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無
双
直
伝
英
信
流
正
統
第
二
十
代
宗
家 

河
野
稔
天
剣
百
錬
先
生 

 

伝 

承 

会 

報 
 

第
十
号 

令
和
二
年
七
月
五
日
発
行 

 
 

編
集
発
行 

鈴 

木 

伸 

昌 

林
崎
甚
助
重
信
公
に
関
す
る
言
い
伝
え
に
つ
い
て 

 

山
形
県
尾
花
沢
市
細
野
に
、
熊
野
居
合
両
神
社
の
奥
の
宮
が
あ
る
。
そ
こ
は
林

崎
甚
助
公
が
修
行
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
地
で
、
そ
の
奥
の
宮
の
近
く
に
坐
禅
に
適

し
た
岩
が
残
っ
て
い
る
。
勿
論
歴
史
的
な
証
明
は
な
く
、
言
い
伝
え
で
あ
る
。
し

か
し
、
ト
ロ
イ
の
木
馬
の
例
も
あ
り
、
言
い
伝
え
を
バ
カ
に
す
る
気
は
筆
者
に
は

な
い
。 

 

修
行
時
代
の
林
崎
甚
助
公
に
関
す
る
言
い
伝
え
を
、
銀
山
温
泉
に
お
ら
れ
る
居

合
人
に
し
て
陶
芸
家
・
伊
藤
瓢
堂
先
生
が
送
っ
て
下
さ
っ
た
の
で
ご
紹
介
す
る
。 

 

天
童
市
の
Ｈ
ギ
フ
ト
セ
ン
タ
ー
に
お
ら
れ
る
Ｎ
さ
ん
（
尾
花
沢
市
延
澤
の
旧
家

の
出
身
）
が
そ
の
お
父
様
か
ら
聞
い
た
話
で
す
。 

 

こ
の
お
父
様
と
い
う
方
は
昭
和
六
年
生
ま
れ
。
延
澤
城
下
の
天
領
区
六
沢
育
ち

で
す
。
延
澤
城
は
延
澤
藩
の
山
城
で
す
。
延
澤
藩
は
、
最
上
家
が
改
易
と
な
る
元

和
八
年
ま
で
銀
山
を
持
っ
て
い
た
県
内
有
数
の
藩
で
、
後
に
幕
府
直
轄
の
天
領
と 

な
り
ま
す
。 

 

村
山
市
林
崎 →

 

大
蔵 →

 

背
あ
ぶ
り
峠 →

 

尾
花
沢
畑
沢 →

 

細
野
入
口 

→
 

延
澤 →

 

六
沢 →

 

銀
山 

 

  

村
山
市
林
崎
と
修
行
の
地
細
野
と
の
間
に
あ
っ
た
背
あ
ぶ
り
峠
で
す
が
、
奥
の 

宮
か
ら
は
裏
道
と
し
て
背
あ
ぶ
り
峠
に
で
る
山
道
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま 

す
。
な
お
こ
の
背
あ
ぶ
り
峠
あ
た
り
は
今
は
国
道
と
は
な
っ
て
い
ま
す
が
、
今
な 

お
険
し
い
山
道
で
す
。 

 

林
崎
甚
助
公
が
、
修
行
を
終
え
て
林
崎
へ
の
帰
路
、
背
あ
ぶ
り
峠
で
山
賊
に
出 

く
わ
し
ま
し
た
。
山
賊
に
囲
ま
れ
ア
ジ
ト
に
連
れ
て
い
か
れ
ま
し
た
。
ア
ジ
ト
は 

洞
穴
で
暗
く
、
油
の
明
か
り
の
み
。
山
賊
の
長
が
、
そ
の
前
に
林
崎
甚
助
公
を
座 

ら
せ
、「
そ
の
刀
を
抜
い
て
み
せ
ろ
」
と
迫
り
ま
す
。
甚
助
公
は
「
は
は
」
と
。
薄 

暗
い
洞
穴
の
中
、
瞬
き
す
る
と
わ
か
ら
な
い
、
ほ
ん
の
一
瞬
キ
ラ
リ
と
光
る
。
甚 

助
公
は
鞘
に
納
ま
っ
た
ま
ま
の
刀
を
両
手
で
長
に
差
し
出
し
ま
し
た
。
す
る
と
、 

山
賊
の
長
の
首
が
ボ
ト
ッ
と
落
ち
、
手
下
た
ち
は
悲
鳴
と
と
も
に
逃
げ
出
し
ま
し 

た
。 

 

新
聞
「
日
本
武
道
」
よ
り 

 

河
野
家
に
大
日
本
武
徳
会
が
発
行
し
て
い
た
「
日
本
武
道
」
と
う
新
聞
が
あ
る
。

そ
の
中
に
興
味
深
い
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。
も
は
や
他
で
は
入
手
不
可
能
と

思
わ
れ
ま
す
の
で
、
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

○
「
土
佐
の
居
合
術
に
就
而
（
つ
い
て
）」
日
本
刀
荘 

谷
村
秀
喜 

（
日
付
を
メ
モ
し
忘
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
十
年
前
後
で
す
。） 

 

無
双
直
傳
長
谷
川
英
信
流
の
本
場
た
る
土
佐
國
に
於
い
て
は
、
現
在
土
佐
出
身 

の
自
分
等
は
当
流
を
内
訳
し
て(

中
西
流)

と(

穂
岐
山
流)

の
二
派
と
し
て
お
り
ま 

す
。
同
じ
土
佐
の
英
信
流
で
あ
っ
て
、
前
記
二
派
の
異
な
る
点
を
一
言
に
し
て
言 
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い
現
さ
し
む
れ
ば
、
穂
岐
山
流
は
形
と
し
て
は
美
練
さ
れ
観
る
目
誠
に
華
や
か 

な
る
形
そ
の
も
の
で
あ
る
。 

 

然
る
に
中
西
流
は
即
ち
直
で
然
も
機
敏
で
あ
り
、
真
剣
味
充
実
し
理
論
徹
底
し 

自
ら
鬼
気
迫
る
実
戦
そ
の
も
の
の
技
で
あ
る
。 

 

一
例
を
挙
げ
る
に
、
穂
岐
山
流
で
は
抜
刀
か
ら
刀
が
鞘
に
治
ま
る
ま
で
総
じ
て 

の
形
が
悠
長
に
し
て
動
静
が
大
き
く
華
や
か
な
る
を
特
徴
と
す
。 

 

中
西
流
に
つ
い
て
は
、
総
じ
て
の
形
が
敏
捷
に
し
て
動
静
は
穂
岐
山
流
に
比
し 

て
や
や
小
さ
く
生
気
漲
り
て
敵
を
斃
す
を
目
的
と
し
、
然
も
理
論
的
に
研
究
さ
れ
、 

利
剣
そ
の
も
の
で
あ
る
。 

中
西
流
の
抜
刀
は
刀
身
が
今
ま
さ
に
鞘
を
拂
わ
ん
と
し
て
切
先
三
寸
鞘
に
残
り 

た
る
時
切
先
に
気
力
を
充
実
さ
し
て
体
を
ヒ
ネ
リ
て
刀
身
を
発
出
し
て
敵
を
弾
力 

斬
に
す
る
も
の
で
あ
る
。 

弾
力
斬
と
は
例
え
ば
一
本
の
竹
の
根
本
と
先
を
両
手
に
て
握
り
、
之
を
円
形
に 

引
き
枉
げ
て
一
方
を
放
ち
た
る
際
の
弾
力
気
分
を
云
う
。
即
ち
こ
の
気
分
で
持
っ 

て
敵
を
斬
り
つ
け
る
の
で
あ
る
。
形
が
技
で
あ
り
技
が
形
で
あ
る
居
合
術
の
総
じ

の
動
静
が
徹
底
し
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。 

 

一
例
す
る
に
大
森
流
の
五
本
目
八
重
垣
の
形
に
於
い
て
抜
付
け
に
敵
の
首
或
る 

い
は
胴
を
斬
り
て
次
に
面
を
割
る
。
而
し
て
血
振
り
を
な
し
刀
が
鞘
に
治
ま
り
か 

け
て
残
心
を
入
ら
ん
と
す
る
時
、
倒
れ
た
る
敵
は
半
ば
起
き
上
が
り
て
自
己
の
右 

足
を
拂
い
に
来
た
れ
る
に
よ
り
、
更
に
刀
を
抜
き
付
け
て
敵
刀
を
撥
き
返
し
、
直 

に
間
髪
を
入
れ
ず
敵
の
面
を
割
る
。
こ
の
と
こ
ろ
ま
で
は
、
両
派
共
大
同
小
異
で 

あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
理
論
の
異
な
る
点
で
あ
る
。 

 

こ
の
場
合
穂
岐
山
流
で
は
そ
の
場
は
左
足
を
屈
す
る
と
同
時
に
敵
の
面
を
割
る
。 

中
西
流
に
於
い
て
は
、
そ
の
場
よ
り
更
に
左
足
を
一
歩
踏
み
出
す
と
同
時
に
右
足 

を
屈
し
て
面
を
割
る
。
こ
の
左
足
一
歩
踏
み
出
す
点
が
中
西
流
と
し
て
理
論
の
徹 

底
し
た
る
点
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
自
己
の
最
前
方
に
出
た
る
右
足
を
敵
が
拂
わ 

ん
と
す
る
時
に
は
自
己
と
敵
と
の
間
隔
は
敵
の
刀
身
と
伸
び
た
る
敵
の
腕
と
の
長 

さ
の
間
隔
が
あ
る
こ
と
は
何
人
と
雖
も
言
を
俟
た
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
ら
ば 

敵
と
自
己
と
の
間
隔
は
少
な
く
と
も
五
尺
位
の
勧
角
は
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
故 

に
前
述
穂
岐
山
流
の
如
く
そ
の
場
に
於
い
て
左
足
を
屈
し
て
斬
り
付
け
た
る
所
で
、 

剣
先
は
敵
に
届
き
憎
い
理
論
と
な
る
。
故
に
中
西
流
で
は
右
足(

筆
者
註 

左
足
の 

誤
植
と
思
わ
れ
る)

を
一
歩
踏
み
出
し
て
斬
り
付
け
る
の
で
あ
る
。
斯
く
す
れ
ば
完 

全
に
自
己
の
剣
先
は
敵
に
達
し
、
目
的
を
果
た
し
得
べ
き
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く 

中
西
流
は
無
双
直
傳
長
谷
川
英
信
流
表
形
四
十
二
本
、
番
外
三
本
共
此
の
理
論
が 

徹
底
致
し
て
お
り
ま
す
。 

 

尚
、
一
言
し
て
置
き
た
い
の
は
当
流
に
は
表
形
の
他
に
裏
形
が
更
に
四
十
二
本 

あ
る
事
を
御
参
考
ま
で
に
申
し
添
え
て
お
き
ま
す
。 

(

筆
者
註 

 

こ
の
記
事
は
昭
和
十
年
前
後
で
す
が
、
穂
岐
山
先
生
は
大
正
十
年
に
既
に
大
江

先
生
か
ら
宗
家
を
継
承
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

穂
岐
山
先
生
の
教
え
を
河
野
先
生
が
本
に
し
た
「
無
双
直
伝
英
信
流
居
合
術 

全
」(

昭
和
八
年
刊)

で
、
八
重
垣
の
脛
囲
い
の
動
作
の
後
に
つ
い
て
「
左
膝
を
跪

く
や
」
と
し
か
書
い
て
お
り
ま
せ
ん
。小
生
は
こ
の
左
膝
は
右
足
踵
の
位
置
に
つ
き
、

右
足
は
更
に
一
歩
進
め
て
割
り
付
け
る
と
習
い
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
敵
と
の

位
置
は
中
西
先
生
と
同
じ
。
違
い
は
前
に
出
る
足
が
右
か
左
か
だ
け
の
違
い
に
な
り

ま
す
。 

ち
な
み
に
、「
無
双
直
伝
英
信
流
居
合
術 

全
」
で
は
、「
虎
一
足
」
も
「
脛
囲
」 

も
、「「
左
膝
を
跪
く
や
」
で
あ
り
、
左
膝
を
ど
こ
に
着
く
か
は
記
載
が
あ
り
ま
せ 

ん
。
小
生
は
、
両
技
と
も
、
八
重
垣
と
同
様
右
足
踵
の
位
置
に
左
膝
を
つ
け
、
右 

足
は
一
歩
進
め
て
割
り
付
け
る
と
習
っ
て
お
り
ま
す
。 
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な
お
、
河
野
先
生
が
「
無
双
直
伝
英
信
流
居
合
道
」(

昭
和
十
四
年
刊)

で
は
、「
左

膝
を
跪
き
つ
つ
刀
を
左
側
よ
り
雙
手
上
段
に
振
り
か
ぶ
り
左
膝
を
前
に
進
め
て
地

に
右
足
を
前
に
出
し
て
」
と
あ
り
、
注
意
点
と
し
て
「
左
膝
を
そ
の
位
置
に
て
床
に

つ
け
て
な
す
も
、
又
は
左
膝
を
右
足
の
後
方
に
少
し
進
め
て
跪
き
、
更
に
右
足
を
進

め
て
後
打
ち
下
す
も
良
し
。
要
は
敵
と
の
間
合
い
の
如
何
に
あ
り
。
」
と
あ
り
ま
す

の
で
、
こ
こ
の
足
の
踏
み
出
し
方
が
穂
岐
山
流
と
中
西
流
の
違
い
と
ま
で
言
え
る
の

か
、
一
考
を
要
す
る
の
で
は
と
、
僭
越
な
が
ら
思
い
ま
す
。 

な
お
、
こ
の
記
事
を
書
か
れ
た
土
佐
出
身
の
谷
村
秀
喜
な
る
人
物
は
、
こ
の
武
道

新
聞
に
広
告
を
出
し
て
お
り
ま
し
た
。
「
居
合
刀
種
々
あ
り 

大
阪
市 

市
電
細
工

谷
停
留
所
前
・
日
本
刀
荘
」
と
あ
り
ま
し
た
。
居
合
刀
各
種
あ
り 

と
あ
る
の
で
、

刀
荘
と
は
刀
商
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
細
工
谷
と
い
う
の
は
大
阪
市
天
王

寺
区
の
地
名
で
す
。 

岩
田
憲
一
先
生
は
こ
の
記
事
の
一
部
を
自
著
「
古
流
居
合
の
本
道
」
に
転
載
し 

て
お
り
ま
す
が
、「
弾
力
斬
り
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。」
以
降
の
肝
心
な
と
こ
ろ
は 

転
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。 

 
 

○
「
土
佐
居
合
に
つ
い
て
」
長
谷
川
流
第
十
八
代
居
合
術
教
士 

竹
村
静
夫 

（
昭
和
十
一
年
二
月
一
日
） 

土
佐
居
合
を
語
る
も
の
は
藩
政
時
代
に
於
け
る
谷
村
派
並
び
に
下
村
派
の
両
派
を 

究
め
、
而
し
て
徳
川
幕
府
中
期
迄
遡
り
「
一
國
一
人
の
相
傳
也
し
と
云
う
当
流
の 

根
源
を
究
む
る
に
非
ざ
れ
ば
未
だ
其
の
器
に
非
ず
。
い
や
し
く
も
土
佐
居
合
を
説 

く
者
は
、
只
々
先
師
の
教
え
を
遵
奉
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
克
く
両
派
の
教
え
を
含 

味
し
て
其
の
理
論
と
実
技
と
が
相
一
致
す
る
、
即
ち
其
の
呼
吸
、
気
位
並
び
に
気 

合
、
間
合
い
、
刀
法
等
総
て
が
今
日
の
剣
法
に
合
致
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。 

 

斯
道
に
志
す
人
々
は
決
し
て
机
上
の
空
論
に
依
っ
て
当
流
の
手
の
内
を
兎
角 

云
々
す
る
こ
と
な
く
、
当
流
各
本
の
教
え
に
付
き
、
そ
れ
ぞ
れ
吟
味
し
て
先
師
の 

教
え
の
那
辺
に
あ
る
か
を
悟
り
、
真
の
教
え
は
単
な
る
架
空
的
な
も
の
で
は
な
く
、 

実
際
と
理
論
と
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
究
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
斯
道 

に
志
す
人
々
が
「
居
合
は
人
を
切
る
も
の
で
は
な
い
、
腹
の
教
え
で
あ
る
」
と
説 

か
れ
る
の
を
拝
聴
す
る
が
、
誠
に
然
り
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
其
れ
を
説
か
れ
る 

迄
に
は
深
甚
の
研
究
と
努
力
を
積
む
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
未
だ
其
の
資
格
は
認
め
ら 

れ
な
い
。
其
の
腹
即
ち
斯
道
の
極
意
に
到
達
す
る
ま
で
に
は
よ
り
よ
く
練
磨
し
、 

真
に
心
剣
一
致
の
妙
諦
を
悟
ら
れ
た
い
も
の
で
あ
る
。 

 

国
家
に
お
け
る
必
勝
の
軍
隊
錬
成
の
主
眼
が
那
辺
に
存
す
る
か
、
邦
家
が
三
十 

六
年
の
危
局
に
際
し
殻
然
と
し
て
外
患
を
圧
倒
す
る
の
は
何
故
か
、
形
の
上
に
於 

い
て
国
家
と
個
人
の
差
こ
そ
あ
れ
、
斯
道
究
極
の
目
的
は
「
居
合
と
は
人
に
切
ら 

れ
ず
人
切
ら
ず
只
つ
つ
し
み
て
平
に
勝
て
」
で
あ
っ
て
、
刀
鞘
の
内
に
あ
っ
て
敵 

を
制
す
る
迄
に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
為
に
は
常
住
坐
臥
不
断
の
精 

進
に
よ
っ
て
、
全
国
無
比
な
る
当
流
の
奥
旨
を
悟
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

尚
当
流
は
他
流
に
見
る
が
如
く
単
な
る
抜
刀
術
に
あ
ら
ず
し
て
、
独
立
し
た
土 

佐
独
特
の
居
合
道
で
あ
る
。
即
ち
四
十
七
本
の
居
合
の
他
に
太
刀
討(

打
？)

の
位
、 

法
合(

詰
合
？)

の
位
、
大
小
詰
、
大
小
立
詰
の
秘
伝
の
存
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は 

な
ら
な
い
。 

 

余
は
土
佐
居
合
道
の
復
活
に
志
す
こ
と
多
年
、
今
や
邦
家
非
常
の
秋
に
際
し
各 

方
面
の
御
示
教
と
ご
協
力
の
も
と
に
当
流
の
隆
昌
を
期
し
た
い
と
念
ふ
。(

終) 

 

○
「
大
阪
の
居
合
術
熱
と
八
重
垣
會
の
河
野
稔
氏
」 

（
昭
和
十
一
年
四
月
一
日
） 

 

大
阪
在
住
の
居
合
術
の
達
人
に
河
野
稔
氏
あ
り
、
居
合
術
教
士
穂
岐
山
波
雄
氏 
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死
去
後
、
藤
本
猪
會
太
氏
並
び
に
同
氏
に
よ
り
週
二
回
武
徳
会
大
阪
支
部
道
場
に 

於
い
て
、
気
ま
ぐ
れ
會
員
の
出
席
如
何
を
問
わ
ず
風
の
日
も
雨
の
日
も
定
め
の
練 

習
日
に
は
寒
中
暑
中
を
問
わ
ず
只
一
人
の
場
合
で
も
熱
心
に
練
習
を
続
け
ら
れ
、 

事
業
御
多
務
の
中
連
月
本
紙
に
居
合
術
に
関
す
る
原
稿(

筆
者
註 

英
信
流
の
業 

の
解
説)

を
頂
戴
致
し
之
が
為
意
外
な
方
面
に
読
者
の
増
加
を
見
つ
つ
あ
り
。
こ
れ 

を
以
て
見
て
も
武
道
門
外
人
に
も
多
く
居
合
を
精
神
修
養
に
、
心
を
練
る
武
芸
と 

し
て
の
心
が
如
何
に
動
き
つ
つ
あ
る
か
を
察
知
で
き
る
。 

大
阪
刀
剣
會
の
會
員
中
に
は
刀
剣
の
鑑
定
が
ど
う
に
か
出
来
て
も
刀
の
抜
き
方 

切
り
方
を
知
ら
ね
ば
と
本
紙
河
野
氏
の
居
合
欄
を
熱
心
に
見
て
研
究
し
て
お
ら
れ 

る
人
も
あ
る
。
錦
城
刀
剣
會
の
斎
木
會
長
も
是
非
居
合
を
や
り
た
い
が
練
習
に
出 

か
け
る
時
間
の
都
合
が
悪
い
為
め
、
本
紙
を
再
読
し
て
お
宅
で
研
究
し
て
居
ら
れ 

る
由
、
練
習
の
場
所
と
時
間
の
都
合
さ
え
つ
け
ば
日
本
人
で
あ
る
以
上
、
剣
道
、 

柔
道
、
弓
道
は
や
れ
な
く
共
居
合
だ
け
は
心
得
て
居(
置
？)

き
た
い
。
斯
く
し
て

一
増(

一
層
？)

日
本
刀
に
親
し
み
た
い
と
い
う
人
も
沢
山
あ
る
。 

 

有
閑
ブ
ル
の
ゴ
ル
フ
、
モ
ボ
の
ダ
ン
ス
其
の
他
も
絶
対
悪
い
と
は
言
わ
な
い
が 

日
本
人
で
あ
る
以
上
時
局
柄
こ
う
し
た
方
面
に
心
し
て
も
ら
い
た
い
。 

 

現
在
大
阪
居
合
術
界
に
は
西
淀
川
区
に
木
村
儀
一
氏
の
居
合
道
場
あ
り
、
船
場 

署
に
藤
本
猪
會
太
氏
あ
り
、南
海
鉄
道
の
道
場
に
は
額
田
長
、
谷
巌
の
両
氏
あ
り
、 

八
重
垣
會
に
は
河
野
稔
氏
初
め
中
村
貞
次
郎
氏
あ
り
、
最
近
武
徳
殿
に
一
寸
顔
を 

出
さ
な
い
が
堀
寅
次
郎
氏
あ
り
、
三
菱
倶
楽
部
に
佐
々
木
、
奥
田
、
松
丸
、
葛
西 

の
各
位
あ
り
、
そ
の
他
い
づ
れ
も
居
合
術
発
展
の
為
努
力
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
は
、 

頼
も
し
き
限
り
な
り
。 

 

○
「
秋
田
木
材
精
進
會 

道
場
の
居
合
術
」 

（
昭
和
十
一
年
四
月
一
日
） 

（
筆
者
註 

秋
田
木
材
と
は
、
河
野
先
生
の
奉
職
先
） 

 

秋
田
木
材
株
式
会
社
の
小
仲
弘
士
郎
氏(

剣
道
錬
士)

は
剣
道
修
養
す
る
者
が
刀 

の
抜
き
方
も
知
ら
ん
様
で
は
恥
だ
。
竹
刀
を
持
っ
て
も
刃
筋
を
考
え
な
い
練
習
で 

は
駄
目
だ
と
あ
っ
て
八
重
垣
会
の
河
野
稔
氏
を
教
師
と
し
て
部
員
全
部
に
居
合
術 

の
練
習
を
進
め
毎
月
曜
日
は
小
仲
錬
士
を
初
め
十
数
名
の
熱
心
な
る
人
々
は
猛
練 

習
を
続
け
て
居
る
。 

 

同
道
場
は
剣
道
も
中
々
盛
ん
に
て
志
賀
教
士
を
名
誉
師
範
に
迎
え
毎
月
曜
日
に 

土
田
教
士
に
稽
古
を
受
け
盛
ん
な
り
。
本
年
五
月
本
部
の
武
徳
祭
に
は
同
道
場
よ 

り
居
合
術
に
小
仲
、
高
瀬
、
田
中
、
鎌
田
、
森
原
、
杉
本
、
上
野
、
森
原
、
間
谷
、 

永
宮
、
南
野
、
斎
藤
、
大
崎
、
柏
原
、
阿
部
、
以
上
各
位
出
場
し
花
々
し
き
處
を 

お
目
に
か
け
る
由
。(

筆
者
註 

こ
の
記
事
に
は
写
真
も
添
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
、 

十
三
名
の
稽
古
風
景
が
映
っ
て
い
る
。) 

 
 河

野
先
生
の
宗
家
継
承
に
関
す
る
Ｋ
・
Ⅰ
先
生
の
発
言
に
つ
い
て 

河
野
先
生
が
無
双
直
伝
英
信
流
の
第
二
十
代
宗
家
で
あ
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い

事
実
で
あ
る
。 

し
か
し
、
大
江
先
生
の
門
弟
の
森
繁
樹
先
生
は
「
英
信
流
に
は
も
と
も
と
「
宗

家
」
は
な
い
。」
な
ど
と
い
う
。 

呼
称
と
し
て
の
「
宗
家
」
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
そ
の
森

先
生
自
身
の
師
匠
大
江
先
生
の
立
場
に
つ
い
て
、
河
野
先
生
は
便
宜
的
に
「
宗
家
」

と
い
う
呼
称
を
つ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
福
井
春
政
先
生
か
ら
そ
の
呼
称
で
、

次
代
継
承
を
依
頼
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

要
は
、
継
が
せ
た
方
の
福
井
先
生
で
は
な
く
、
全
て
河
野
先
生
を
悪
者
扱
い
す

る
よ
う
な
表
現
を
時
々
聞
く
の
で
あ
る
。 

Ｋ
・
Ⅰ
先
生
が
一
九
八
八
年
八
月
二
十
一
日
に
行
っ
た
講
習
会
で
こ
う
述
べ
て
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居
ら
れ
る
。「
二
十
代
の
河
野
先
生
は
、
著
書
で
十
九
代
か
ら
継
げ
と
い
わ
れ
て
継

い
だ
と
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
嘘
で
、
ね
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
ね
だ
っ
て

ね
だ
っ
て
ね
だ
り
倒
し
て
、
と
う
と
う
取
り
上
げ
た
そ
う
で
す
。」 

ね
だ
ら
れ
た
っ
て
、
結
局
そ
れ
を
認
め
た
の
は
福
井
先
生
な
の
だ
が
、
こ
の
表

現
は
、
河
野
先
生
を
悪
者
に
す
る
作
為
に
満
ち
満
ち
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。 

前
号
で
書
い
た
よ
う
に
、
戦
後
稽
古
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
と
き
に
、
福
井
先
生

が
居
合
稽
古
再
会
を
誘
っ
た
ら
、「
今
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
先
ず
食
う
こ
と
が

先
だ
と
言
っ
て
取
り
合
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
」
の
は
、
土
佐
の
居
合
人
だ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

Ｋ
・
Ⅰ
先
生
を
攻
め
る
つ
も
り
は
小
生
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
門
弟
相
手
の
お
話

で
は
、
表
現
が
多
少
誇
張
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
か
そ

の
講
習
会
の
映
像
が
、
コ
ピ
ー
さ
れ
、
色
ん
な
所
に
出
回
る
こ
と
な
ど
、
今
な
ら

と
も
か
く
一
九
八
八
年
当
時
は
思
い
も
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
と
拝
察
し
ま
す
。 

要
は
受
け
取
る
側
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

筆
者
は
か
つ
て
郷
土
史
に
首
を
突
っ
込
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
伊
達
藩
に
江

戸
時
代
に
存
在
し
た
布
袋
軒
と
い
う
虚
無
僧
寺
に
つ
い
て
数
年
か
け
て
調
べ
、
そ

の
時
に
つ
い
た
郷
土
史
の
先
生
か
ら
教
わ
っ
た
の
は
、
資
料
検
証
の
大
事
さ
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
資
料
が
一
次
資
料
か
ど
う
か
、
一
次
資
料
か
ら
の
引
用
で

あ
る
二
次
資
料(

子
引
き
と
い
う)

、
そ
の
二
次
資
料
か
ら
の
引
用
で
あ
る
三
次
資

料(

孫
引
き
と
い
う)

、
そ
の
ま
た
引
用
等
々
の
場
合
、
引
用
の
際
に
は
引
用
し
た

者
の
思
惑
が
混
じ
る
の
で
、
必
ず
原
本
に
当
た
れ
と
い
う
の
が
要
旨
で
し
た
。 

Ｋ
・
Ⅰ
先
生
か
ら
の
こ
う
い
う
発
言
に
つ
い
て
も
同
様
だ
と
思
い
ま
す
。
冷
静

に
、
客
観
的
に
と
ら
え
る
べ
き
と
思
い
ま
す
。。
Ｋ
・
Ⅰ
先
生
は
、「
ね
だ
ら
れ
た
」

と
い
う
こ
と
を
福
井
先
生
か
ら
伺
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
で
な
い
な
ら
誰
か

ら
お
聞
き
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

冷
静
に
考
え
る
。 

河
野
先
生
が
二
十
代
を
継
い
だ
の
は
昭
和
二
十
五
年
五
月
十
四
日
。
そ
れ
に
先

ん
ず
る
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
八
日
に
河
野
先
生
は
福
井
先
生
よ
り
印
可
状
を

与
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
当
然
二
十
代
継
承
の
打
診
は
遅
く
て
も
前
年
二
十
四
年

に
は
あ
っ
た
は
ず
で
す
。 

昭
和
二
十
四
年
と
は
、
ど
ん
な
時
代
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

昭
和
二
十
四
年
七
月
三
日
の
朝
日
新
聞
に
は
「
輸
入
食
料
と
貯
蔵
米
の
放
出
が

特
別
に
許
可
さ
れ
、
こ
の
異
例
の
放
出
に
よ
り
、
非
常
事
態
が
予
測
さ
れ
る
八
月

九
月
の
配
給
が
確
保
さ
れ
る
」と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。ま
だ
ま
だ
食
料
す
ら
、

満
足
に
い
き
わ
た
っ
て
い
な
い
時
代
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

し
か
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
時
点
で
、
日
本
は
ま
だ
ア
メ
リ
カ

の
占
領
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
は
不
景
気
の
真
っ
只
中
で
す
。 

日
本
が
不
景
気
を
脱
し
た
、
い
わ
ゆ
る
朝
鮮
戦
争
の
特
需
は
、
昭
和
二
十
五
年

六
月
に
、
米
軍
の
在
日
兵
站
司
令
部
が
設
け
ら
れ
て
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。 

河
野
先
生
自
身
も
、
野
菜
を
自
ら
栽
培
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
Ｋ
・

Ⅰ
先
生
自
身
も
、
戦
争
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
居
合
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
と
言
っ

て
い
ま
す
。 

英
信
流
と
い
う
居
合
の
流
派
は
、
今
で
こ
そ
全
国
津
々
浦
々
で
物
凄
い
人
数
が

修
行
し
て
い
ま
す
が
、当
時
は
ど
れ
だ
け
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

年
齢
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
前
号
で
も
書
き
ま
し
た
が
、
戦
後
居
合
の
再
会
を

福
井
先
生
が
声
が
け
し
た
時
、
福
井
先
生
は
六
十
五
歳
、
声
を
懸
け
ら
れ
て
断
っ

た
山
本
晴
介
先
生
五
十
五
歳
、
山
本
宅
治
先
生
六
十
三
歳
で
す
。
河
野
先
生
は
五

十
一
歳
で
す
。 

当
時
の
会
社
員
の
定
年
は
何
歳
で
し
ょ
う
か
、
昭
和
六
十
一
年
に
国
は
企
業
に

六
十
歳
定
年
を
努
力
義
務
に
課
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
当
時
の
定
年
は
五
十
五
歳
。 
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そ
れ
よ
り
も
三
十
五
年
以
上
も
前
の
昭
和
二
十
四
年
の
資
料
は
見
つ
け
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。(

ち
な
み
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
『
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
に
出
演
し
た

春
風
亭
昇
太
師
匠
は
、「
祖
父
は
昭
和
二
十
年
に
五
十
五
歳
で
定
年
と
な
り
」
と
発

言
し
て
い
ま
し
た
。) 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
河
野
先
生
ご
自
身
も
、
も
は
や
定
年
が
近
い
年
齢
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
り
ま
す
。
い
く
ら
居
合
に
専
心
し
て
い
て
も
、
そ
の
前
に
日
々

の
暮
ら
し
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
寿
命
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
厚
生
労
働
省
発
表
、
平
均
余
命
の
年
次

推
移
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
十
四
年
に
生
ま
れ
た
ゼ
ロ
歳
児
の
平
均
余
命
は
男
で
五

十
六
歳
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

健
康
面
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
当
時
は
健
康
保
険
は
全
国
民
に
い
き

わ
た
っ
て
い
な
い
時
代
で
す
。
国
民
皆
保
険
が
達
成
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
三
十
六

年
で
す
。
そ
の
健
康
保
険
で
も
当
時
の
自
己
負
担
は
五
割
で
す
。 

ま
だ
ま
だ
結
核
は
死
の
病
で
あ
り
、
抗
生
物
質
は
気
軽
に
使
え
る
状
態
で
は
な

か
っ
た
時
代
で
あ
り
ま
す
。 

河
野
先
生
は
、
決
し
て
若
い
と
は
言
え
な
い
と
き
に
継
承
し
て
い
ま
す
。
そ
の

こ
と
を
先
生
は
深
く
自
覚
し
て
い
た
証
拠
に
、
宗
家
を
継
承
し
た
翌
日
、
昭
和
二

十
五
年
四
月
十
五
日
に
、
早
く
も
「
無
双
直
伝
英
信
流
居
合
兵
法 

後
継
宗
家
候

補
者
決
定
之
掟
」
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

河
野
先
生
は
、
そ
の
後
毎
年
正
月
元
旦
に
、
宗
家
継
承
の
遺
言
を
認
め
る
習
慣

だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
最
後
の
伴
侶
と
な
る
文
子
様
を
得
て
以
降
は
、
無
か
っ
た

と
の
こ
と
で
す
。 

な
お
、
河
野
先
生
は
亡
く
な
ら
れ
る
年
の
五
月
十
一
日
に
故
郷
大
分
県
日
田
市

天
ヶ
瀬
に
お
い
て
喜
寿
の
小
宴
を
開
く
予
定
で
し
た
。 

河
野
先
生
は
、
そ
の
小
宴
で
次
代
宗
家
を
発
表
し
、
ゆ
く
ゆ
く
は
故
郷
に
戻
る

お
つ
も
り
だ
っ
た
そ
う
で
す
、
そ
の
地
に
道
場
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
土
地
も
探

し
て
い
た
と
奥
様
か
ら
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
案
内
状
を
出
し
た
数
日
後
に
倒
れ
ら

れ
ま
し
た
。 

歴
史
に
も
し
も
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
し
河
野
先
生
が
少
な
く
と
も
そ
の
小
宴

の
日
ま
で
お
元
気
で
あ
っ
た
な
ら
、
と
ふ
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。 

話
が
そ
れ
ま
し
た
。 

河
野
先
生
が
継
が
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
や
い
の
や
い
の
い
う
人
が
居
ら
れ
ま

す
が
、
冷
静
に
当
時
の
状
況
を
ぱ
っ
と
思
い
つ
く
だ
け
の
要
素
で
調
べ
て
も
、
と

て
も
と
て
も
、
気
軽
に
継
げ
る
状
況
で
な
い
こ
と
は
、
普
通
の
感
覚
を
持
っ
た
人

な
ら
ご
理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

明
治
期
に
廃
れ
か
か
っ
た
剣
道
は
、
西
南
戦
争
で
息
を
吹
き
返
し
た
と
言
わ
れ

ま
す
。
昭
和
二
十
五
年
、
剣
道
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
禁
止
さ
れ
、
歌
舞
伎
も
禁
止
さ
れ
、

映
画
の
時
代
劇
も
禁
止
さ
れ
、
連
合
軍
の
占
領
自
体
い
つ
終
わ
る
か
わ
か
ら
な
い

時
代
（
占
領
が
終
了
す
る
の
は
昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
八
日
）
に
、
宗
家
を
継

承
し
て
も
、
明
治
期
の
西
南
戦
争
の
よ
う
に
居
合
が
復
活
す
る
契
機
が
く
る
と
誰

も
云
え
な
い
時
代
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
武
道
が
す
た
れ
、
入
門
者
が
枯

渇
し
次
の
世
代
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
ら
、
大
阪
の
河
野
の
責
任
と
さ
れ
る
の
で
す
。 

Ｋ
・
Ⅰ
先
生
は
「
河
野
先
生
が
ク
レ
ク
レ
と
い
っ
た
」
と
い
っ
て
ま
す
が
、
そ

れ
は
経
済
大
国
と
な
り
、
趣
味
で
休
み
の
日
に
稽
古
に
い
そ
し
め
る
状
況
で
、
初

め
て
い
え
る
表
現
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

居
合
の
道
に
於
い
て
、
河
野
先
生
よ
り
か
な
り
後
輩
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
言

葉
は
、
ち
ょ
っ
と
ご
無
礼
で
は
な
い
か
と
、
正
直
感
じ
ま
す
。
自
分
の
講
習
会
だ

か
ら
言
葉
が
過
ぎ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。 

要
は
受
け
取
る
側
で
す
。
話
は
一
方
か
ら
聞
い
た
こ
と
は
鵜
呑
み
に
せ
ず
検
証

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
戒
を
込
め
て
、
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 


