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本
綱
大
夫
師
･
｢
木
下
蔭
狭
間
合
戦
｣
竹
中
砦
の
段
復
曲
へ
の
取
り
組
み

今
月
(
五
月
)
　
の
三
十
一
日
'
大
阪
の
文
楽
劇
場
で
｢
木
下
蔭
狭
間
合
戦
｣
　
の
竹
中
砦
の
段
を
語

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
｡
竹
中
砦
が
文
楽
で
最
後
に
出
た
の
は
昭
和
九
年
､
当
時
の
紋
下
三
代

目
竹
本
津
太
夫
師
が
四
代
目
鶴
揮
綱
造
師
の
三
味
線
で
勤
め
て
お
ら
れ
ま
す
｡
今
回
は
素
浄
瑠
璃
で

す
け
れ
ど
も
'
約
七
十
年
ぶ
り
の
上
演
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

今
日
は
二
十
一
日
で
す
か
ら
､
文
楽
の
東
京
公
演
の
さ
な
か
で
す
｡
語
っ
て
お
り
ま
す
の
は
　
｢
加

賀
見
山
旧
錦
絵
｣
　
の
長
局
の
段
で
す
｡
そ
こ
で
'
竹
中
砦
の
前
に
､
少
し
長
局
の
こ
と
を
お
話
し
ま

す
｡長

局
と
い
う
大
曲
を
本
公
演
で
や
ら
せ
て
い
た
だ
-
の
は
今
回
で
五
度
目
に
な
-
ま
す
｡
そ
れ
で

も
'
舞
台
に
上
が
り
ま
す
と
き
は
'
い
ま
だ
に
怖
-
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
｡
め
-
め
り
っ
と
､
盆

の
裏
へ
上
が
る
と
き
｢
あ
あ
､
こ
れ
か
ら
一
時
間
十
分
の
間
は
自
分
勝
手
な
呼
吸
を
で
き
な
-
な
る

ぶ
た
い
づ
ら

ん
だ
な
｣
と
い
う
恐
ろ
し
さ
で
す
｡
大
体
'
私
は
昔
か
ら
舞
台
面
が
怖
い
っ
て
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡

緊
張
の
あ
ま
り
そ
う
な
る
ん
で
'
別
に
怒
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
あ
-
ま
せ
ん
　
(
笑
)
｡
お
相
撲
さ
ん

が
土
俵
に
上
が
る
と
き
､
怖
い
顔
に
な
る
の
と
一
緒
で
す
｡

私
は
変
声
期
が
長
か
っ
た
も
の
で
､
高
い
声
が
割
れ
て
し
ま
い
ま
す
｡
で
す
の
で
､
高
い
と
こ
ろ

は
苦
手
だ
苦
手
だ
と
い
う
先
入
観
が
あ
り
ま
し
た
｡
師
匠
(
八
代
目
綱
大
夫
)
　
か
ら
は
､
高
い
と
こ

ろ
で
声
が
ひ
つ
く
-
返
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
う
　
｢
裏
へ
逃
げ
る
な
､
逃
げ
る
な
｣
と
､
裏
声
を
使
う

の
で
は
な
く
表
で
や
れ
と
叱
ら
れ
た
も
の
で
す
｡
お
相
撲
で
た
と
え
れ
ば
､
土
俵
際
ま
で
押
さ
れ
て

も
'
土
俵
際
を
親
指
で
ぐ
っ
と
こ
ら
え
る
よ
う
に
､
表
と
裏
の
間
で
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
｡
こ
れ
は
至
難
な
こ
と
で
す
｡
師
匠
は
裏
と
表
の
間
み
た
い
な
声
を
お
使
い
に
な
る

の
が
巧
み
で
し
た
｡
声
の
使
い
方
っ
て
い
う
の
は
'
高
音
は
こ
う
使
う
ん
だ
と
頭
か
ら
考
え
な
い
で
'

自
然
体
で
す
ー
っ
と
出
せ
れ
ば
い
い
ん
で
す
が
､
凡
人
に
は
中
々
そ
う
は
い
か
な
い
も
の
で
す
｡
五

十
七
年
も
太
夫
を
や
っ
て
い
て
､
初
歩
の
と
き
に
悩
ん
だ
こ
と
を
､
同
じ
こ
と
を
今
で
も
悩
ん
で
い

ま
す
｡
誠
に
お
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
す
｡

た
だ
､
長
く
や
っ
て
い
る
と
､
苔
の
よ
う
な
も
の
が
付
-
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
､
こ
の
頃
は
面

の
皮
が
厚
-
な
っ
た
の
か
　
(
笑
)
'
た
だ
単
に
声
が
高
い
と
い
う
だ
け
の
と
こ
ろ
は
､
ど
う
に
か
な

る
と
開
き
直
っ
て
い
ま
す
｡
長
局
の
登
場
人
物
は
､
ほ
と
ん
ど
女
性
二
人
だ
け
な
の
で
'
高
い
声
を

使
う
こ
と
が
多
い
ん
で
す
｡
舞
台
に
上
が
っ
て
､
声
を
出
し
て
み
て
'
今
日
は
声
の
調
子
が
良
-
な

い
な
と
思
う
と
き
で
も
､
う
ま
-
港
-
抜
け
る
っ
て
こ
と
が
､
ど
う
に
か
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
｡
と
に
か
-
ち
ゃ
ん
と
線
路
の
上
を
走
っ
て
た
ら
い
い
わ
け
で
'
脱
線
し
た
ら
だ
め
で
す
け
れ
ど

,p'浄
瑠
璃
は
何
度
も
や
っ
て
い
れ
ば
良
-
な
る
と
い
う
よ
う
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
､

そ
れ
で
も
長
局
は
､
五
回
日
に
し
て
､
い
-
ら
か
は
自
分
の
も
の
に
な
っ
た
か
な
と
､
な
り
か
け
て

い
る
か
な
と
｡
そ
う
は
思
っ
て
い
ま
す
け
ど
､
長
局
は
前
半
が
取
-
分
け
え
ら
い
と
こ
ろ
な
の
で
､

今
日
は
ど
う
そ
こ
を
乗
-
越
え
て
や
ろ
う
か
と
'
い
つ
も
考
え
て
し
ま
い
ま
す
｡

マ
ク
ラ
の
｢
お
初
は
そ
れ
と
抜
き
足
さ
し
足
､
辺
り
を
眺
め
､
吐
息
つ
き
､
テ
モ
恐
ろ
し
い
企
み

事
｣
の
｢
吐
息
つ
き
｣
は
､
心
臓
が
止
ま
-
そ
う
に
な
っ
て
い
る
お
初
を
語
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
｡

初
め
て
師
匠
に
稽
古
し
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
は
､
｢
そ
れ
で
は
生
ぬ
る
い
､
そ
れ
で
は
お
客
さ
ま

に
は
聞
こ
え
な
い
｣
と
言
わ
れ
ま
し
た
｡
目
の
前
に
い
る
少
人
数
を
相
手
に
す
る
よ
う
な
語
-
方
で

は
駄
目
で
'
劇
場
に
お
い
で
に
な
っ
た
お
客
さ
ま
全
員
に
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
な
い
と
駄
目
だ
'
つ
ま

は
ら

-
､
自
分
の
牡
だ
け
で
浄
瑠
璃
を
語
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
｡
少
し
大
袈
裟
に
語

る
t
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
簡
単
で
す
が
､
わ
ざ
と
ら
し
く
な
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
｡
今
で
は
､
自
分

な
り
に
｢
吐
息
つ
き
｣
が
'
ま
あ
ま
あ
言
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡

そ
れ
か
ら
'
尾
上
が
登
場
す
る
と
こ
ろ
の
'
｢
長
廊
下
し
づ
し
つ
御
殿
を
下
が
る
尾
上
｣
が
難
し

い
｡
音
階
だ
け
で
い
え
ば
､
｢
し
づ
｣
｢
し
つ
｣
は
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
で
す
｡
音
階
は
変
わ
ら
な

い
ん
で
す
が
､
同
じ
音
階
を
た
だ
繰
り
返
し
て
は
駄
目
だ
と
私
ど
も
は
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡
｢
し

づ
し
つ
｣
　
に
は
､
寂
し
い
節
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
｡
若
い
時
分
で
す
か
ら
'
そ
れ
だ
け
で
は
物
足

-
な
い
し
'
単
純
に
繰
り
返
し
た
だ
け
で
は
叱
ら
れ
る
か
と
'
稽
古
の
時
に
､
｢
し
い
-
づ
､
し
い

い
-
づ
ぅ
ぅ
｣
と
二
回
目
の
　
｢
し
づ
｣
を
少
し
変
え
て
語
っ
た
ん
で
す
｡
そ
し
た
ら
師
匠
が
｢
動
-

な
っ
!
｣
て
｡
そ
れ
で
は
節
を
振
-
す
ぎ
て
い
る
､
｢
尾
上
の
姿
が
語
れ
て
な
い
｣
と
い
う
ん
で
す
｡

前
の
段
で
尾
上
は
岩
藤
に
草
履
で
打
た
れ
て
い
ま
す
｡
そ
の
無
念
さ
を
胸
に
押
し
隠
し
'
打
掛
を
持

っ
て
'
す
I
と
歩
い
て
出
て
-
る
姿
'
そ
う
し
た
尾
上
の
姿
を
語
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
｡
節
に
ば

か
-
気
を
取
ら
れ
て
､
そ
れ
が
わ
か
っ
て
な
か
っ
た
｡
稽
古
で
は
､
先
ほ
ど
の
マ
ク
ラ
か
ら
尾
上
が

出
て
-
る
と
こ
ま
で
､
普
通
な
ら
五
分
程
の
と
こ
ろ
を
'
一
週
間
-
ら
い
や
ら
さ
れ
ま
し
た
｡
結
局
､

｢
も
う
出
来
へ
ん
か
ら
次
､
も
う
先
行
こ
つ
｣
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
｡
今
で
も
'

こ
こ
の
尾
上
の
姿
を
十
分
に
語
れ
て
い
ま
す
か
ど
う
か
｡

そ
れ
か
ら
､
尾
上
が
死
を
決
意
し
て
書
置
き
を
書
-
場
面
｡
太
夫
と
三
味
線
と
が
別
な
こ
と
を
や
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､
時
に
は
三
味
線
と
同
時
に
彩
を
付
け
る
､
住
太
夫
風
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
こ

こ
も
何
か
と
や
か
ま
し
い
箇
所
で
す
｡
こ
の
場
面
が
終
わ
-
､
お
初
が
尾
上
に
薬
が
出
来
ま
し
た
と

告
げ
る
あ
た
り
に
な
り
ま
す
と
､
や
れ
や
れ
と
い
っ
た
気
分
に
な
り
ま
す
｡

長
局
は
､
お
初
と
尾
上
､
ほ
と
ん
ど
女
性
二
人
だ
け
の
芝
居
で
す
｡
こ
の
二
人
の
語
-
分
け
も
､

随
分
と
神
経
を
使
う
と
こ
ろ
で
す
｡
お
初
は
召
使
い
だ
け
れ
ど
も
刀
の
一
手
も
使
え
る
武
士
の
娘
､

主
人
の
尾
上
は
中
老
に
ま
で
出
世
し
て
い
る
け
れ
ど
も
町
人
の
娘
､
生
い
立
ち
が
仝
-
違
う
女
性
二

人
を
語
り
分
け
な
け
れ
ば
な
-
ま
せ
ん
｡
主
人
の
尾
上
が
使
い
に
行
け
と
言
う
｡
お
初
は
尾
上
の
様

子
が
ど
う
も
お
か
し
い
の
で
行
き
た
-
な
い
｡
｢
モ
明
日
の
こ
と
な
さ
れ
ま
せ
ぬ
か
｣
　
｢
主
の
言
い
付

け
を
背
き
や
る
か
｣
｢
イ
エ
そ
う
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
｣
と
い
っ
た
何
で
も
な
い
よ
う
な
遣
-
取
-

の
中
に
も
､
そ
う
し
た
二
人
の
違
い
が
出
て
こ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
｡

お
初
が
｢
ど
-
や
一
走
り
走
っ
て
こ
う
｣
と
小
棲
引
き
上
げ
て
出
て
行
き
ま
す
と
､
六
分
通
り
は

済
ん
だ
よ
う
な
も
の
で
す
｡
長
局
は
､
初
め
の
三
十
分
が
難
し
い
浄
瑠
璃
と
い
え
ま
す
｡

東
京
公
演
の
直
前
ま
で
は
､
こ
の
長
局
を
稽
古
し
な
け
れ
ば
な
-
ま
せ
ん
で
し
た
｡
大
曲
で
す
の

で
'
長
局
だ
け
で
手
1
杯
で
す
o
竹
中
砦
の
本
格
的
な
'
三
味
線
と
合
わ
せ
て
の
稽
古
と
な
る
と
､

こ
れ
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
-
ま
す
｡
た
だ
､
公
演
は
二
十
七
日
ま
で
あ
-
ま
す
の
で
､
そ
れ
か
ら

の
三
日
四
日
で
は
'
と
て
も
時
間
が
足
-
ま
せ
ん
｡
実
は
､
明
日
か
明
後
日
あ
た
-
か
ら
､
長
局
を

勤
め
た
後
で
'
稽
古
を
始
め
よ
う
か
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
｡
清
二
郎
に
し
て
も
､
初
め
て
の

曲
で
す
か
ら
､
ず
っ
と
自
主
稽
古
は
や
っ
て
ま
す
｡
と
に
か
-
三
味
線
の
手
数
が
多
い
浄
瑠
璃
で
す
｡

覚
え
る
だ
け
で
も
大
変
で
､
｢
疲
れ
る
わ
ー
｣
言
う
て
　
(
笑
)
､
合
い
間
を
み
て
は
､
本
を
見
な
が
ら

一
生
懸
命
や
っ
て
ま
す
｡
無
論
'
調
子
を
う
ん
と
下
げ
て
｡
本
当
の
調
子
で
や
る
と
爪
が
傷
ん
で
し

ま
い
ま
す
の
で
｡
た
だ
､
竹
中
砦
が
､
実
に
時
代
物
ら
し
い
と
申
し
ま
す
か
'
こ
う
力
で
､
外
へ
外

へ
と
押
し
て
い
-
よ
う
な
浄
瑠
璃
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
長
局
の
方
は
'
陰
に
こ
も
っ
た
'
内
に
溜

め
て
溜
め
て
溜
め
て
ゆ
-
と
い
う
よ
う
な
浄
瑠
璃
で
す
｡
登
場
人
物
に
し
て
も
､
竹
中
砦
は
人
数
が

多
い
だ
け
で
な
-
'
色
々
な
役
柄
が
出
て
き
ま
す
｡
も
ち
ろ
ん
､
長
局
が
西
風
で
あ
る
の
に
対
し
て

竹
中
砦
は
東
風
で
す
し
､
そ
の
他
に
も
様
々
な
面
で
対
照
的
な
曲
な
の
で
､
私
も
清
二
郎
も
'
切
り

替
え
に
苦
労
す
る
こ
と
に
な
-
そ
う
で
す
｡

竹
中
砦
を
語
る
こ
と
は
'
私
に
と
り
ま
し
て
は
､
師
匠
(
八
代
日
綱
大
夫
)
　
の
遺
言
を
果
た
す
と

い
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
も
ご
ざ
い
ま
す
｡

昭
和
四
十
丁
年
に
国
立
劇
場
が
開
場
し
て
間
も
な
い
頃
､
東
京
で
｢
木
下
蔭
狭
間
合
戦
｣
の
通
し

上
演
が
企
画
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
実
現
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
｡
そ
の
と
き
国
立
劇

場
の
山
田
庄
一
さ
ん
が
師
匠
に
｢
ど
の
太
夫
に
竹
中
砦
を
や
っ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
｣
と
相
談
し
た

と
こ
ろ
､
｢
う
ち
の
織
大
夫
に
や
ら
せ
ま
し
ょ
う
｣
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
｡

と
こ
ろ
が
私
は
昭
和
七
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
'
三
代
目
津
太
夫
師
が
な
さ
っ
た
舞
台
の
竹
中
砦
を
知

り
ま
せ
ん
｡
師
匠
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
､
｢
わ
し
は
自
分
で
や
っ
た
こ
と
な
い
け
ど
､
注
進
が
三

人
も
出
て
-
る
か
ら
え
ら
い
ぞ
｣
と
｡
戦
況
報
告
に
注
進
が
出
て
-
る
場
面
は
'
三
味
線
の
擬
も
激

し
-
て
'
見
て
い
て
も
聞
い
て
い
て
も
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
､
語
る
太
夫
の
方
は
体
力
的
に

か
な
-
こ
た
え
ま
す
｡
そ
れ
が
三
回
あ
る
｡
ち
な
み
に
竹
中
砦
で
は
'
一
度
目
は
斎
藤
義
竜
側
の
優

勢
を
'
二
度
目
は
苦
戦
を
､
三
度
目
は
敗
北
を
伝
え
に
や
っ
て
き
ま
す
｡

師
匠
か
ら
は
筋
立
て
や
ら
を
事
細
か
-
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
､
そ
の
時
に
竹
中
砦
の
床
本

を
譲
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
｡
こ
の
本
で
語
れ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
｡
皆
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
こ
う

と
､
こ
こ
に
お
持
ち
し
ま
し
た
｡
表
紙
に
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
　
｢
織
大
夫
へ
｣
　
｢
人
世
竹
本
綱
大
夫
｣
と

あ
-
ま
す
｡
こ
れ
が
私
の
師
匠
､
恩
師
で
す
｡
師
匠
は
晩
年
､
糖
尿
か
ら
眼
底
出
血
を
患
い
､
こ
れ

を
頂
戴
し
た
当
時
は
､
も
う
目
が
か
な
-
悪
-
な
っ
て
い
ま
し
た
｡
毛
筆
を
持
た
す
と
達
筆
で
､
と

て
も
立
派
な
字
を
書
か
れ
た
方
だ
っ
た
ん
で
す
が
｡
で
す
の
で
､
ポ
ー
ル
ペ
ン
書
き
の
署
名
を
見
せ

た
こ
と
を
知
ら
れ
た
ら
､
｢
そ
ん
な
ん
見
せ
る
な
っ
｣
と
怒
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
　
(
笑
)
｡

師
匠
に
譲
っ
て
い
た
だ
い
た
本
の
来
歴
は
大
変
な
も
の
で
す
｡
表
書
き
と
奥
(
裏
見
返
し
)
　
に
よ

り
ま
す
と
'
も
と
も
と
は
　
『
染
太
夫
日
記
』
を
残
し
た
名
人
の
六
代
目
竹
本
染
太
夫
師
の
師
匠
'
越

前
大
操
師
が
使
っ
て
い
た
本
な
ん
で
す
.
六
代
目
染
太
夫
師
は
'
こ
れ
を
五
代
目
竹
本
弥
太
夫
師
～

そ
の
息
子
が
木
谷
蓬
吟
さ
ん
で
す
　
-
　
に
譲
-
､
さ
ら
に
弥
太
夫
師
は
九
代
目
染
太
夫
師
に
染
太
夫

J

p

･

I

襲
名
を
祝
し
て
贈
っ
た
｡
そ
れ
を
師
匠
の
綱
大
夫
が
手
に
入
れ
'
こ
う
し
て
私
が
頂
戴
し
た
と
い
う

わ
け
で
す
｡
師
匠
は
　
｢
お
前
､
竹
中
砦
を
語
れ
､
勉
強
の
た
め
語
れ
｣
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
っ
た

ん
で
す
が
､
結
局
､
師
匠
の
ご
存
命
中
に
は
語
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡

で
す
の
で
､
竹
中
砦
を
語
る
こ
と
は
私
に
と
っ
て
師
匠
の
遺
言
の
よ
う
な
も
の
な
ん
で
す
｡

も
っ
と
も
､
聴
い
た
こ
と
の
な
い
浄
瑠
璃
で
し
た
か
ら
'
勉
強
の
し
ょ
う
が
あ
-
ま
せ
ん
で
し
た
｡

し
ば
ら
-
し
て
､
四
代
目
竹
本
津
大
夫
さ
ん
と
先
代
の
鶴
揮
寛
治
師
匠
が
な
さ
っ
た
昭
和
四
十
年
の

N
H
K
録
音
が
手
に
入
-
ま
し
た
｡
四
代
目
津
大
夫
さ
ん
は
昭
和
九
年
に
文
楽
で
竹
中
砦
を
語
っ
た

三
代
目
津
太
夫
師
の
御
子
息
で
す
｡
四
代
目
津
大
夫
さ
ん
は
寛
治
師
匠
に
お
稽
古
し
て
い
た
だ
い
た

よ
う
で
す
｡
こ
の
録
音
を
参
考
に
素
浄
瑠
璃
を
や
-
た
い
と
大
阪
の
文
楽
劇
場
の
関
係
者
に
相
談
し

た
と
こ
ろ
､
皆
喜
ん
で
-
れ
ま
し
て
'
｢
こ
れ
は
一
度
や
っ
と
い
て
い
た
だ
か
な
い
と
｣
｢
津
大
夫
さ

ん
の
音
が
あ
っ
て
'
そ
れ
も
結
構
な
も
の
だ
け
れ
ど
'
後
世
に
伝
え
て
ゆ
-
に
は
､
や
は
-
一
皮
や

っ
て
お
い
て
下
さ
い
｣
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
｡

師
匠
か
ら
竹
中
砦
の
稽
古
は
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
た
が
､
い
ろ
い
ろ
と
話
を
う
か
が
う
こ

と
は
で
き
ま
し
た
｡
話
を
う
か
が
っ
た
と
い
う
よ
-
も
､
講
義
を
受
け
た
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
｡
物
語
と
し
て
は
､
斎
藤
義
竜
の
軍
師
竹
中
官
兵
衛
と
小
田
春
永
の
智
将
此
下
当
寺
の

は
ら

知
力
比
べ
で
､
味
方
同
士
で
あ
る
は
ず
の
義
竜
と
官
兵
衛
も
､
お
互
い
で
牡
の
探
-
合
い
を
し
て
い

る
｡
一
方
､
密
命
を
受
け
て
竹
中
官
兵
衛
の
陣
中
に
入
っ
た
左
枝
大
酒
は
､
官
兵
衛
に
欺
か
れ
､
自

責
の
あ
ま
-
切
腹
し
ま
す
が
､
そ
の
切
腹
も
此
下
当
書
の
策
略
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
が
後
で
わ
か

-
ま
す
｡
し
か
も
切
腹
し
て
瀕
死
の
犬
清
と
は
別
の
犬
活
が
戦
場
で
は
大
活
躍
し
て
い
る
と
い
っ
た
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よ
う
な
'
と
に
か
-
非
常
に
入
-
組
ん
だ
筋
で
す
｡
｢
語
句
も
難
し
い
｡
そ
れ
を
明
快
に
語
る
だ
け

で
も
厄
介
､
並
大
抵
で
は
な
い
｣
と
師
匠
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
｡

初
演
は
ど
な
た
で
す
か
っ
て
聞
き
ま
し
た
ら
初
代
の
豊
竹
麓
太
夫
師
だ
と
の
こ
と
｡
で
す
か
ら
腹

力
や
声
の
幅
が
要
求
さ
れ
る
降
立
物
だ
と
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
｡
豊
竹
麓
太
夫
師
は
　
｢
日
吉
丸
椎

桜
｣
小
牧
山
城
中
､
｢
絵
本
大
功
記
｣
十
段
目
尼
ケ
崎
の
初
演
者
で
す
｡
声
域
の
広
い
､
非
常
に
豪

快
な
芸
風
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡
尼
ケ
崎
で
い
え
ば
､
皐
月
の
｢
主
を
殺
し
た
天
罰
の
｣

で
､
専
門
的
に
は
マ
カ
ン
つ
て
い
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
老
女
に
あ
る
ま
じ
き
高
い
声
を
使
い
ま
す
｡

｢
雨
か
涙
の
汐
境
波
立
ち
騒
ぐ
如
-
な
り
｣
の
と
こ
ろ
は
､
太
夫
も
三
味
線
も
熱
演
す
る
と
こ
ろ
で
'

大
落
し
と
い
う
節
な
ん
で
す
れ
ど
も
'
そ
の
豪
快
さ
｡
段
切
も
迫
力
が
あ
り
ま
す
｡
ど
こ
ま
で
も
続

-
軍
船
が
遥
か
に
見
え
､
も
は
や
光
秀
の
劣
勢
は
確
実
な
中
で
､
光
秀
は
千
成
瓢
箪
を
ダ
ー
つ
と
切

-
落
と
し
､
久
書
と
天
王
山
で
最
後
の
戦
を
し
よ
う
と
言
っ
て
別
れ
ま
す
｡
ど
の
場
面
を
と
っ
て
も
､

そ
し
て
ど
の
登
場
人
物
を
と
っ
て
も
､
卓
越
し
た
豊
か
な
表
現
力
を
持
っ
た
太
夫
だ
っ
た
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
ま
す
｡

竹
中
砦
は
麓
さ
ん
で
す
か
ら
'
や
は
-
大
功
記
十
段
目
と
日
吉
丸
の
小
牧
山
､
こ
れ
を
お
手
本
に

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
｡
四
代
目
津
大
夫
さ
ん
と
寛
治
師
匠
の
録
音
は
､
こ
れ
ま
で
も
随
分
と
聴

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
本
当
に
結
構
な
演
奏
で
す
｡
た
だ
､
何
度
も
聴
い
て
い
る
内
に
､
麓
さ

ん
の
も
の
に
し
て
は
'
少
し
さ
ら
っ
と
し
過
ぎ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
も
感
じ
た
-
し
て
い
ま

-WJ例
え
ば
'
師
匠
か
ら
頂
戴
し
た
床
本
を
拝
見
し
て
お
-
ま
す
と
'
｢
座
を
占
む
れ
ば
じ
ろ
-
と
見

や
り
｣
で
は
'
｢
じ
ろ
り
と
｣
　
の
　
｢
じ
｣
　
の
上
に
､
未
で
｢
コ
ハ
｣
と
書
い
て
あ
-
ま
す
｡
場
面
と

し
て
は
'
縁
の
下
に
隠
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
官
兵
衛
に
言
わ
れ
た
犬
清
が
出
て
来
て
'
そ
の
犬
清
を

官
兵
衛
が
じ
ろ
-
と
見
る
と
こ
ろ
で
す
｡
専
門
的
に
言
う
と
'
三
の
コ
ハ
リ
｡
で
す
か
ら
｢
じ
ろ
-
｣

で
コ
ハ
リ
の
ツ
ボ
に
ち
ょ
っ
と
触
れ
て
､
官
兵
衛
の
大
き
さ
と
言
う
か
､
不
気
味
な
感
じ
を
出
す
こ

と
に
な
り
ま
す
｡
た
だ
｢
じ
ろ
り
｣
　
で
は
な
-
｢
じ
い
ろ
お
り
｣
｡
料
理
で
い
う
隠
し
味
で
す
｡
官

か
し
ら

兵
衛
の
首
は
鬼
1
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
｡
｢
鬼
l
法
眼
三
略
巻
｣
菊
畑
に
出
て
-
る
鬼
1
の
｢
咲

い
た
咲
い
い
-
た
｣
､
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
歌
舞
伎
調
に
な
-
ま
す
け
ど
も
､
そ
う
い
う
じ
わ
-
と
し

た
感
じ
が
､
官
兵
衛
に
は
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
ま
た
千
里
の
｢
娘
心
ぞ
道
理
な
る
｣
　
の

｢
娘
心
｣
　
の
と
こ
ろ
に
は
､
太
夫
の
未
で
｢
ウ
キ
ン
｣
と
書
い
て
あ
-
ま
す
｡
で
す
か
ら
｢
娘
心
｣

で
は
ギ
ン
に
行
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
｡
津
大
夫
さ
ん
と
寛
治
師
匠
の
録
音
を
聴
か
せ
て
い
た
だ

き
､
床
本
を
拝
見
し
て
い
る
と
､
そ
う
い
う
所
が
､
ち
ょ
っ
と
さ
ら
っ
と
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
｡
竹
中
砦
は
'
た
だ
力
任
せ
に
ワ
-
つ
と
押
せ
ば
い
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
-
て
'
麓

さ
ん
の
も
の
で
す
か
ら
'
も
う
少
し
こ
っ
て
-
と
し
た
浄
瑠
璃
に
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い

か
と
､
今
は
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
｡

SBIE(

先
ほ
ど
竹
中
官
兵
衛
の
首
は
鬼
1
だ
と
申
し
ま
し
た
が
､
登
場
人
物
の
首
は
何
な
の
か
､
舞
台
に

か
か
っ
た
場
合
､
登
場
人
物
の
ひ
と
り
ひ
と
-
に
つ
い
て
'
ど
の
首
で
遣
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
い

っ
た
心
積
-
が
な
い
と
､
浄
瑠
璃
は
語
れ
な
い
も
の
で
す
｡
そ
こ
で
､
文
雀
く
ん
に
竹
中
砦
の
事
を

尋
ね
て
み
ま
し
た
｡
文
雀
-
ん
は
研
究
熱
心
で
す
か
ら
｢
狭
間
合
戦
｣
と
い
う
作
品
が
あ
る
の
は
知

っ
て
ま
し
た
け
れ
ど
､
私
と
ほ
ぼ
同
年
輩
な
の
で
､
実
際
の
舞
台
は
知
-
ま
せ
ん
｡
も
し
上
演
さ
れ

る
こ
と
に
な
れ
ば
､
｢
玉
男
兄
ち
ゃ
ん
と
相
談
し
て
考
え
る
｣
な
ん
て
言
っ
て
ま
し
た
｡
で
す
か
ら
'

こ
れ
も
自
分
な
-
に
考
え
て
お
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
｡

官
兵
衛
の
妻
'
関
路
は
老
母
で
語
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
､
少
し
色
気
が
あ
っ
た
方

ふ
け
お
や
ま

が
面
白
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
老
女
形
で
は
あ
っ
て
も
'
少
し
若
く
語
ろ
う
か
と
考
え
て
い

ま
す
｡
大
功
記
十
段
目
の
操
で
は
若
す
ぎ
る
感
じ
な
の
で
､
｢
新
う
す
ゆ
き
物
語
｣
　
の
梅
の
方
あ
た

り
を
狙
っ
て
い
ま
す
｡
千
里
の
首
は
娘
(
赤
姫
)
､
大
酒
は
源
太
で
し
ょ
う
｡
た
だ
､
源
太
だ
と
し

て
も
､
あ
ん
ま
-
二
枚
目
に
し
て
は
い
け
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
竹
中
砦
に
は
注
進
を
含
め
れ
ば
､

何
人
も
武
将
が
登
場
し
ま
す
｡
そ
の
語
-
分
け
に
は
苦
労
す
る
こ
と
に
な
-
そ
う
で
す
｡
春
永
と
当

吉
は
'
小
牧
山
に
出
て
き
ま
す
の
で
､
そ
れ
が
応
用
で
き
そ
う
で
す
｡
首
は
ど
ち
ら
も
検
非
違
使
で

す
｡
斎
藤
義
竜
は
　
｢
信
州
川
中
島
合
戦
｣
輝
虎
配
膳
の
輝
虎
を
も
じ
っ
て
み
よ
う
か
と
も
考
え
て
い

ま
す
｡
首
は
文
七
で
す
が
､
師
匠
(
八
代
目
綱
大
夫
)
　
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
猪
武
者
の
よ
う

J

I

I

I

な
雰
囲
気
も
出
せ
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

な
に
せ
私
は
実
際
の
舞
台
を
存
じ
ま
せ
ん
の
で
'
感
じ
が
つ
か
め
な
い
と
こ
ろ
も
多
々
あ
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
､
私
の
持
っ
て
い
る
も
の
を
全
て
フ
ル
に
活
用
し
て
､
や
ら
し
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ

て
お
り
ま
す
｡

｢
狭
間
合
戦
｣
　
で
は
､
竹
中
砦
の
お
稽
古
は
残
念
な
が
ら
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
た
が
､
後

の
壬
生
村
の
段
は
'
八
代
日
野
揮
吉
弥
師
匠
に
お
稽
古
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
こ
の
段
は
昭
和
三

十
三
年
に
十
代
日
豊
竹
若
大
夫
師
匠
が
な
さ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
浄
瑠
璃
の
色
と
申
し
ま
し
ょ

う
か
､
そ
れ
は
吉
弥
師
匠
と
は
全
然
違
い
ま
し
た
け
れ
ど
､
基
本
的
な
所
は
同
じ
だ
な
と
'
そ
ん
な

風
に
聴
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
｡

壬
生
村
の
お
稽
古
は
'
十
代
の
頃
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
｡
私
の
入
門
日
は
昭
和
二
十
一
年

四
月
一
日
､
十
四
歳
で
し
た
か
ら
'
太
夫
に
な
っ
て
程
な
い
時
期
で
す
｡
書
弥
師
匠
は
近
所
に
住
ん

で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
し
､
昭
和
十
年
に
亡
-
な
っ
た
私
の
祖
父
､
七
代
目
の
竹
本
源
太
夫
と
は

お
友
達
で
し
た
の
で
'
随
分
と
か
わ
い
が
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
｡
そ
の
頃
､
書
弥
師
匠
に
お
稽
古
し

て
い
た
だ
い
た
も
の
に
､
｢
楠
昔
噺
｣
　
の
ど
ん
ぶ
り
こ
､
｢
関
取
二
代
鑑
｣
　
の
秋
津
島
な
ど
が
あ
り
ま

す
｡｢

楠
昔
噺
｣
　
の
ど
ん
ぶ
-
こ
に
は
'
7
　
つ
思
い
出
が
あ
り
ま
す
.
昭
和
四
十
六
年
四
月
､
大
阪
の

文
楽
公
演
で
　
｢
楠
昔
噺
｣
　
が
出
ま
し
た
｡
徳
太
夫
住
家
の
切
は
津
大
夫
さ
ん
と
寛
治
師
匠
で
し
た
｡

竹
中
砦
の
録
音
を
残
さ
れ
た
お
二
人
で
す
｡
舞
台
稽
古
の
と
き
'
前
へ
回
っ
て
聴
か
せ
て
も
ら
い
ま

し
て
､
と
-
わ
け
寛
治
師
匠
の
三
味
線
に
は
'
本
当
に
感
動
し
た
も
の
で
す
｡
と
こ
ろ
で
､
ど
ん
ぶ
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り
こ
は
私
と
野
津
勝
太
郎
さ
ん
が
勤
め
る
こ
と
に
な
-
ま
し
た
の
で
､
二
人
で
先
代
の
野
津
喜
左
衛

門
師
匠
の
と
こ
ろ
へ
お
稽
古
に
う
か
が
い
ま
し
た
｡
喜
左
衛
門
師
匠
は
｢
あ
ん
た
誰
ぞ
に
稽
古
し
て

も
ろ
う
た
ん
か
い
｣
と
お
聞
き
に
な
-
ま
し
た
の
で
､
吉
弥
師
匠
に
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
､
｢
あ

の
吉
弥
師
匠
､
あ
あ
そ
う
か
､
そ
-
や
え
え
も
ん
稽
古
し
て
も
ろ
う
た
な
｣
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
､
そ

れ
で
'
私
や
っ
た
ん
で
す
｡
と
こ
ろ
が
あ
の
怖
い
喜
左
衛
門
師
匠
が
何
も
直
さ
な
い
｡
｢
そ
れ
で
え

え
'
面
白
い
で
｣
　
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
っ
た
｡
で
す
か
ら
'
ど
ん
ぶ
り
こ
に
は
自
信
が
あ
る
ん

で
す
｡喜

左
衛
門
師
匠
は
大
変
厳
し
い
方
で
し
た
け
れ
ど
'
何
で
も
か
ん
で
も
｢
こ
ん
な
ん
あ
か
ん
｣
と

否
定
す
る
よ
う
な
方
で
は
あ
-
ま
せ
ん
で
し
た
｡
昭
和
三
十
五
年
に
師
匠
の
綱
大
夫
が
｢
国
性
爺
合

戦
｣
　
の
甘
輝
館
を
勤
め
て
お
ら
れ
ま
す
｡
録
音
も
残
っ
て
ま
す
｡
こ
の
時
､
師
匠
は
喜
左
衛
門
師
匠

に
甘
輝
館
を
聴
い
て
い
た
だ
い
て
ま
す
が
､
喜
左
衛
門
師
匠
に
一
か
ら
教
わ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡
と
申
し
ま
す
の
は
､
昭
和
十
九
年
に
山
城
師
匠
が
　
-
　
当
時
は
ま
だ
豊
竹

古
敬
太
夫
を
名
乗
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
　
-
 
'
甘
輝
館
を
な
さ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
｡
三
味

線
は
四
代
目
の
鶴
揮
清
六
師
匠
で
し
た
｡
こ
の
時
の
甘
輝
館
を
私
は
聴
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
｡
ま
だ
私
が
太
夫
に
な
る
前
で
し
た
け
れ
ど
､
賓
を
尽
-
し
た
立
派
な
見
台
を
使
っ
て
お
ら
れ
て
､

房
の
と
こ
ろ
が
珊
瑚
だ
っ
た
な
ん
て
こ
と
ま
で
よ
-
覚
え
て
い
ま
す
｡
師
匠
の
演
奏
は
昭
和
十
九
年

の
甘
輝
館
の
系
統
だ
と
私
は
考
え
て
お
-
ま
す
｡
師
匠
は
､
山
城
師
匠
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
を
､

喜
左
衛
門
師
匠
に
聴
い
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
｡

竹
中
砦
の
本
格
的
な
稽
古
は
こ
れ
か
ら
で
す
｡
た
っ
た
一
日
の
素
浄
瑠
璃
公
演
の
た
め
に
'
文
楽

で
約
七
十
年
も
の
間
や
っ
て
な
か
っ
た
曲
を
本
興
行
の
演
目
と
は
別
に
覚
え
な
け
れ
ば
な
-
ま
せ

ん
｡
大
変
な
負
担
で
す
｡
清
二
郎
は
､
最
近
は
世
話
物
と
-
わ
け
廓
の
物
が
多
-
'
長
ら
-
時
代
物

を
や
っ
て
い
な
い
か
ら
､
突
っ
込
ん
で
や
れ
る
物
､
え
ら
い
物
を
弾
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
'
自

分
の
方
か
ら
言
っ
て
-
れ
ま
し
た
｡
も
ち
ろ
ん
一
回
の
素
浄
瑠
璃
で
出
来
る
よ
う
な
生
易
し
い
曲
で

は
あ
り
ま
せ
ん
｡
竹
中
砦
は
'
私
に
と
っ
て
勉
強
で
す
が
､
息
子
の
清
二
郎
に
と
っ
て
も
､
こ
れ
か

ら
の
皆
さ
ん
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
､
よ
き
修
行
に
な
っ
て
-
れ
れ
ば
と
思
っ
て
お
-
ま
す
｡

=
平
成
十
五
年
五
月
二
十
一
日
　
早
稲
田
大
学
文
学
部
第
五
会
議
室
-

注
(
-
)
山
川
静
夫
『
綱
大
夫
四
季
』
南
窓
社
(
昭
和
四
十
九
年
十
月
刊
)
　
の
八
代
日
鋼
大
夫
談
｢
こ
れ
(
引

用
者
注
-
竹
中
砦
)
　
は
ね
え
'
不
思
議
な
こ
と
に
'
立
派
な
床
本
を
う
ち
の
師
匠
(
引
用
者
注
=
豊

竹
山
城
少
抜
)
　
か
ら
頂
戴
し
て
二
冊
持
っ
て
お
り
ま
し
た
｡
そ
の
一
冊
を
大
分
以
前
に
津
大
夫
さ
ん

に
進
呈
し
て
､
い
つ
か
語
っ
て
下
さ
い
と
言
う
て
た
ん
で
す
｡
そ
れ
を
寛
治
師
匠
が
覚
え
て
い
て
下

さ
っ
た
ん
で
'
今
回
演
奏
さ
れ
る
こ
と
　
(
引
用
者
注
-
昭
和
四
十
年
九
月
N
H
K
録
音
)
　
に
な
っ
た

訳
で
す
が
｣
｡
現
綱
大
夫
師
御
所
蔵
の
床
本
は
八
代
目
綱
大
夫
が
山
城
少
線
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
二
冊

の
内
の
一
方
か
も
し
れ
な
い
｡

(
2
)
『
綱
大
夫
四
季
』
(
前
出
)
　
の
八
代
日
鋼
大
夫
談
｢
注
進
が
三
人
も
出
て
-
る
L
t
斎
藤
義
竜
と
い

う
よ
う
な
猪
武
者
が
出
て
参
り
ま
す
か
ら
､
三
味
線
を
弾
-
手
数
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
｣
｡

(
文
責
･
飯
島
滴
)

-170-


