
〈

〉
内
に
正
し
い
と
推

測
さ
れ
る
も
の
を
併
記
し
ま
し
た
。
歌
題
番
号
は
『
月
波
楼
集
』
の
も
の
で
、

両
者
で
歌
題
が
違
う
場
合
は
［

］
内
に
『
月
波
楼
集
』
の
歌
題
を
付
記
し
ま

し
た
。
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陪4

渓
十
勝
（
陪4

渓
は
深
川
の
里
の
名
）

蝸
牛
洞
居
士

⑥
射
場
夜
雨
［
射
場
台
雨
］

�
む
か
し
征そ

や矢
の
射い

ば場
と
し
聞
け
ば
降
る
雨
の
音
に
も
袖
の
濡
る
る
夜
雨
か

な

①
東
廬
山
鐘
［
大
寧
寺
鐘
］

山
の
名
の
謂い
は

り〈
れ
〉は

木
々
に
埋
も
れ
つ
つ
鐘
の
響
き
は
世
に
ぞ
聞
ゆ
る

②
獅
子
渓
蛍

谷
の
名
は
い
と
厳い
か

め
し
く
聞
こ
ゆ
れ
ど
飛
ぶ
や
蛍
の
影
の
や〈

や
さ
し
さ
〉

し
さ
も

⑧
高
尾
新
樹
［
高
雄
山
新
樹
］

日
に
添
ひ
て
茂
る
青
葉
の
名
に
し
負
ふ
高
尾
の
峰
も
沈
み
捨
て
け
り

⑤
布
鼓
幽
栖

ゆ
か
し
さ
よ
今
日
こ
の
庵い
ほ

の
人
見
れ
ば
憂う

き
世よ

の
外
の
住す
ま
ひ居
な
り
け
り

⑦
亀
谷
瀑
布
［
亀
浴
山
瀑
布
］

緑
毛
の
か〈

亀
〉き

の
浴
み
せ
し
こ
の
滝
の
い
と
し〈

ど
〉万

代
か
け
て
讃
え
め
や

⑩
小
芙
蓉
雪

東
路
の
空
と
な
思〈

思
ひ
そ
〉ひ深

川
な
る
小
富
士
の
雪
の
光
仰
ぎ
て

③
住
吉
台
松
［
興
阿
寺
松
］

松
風
の
音
す
み
よ
し
に
来
て
見
れ
ば
梢こ
ず
ゑ

に
千
代
の
そ
ぞ
ろ
こ
ほ
れ
る

⑨
信
川
水
降
［
信
川
水
声
］

川
の
名
に
背
か
じ
と
て
や
行
く
水
の
お
と
づ
れ
渡
る
岩
根
い
は
か
ね

こ
れ
で
全
て
で
す
。
そ
う
、
九
題
し
か
な
い
の
で
す
。「
千
代
橋
月
」
題
が

欠
落
し
て
い
ま
す
。『
山
口
県
大
津
郡
会
史
』
の
こ
の
部
分
は
二
百
八
十
三
頁ペ
ー
ジ

で
、
ち
ょ
う
ど
頁
移
り
部
分
。
恐
ら
く
、
十
番
目
の
題
と
歌
を
印
刷
所
が
失
念

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、「
陪4

渓
十
勝
」
と
い
う
名
称

も
誤
植
で
し
ょ
う
。「
陪4

渓
」
で
は
意
味
を
成
し
ま
せ
ん
。
本
来
の
「
涪
」
の

字
は
泡
・
水
泡
の
意
。
湧
出
す
る
温
泉
の
流
れ
込
む
谷
川
を
涪
渓
と
呼
ん
だ
の

で
し
ょ
う
。
村
田
清
風
を
始
め
、
当
時
の
長
州
藩
士
の
詩
歌
文
集
や
日
記
類
に

「
涪
渓
」
は
長
門
湯
本
温
泉
の
意
と
し
て
よ
く
登
場
し
ま
す
。
ま
た
、
深
川
出

身
の
長
州
藩
士
で
詩
文
に
秀
で
た
平
田
新
左
衛
門
（
淳
）は
、
自
ら
の
号
を
「
涪

渓
」
と
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
ほ
と
ん
ど
の
原
稿
が
ワ
ー
プ
ロ
作
成
で
、
電
子

デ
ー
タ
と
し
て
印
刷
所
に
回
さ
れ
ま
す
が
、
以
前
は
手
書
き
原
稿
を
金
属
活
字

に
組
ん
で
印
刷
し
て
い
ま
し
た
。「
涪
」
と
「
陪4

」、
サ
ン
ズ
イ
偏
と
コ
ザ
ト
偏
、

手
書
き
原
稿
だ
と
な
か
な
か
判
読
が
難
し
い
場
合
も
あ
り
、
そ
れ
が
誤
植
の
も

と
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
な
お
、「
蝸
牛
洞
居
士
」
な
る
歌
人
（
隠
者
？
）

が
誰
を
さ
す
の
か
、
皆
目
分
か
り
ま
せ
ん
。
ご
存
知
の
方
、
ご
教
示
い
た
だ
け

た
ら
幸
い
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
千
代
橋
月
」
題
の
欠
落
、「
陪4

渓
十
勝
」
と
い
う
誤
植
、
未

詳
歌
人
「
蝸
牛
洞
居
士
」、
誤
植
に
よ
る
歌
意
の
つ
か
み
に
く
い
歌
の
存
在
な

ど
が
相
俟
っ
て
、
不
幸
な
こ
と
に
「
涪
渓
十
勝
」
題
詩
歌
は
、
そ
の
後
あ
ま
り

取
り
上
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
で
終
わ
っ
た
よ
う
で
す
。『
防
長
風
土
記
』（
Ｓ
32
刊
）

も
「
深
川
十
勝
（
陪4

渓
十
勝
）」
を
立
項
し
て
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、『
山
口
県

大
津
郡
会
史
』
の
転
載
で
、
九
題
・
九
首
の
み
（
歌
も
同
一
）。
山
口
県
立
大

学
か
ら
『
山
口
県
文
学
年
表

解
説
編
・
年
表
編
』（
Ｈ
13
刊
）
と
い
う
労
作

が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
の
「
長
門
地
区
の
文
学
」
で
は
、「
深
川
に

「
陪4

渓
十
勝
」
を
詠
ん
だ
、
蝸
牛
洞
居
士
が
あ
る
」
と
紹
介
す
る
の
み
で
、
も

は
や
題
も
歌
も
記
載
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

・

・

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
全
国
に
「
○
○
八
景
、
△
△
十
勝
」
と
い
っ
た
名
所
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題
が
多
数
作
ら
れ
ま
す
。
中
国
の
瀟し
ょ
う
し
ょ
う湘
八
景
、
琵
琶
湖
の
近
江
八
景
な
ど
に

倣
っ
て
、
郷
土
の
景
物
を
誇
る
思
い
（
郷
土
愛
）
が
新
た
な
名
所
題
を
創
出
さ

せ
た
の
で
す
。
近
世
後
期
、
長
州
藩
内
に
も
多
く
の
名
所
題
が
作
ら
れ
、
そ
の

詩
歌
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
に
触
れ
ま
せ
ん
が
、「
深
川
十

勝
」
に
関
係
す
る
話
を
最
後
に
一
つ
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

村
田
清
風
は
、
俳
句
も
作
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
俳
句
に
「
深
川
温
泉
十
二

勝
」
と
題
す
る
十
二
句
が
あ
り
ま
す
。
涪
渓
十
勝
題
に
あ
と
二
題
が
新
た
に
加

え
ら
れ
た
の
で
す
。
深
川
温
泉
（
長
門
湯
本
温
泉
）
の
名
所
題
と
し
て
、
清
風

が
ど
う
し
て
も
加
え
た
か
っ
た
二
題
と
は
、
さ
て
、
何
で
し
ょ
う
…
…
。

高
山
春
靄

冕べ
ん

旒り
ゅ
う

に
か
ゆ
る
霞
や
高
き
山
（
５
）

三
瀬
陶
煙

御み

よ代
の
春
韓か
ら

の
煙
も
二
百
年

温
泉
街
か
ら
見
上
げ
る
山
々
に
か
か
る
春
霞
と
、
深
川
萩
（
６
）

を
焼
く
三そ
う

ノ

瀬せ

の
登
り
窯
の
煙
を
清
風
は
加
え
た
の
で
す
。

〔
注
〕

 

（
１�

）
中
国
江
西
省
北
部
の
山
。
主
峰
の
漢
陽
峰
ほ
か
、
奇
岩
秀
峰
の
林
立
す

る
景
勝
地
。
宗
教
の
霊
山
で
も
あ
る
。「
香
炉
峰
」
も
諸
峰
の
一
つ
で
、

白
居
易
の
詩
（
香
炉
峰
の
雪
は
簾す
だ
れ

を
撥か
か

げ
て
看み

る
）
を
踏
ま
え
た
、『
枕

草
子
』
で
の
清
少
納
言
の
当
意
即
妙
の
対
応
が
有
名
。

 

（
２
）
長
門
市
史
編
集
委
員
会
編
『
長
門
市
史

歴
史
編
』〔
Ｓ
56
・
12
〕

 

（
３�

）
引
用
は
山
口
県
文
書
館
蔵
本
。『
間
荒
加
多
満
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
宍
戸
真
澂
の
歌
集
『
間
荒
加
多
満
』
に
つ
い
て
」〔『
桜
文
論
叢
』
96
巻
、

Ｈ
30
・
２
〕
参
照
。

 

（
４�

）
拙
稿
「〔
資
料
紹
介
・
翻
刻
〕
宍
戸
真
澂
『
に
ほ
の
う
き
す
』・
福
原
元

僴
『
緑
浜
詠
草
』
―
―
禁
門
の
変
に
関
与
し
た
長
州
藩
士
の
歌
集
」〔『
桜

文
論
叢
』
95
巻
、
Ｈ
29
・
６
〕

 

（
５�

）
冕
旒
は
、
中
国
の
高
位
高
官
が
冠
の
前
後
に
垂
ら
し
て
い
た
、
玉
を
連

ね
た
糸
状
の
飾
り
。
部
下
の
瑣
末
な
失
敗
を
目
に
入
れ
な
い
象
徴
と
言
わ

れ
る
。「
か
ゆ
る
」
は
「
変
ゆ
・
替
ゆ
」。
致ち

し仕
し
た
清
風
が
、
隠
居
の
身

と
な
っ
て
新
た
な
思
い
で
山
々
を
眺
め
た
時
の
感
懐
か
。

 

（
６�

）
萩
焼
は
、
文
禄
・
慶
長
の
役
（
一
五
九
二
～
九
八
）
後
に
毛
利
輝
元
の

命
で
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
来
し
た
陶
工
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
す
る
。
そ

の
際
、
松
本
萩
と
深
川
萩
の
二
系
統
に
分
か
れ
た
。
毛
利
氏
の
治
世
の
も

と
、
二
百
年
以
上
絶
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
深
川
萩
の
煙
を
詠
み
、
慶
賀

の
句
と
し
た
。

※�

『
露
山
集
』
は
版
本
、
村
田
清
風
の
作
品
は
『
村
田
清
風
全
集
』
に
依
る
。

全
て
の
引
用
和
歌
・
詞
書
は
、
漢
字
並
び
に
平
仮
名
の
濁
点
を
適
宜
施
し

て
通
読
し
や
す
い
形
に
改
め
た
。

〔
付
記
〕

今
月
初
旬
、
出
張
の
途
次
、
長
門
湯
本
温
泉
に
一
泊
し
た
。
大
寧
寺
境
内
を

散
策
。
芦
屋
で
鋳
造
さ
れ
た
梵
鐘
が
案
外
小
ぶ
り
な
こ
と
に
驚
い
た
。
温
泉
街

は
と
て
も
綺
麗
に
整
備
さ
れ
各
所
に
案
内
板
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
か
つ
て
二

つ
あ
っ
た
共
同
浴
場
の
礼
湯
と
恩
湯
は
、
モ
ダ
ン
な
恩
湯
と
な
っ
て
生
ま
れ
変

わ
り
、
礼
湯
跡
に
は
源
泉
の
湧
出
の
わ
か
る
工
夫
が
さ
れ
て
い
た
。
広
場
か
ら

竹
林
の
路
（
夜
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
幻
想
的
）
を
登
っ
て
右
手
の
御
茶
屋
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通
り
に
入
る
と
興
阿
寺
へ
登
る
石
段
が
あ
る
。
庵
寺
の
よ
う
な
本
当
に
小
さ
な

興
阿
寺
に
参
詣
。
老
松
を
探
し
た
が
そ
れ
ら
し
き
も
の
は
見
当
た
ら
な
か
っ

た
。
恩
湯
前
の
音
信
川
に
架
か
る
橋
に
は
千
代
橋
の
名
が
く
っ
き
り
と
刻
ま
れ

て
い
た
。
か
つ
て
毛
利
敬
親
が
松
の
葉
越
し
の
月
を
詠
ん
だ
橋
で
あ
ろ
う
。
位

置
的
に
言
っ
て
、
そ
の
松
は
興
阿
寺
の
老
松
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

地
元
の
方
に
花
尾
山
を
ご
教
示
頂
い
た
。
富
士
山
型
の
優
美
な
山
が
ひ
と
際

目
立
っ
て
い
る
。
大
寧
寺
前
の
蛍
の
こ
と
を
伺
う
と
、
最
近
は
温
泉
街
の
音
信

川
で
も
蛍
の
乱
舞
が
見
ら
れ
る
と
か
。
幼
虫
は
放
流
し
て
い
な
い
そ
う
で
、
ま

さ
に
自
然
の
ま
ま
の
蛍
で
あ
る
。

歴
史
遺
産
の
保
存
維
持
と
観
光
開
発
は
な
か
な
か
両
立
し
に
く
い
と
言
わ
れ

る
が
、
長
門
湯
本
温
泉
で
は
、
よ
い
形
で
未
来
に
残
し
て
い
こ
う
と
す
る
「
街ま
ち

創づ
く

り
」
を
目
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
様
々
な
点
で
苦
戦
し

て
い
る
観
光
地
が
多
い
中
、
長
門
湯
本
温
泉
の
更
な
る
発
展
を
祈
念
し
て
当
地

を
後
に
し
た
。�

（
令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
脱
稿
）

�
（
お
の
・
よ
し
の
り
）
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