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建
武
中
興
の
崩
壊

　
中
島
商
相
が
、
足
利
尊
氏
の
た
め
に
、
災
禍
を
獲
た
。
尊
氏
の
如
く
朝
敵

と
な
っ
た
も
の
は
、
古
来
外
に
も
沢
山
あ
る
。
朝
敵
と
な
ら
な
い
ま
で
も
、

徳
川
家
康
以
下
の
将
軍
な
ど
は
、
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
殊
に
温
厚
そ

う
に
見
え
る
二
代
将
軍
秀
忠
の
如
き
、
朝
廷
に
対
し
て
、
悪
逆
を
極
め
て
い

る
。

　
だ
が
、
尊
氏
丈だけ
が
、
ど
う
し
て
百
世
の
下
、
な
お
憎
ま
れ
者
に
な
っ
て
い

る
か
。
そ
れ
は
、
純
忠
無
比
な
楠
公
父
子
を
向
う
に
廻
し
た
か
ら
で
あ
る
。

尤
も
、
中
島
商
相
を
弾
劾
し
た
菊
池
中
将
（
九
州
の
菊
池
神
社
を
中
心
と
し
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て
、
菊
池
同
族
会
な
る
も
の
あ
り
、
中
将
は
そ
の
会
長
で
あ
る
。
自
分
も
そ

の
会
員
で
あ
る
）
の
先
祖
た
る
菊
池
氏
も
亦
、
五
百
年
間
勤
王
一
途
い
ち
ず
の
忠
勤

を
つ
く
し
た
家
柄
で
、
山
陽
を
し
て
「
翠
楠
必
ず
し
も
黄
花
に
勝
ら
ず
」
と

云
わ
し
め
た
が
、
活
躍
の
舞
台
が
、
近
畿
で
な
い
か
ら
、
楠
公
父
子
の 

赫  

か
く
か

々 く
た
る
事
蹟
に
は
及
ば
な
い
。
今
、
四
条
畷
な
わ
ての
戦
い
を
説
く
に
は
、
ど
う

し
て
も
建
武
中
興
が
、
如
何
に
し
て
崩
壊
し
た
か
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
元
弘
三
年
六
月
五
日
、
後
醍
醐
天
皇
は
王
政
復
古
の
偉
業
成
っ
て
、
め
で

た
く
京
都
に
還
幸
さ
れ
た
。
楠
正
成
、
名
和 

長  

年 

な
が
と
し

以
下
の 

凱  

旋 

が
い
せ
ん

諸
将
を

従
え
ら
れ
、
『
増
鏡
』
に
依
る
と
、
其
の
行
列
は
二
条
富
小
路
の
内
裏
だ
い
り
か
ら
、

東
寺
の
門
ま
で 

絡  

繹 

ら
く
え
き

と
し
て
続
い
た
と
あ
る
。
供ぐ
奉ぶ
の
武
将
達
も
、
或
は

河
内
に
、
或
は
伯
耆
ほ
う
き
に
、
北
条
氏
討
滅
の
為
に
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
を
味
っ
た
訳
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で
あ
る
か
ら
、
此
の
日
の
主
上
及
び
諸
将
の
面
上
に
漂
う
昂
然
た
る
喜
色
は
、

想
像
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
て
建
武
中
興
の
眼
目
な
る
天
皇
親
政
の
理
想
は
、
実
現
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
早
く
も
此
の
新
政
府
の
要
人
連
の
間
に
、
逆

境
時
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
内
部
的
対
立
が
兆きざ
し
て
い
た
。
つ
ま
り
武
家

と
公く
卿げ
が
各
々
、
自
分
こ
そ
此
の
大
業
の
事
実
上
の
功
労
者
で
あ
る
と
、
銘

々
勝
手
に
考
え
出
し
て
来
た
為
で
あ
る
。

　
武
家
に
す
れ
ば
、
実
力
の
伴
わ
ぬ
公
卿
達
の
如
何
に
も
と
り
澄
し
た
態
度

が
気
に
食
わ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
恐
ら
く
は
、
「
俺
た
ち
に
泣
き
つ
い

て
来
た
当
時
を
忘
れ
た
の
か
」
と
言
い
度
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
一

緒
に
仕
事
を
し
て
み
て
も
、
何
だ
か
調
子
が
会
わ
な
い
。
そ
の
平
和
に
な
っ
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て
、
文
事
ば
か
り
に
な
る
と
、
河
原
の
落
書
に
ま
で
「
き
つ
け
ぬ
冠
上
の
き

ぬ
、
持
も
な
ら
わ
ぬ
笏
も
ち
に
、
大
裏
交
り
は
珍
ら
し
や
」
と
愚
弄
さ
れ
る

の
も
癪
し
ゃ
くに
触
る
。
そ
の
上
、
素
朴
な
一
般
武
士
の
頭
に
は
、
延
喜  

天    

暦  

て
ん
り
ゃ
く

の
昔
に
還
ら
ん
と
す
る
、
難
し
い
王
政
復
古
の
思
想
な
ど
、
本
当
に
理
解
さ

れ
る
訳
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
唯
自
分
達
の
実
力
を
信
ず
る
彼
等
は
、
北
条
氏
を
滅
ぼ
し
た
の
は
、
俺
達

の
力
だ
と
確
く
信
じ
、
莫
大
な
る
恩
賞
を
期
待
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
公
卿
の
方
に
も
、
此
等
の
粗
野
で
は
あ
る
が
単
純
な
武
家
に
対
し
て
、

寛
容
さ
を
欠
い
て
居
た
し
、
之
を
う
ま
く
操
縦
す
る
方
略
に
も
欠
け
て
い
た
。

頼
朝
以
来
武
家
に
奪
わ
れ
て
い
た
政
権
が
、
久
し
振
り
で
自
分
達
の
掌
中
に

転
が
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
有
頂
天
に
な
る
の
は
無
理
も
な
い
が
、
余
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り
に
も
公
卿
第
一
の
夢
の
実
現
に
急
で
あ
っ
た
。
窮
迫
し
た
財
政
の
内
か
ら
、

荘
厳
な
る
大
内
裏
の
造
営
を
企
て
た
り
し
た
。
其
他
地
方
官
と
し
て
赴
任
し

た
彼
等
の
豪
奢
な
生
活
は
、
大
い
に
地
方
武
士
の
反
感
を
買
っ
た
。
一
時
の

成
功
に
す
ぐ
調
子
に
乗
る
の
は
、
苦
労
に
慣
れ
な
い
貴
族
の
通
性
で
あ
ろ
う
。

彼
等
は
し
ば
し
ば
厳
然
た
る
存
在
で
あ
る
武
家
を
無
視
し
よ
う
と
し
た
。

　
北
畠
親
房
は
『
神
皇
正
統
記
』
に
於
て
、
武
家
の
恩
賞
を
論
じ
て
「
天
の

功
を
盗
み
て
、
お
の
が
功
と
思
へ
り
」
と
言
っ
て
居
る
。
歴
史
家
と
し
て
鋭

い
史
眼
を
持
っ
て
居
た
親
房
程
の
人
物
で
も
、
公
家
本
位
の
偏
見
か
ら
脱
す

る
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
は
武
家
も
収
ら
な
い
。

『
太
平
記
』
の
記
者
は
、

7



「
日
来
ひ
ご
ろ
武
に
誇
り
、 

本  

所 

ほ
ん
じ
ょ

を
無なみ
す
る
権
門
高
家
の
武
士
共
い
つ
し
か
諸
庭

奉
公
人
と
成なり
、
或
は
軽
軒
香
車
の
後
に
走
り
、
或
は
青
侍
格
勤
の
前
に
跪
ひ
ざ
ま
ずく
。

世
の
盛
衰
、
時
の
転
変
、
歎
ず
る
に
叶
は
ぬ
習
と
は
知
り
な
が
ら
、
今
の
如

く
に
し
て
公
家
こ
う
け
一
統
の
天
下
な
ら
ば
、
諸
国
の
地
頭
御
家
人
は
皆
奴
婢 

雑  

ぞ
う
に

人 ん
の
如
く
に
て
あ
る
べ
し
」

と
、
そ
の
当
時
武
士
の
実
状
を
述
べ
て
居
る
。

　
其
の
上
、
多
く
の
武
士
に
は
恩
賞
上
の
不
満
が
あ
っ
た
。
彼
等
の
忠
勤
は

元
来
、
恩
賞
目
当
て
で
あ
る
。
亦
朝
廷
で
も
、
そ
れ
を
予
約
し
て
味
方
に
引

き
入
れ
た
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
云
わ
ば
約
束
手
形
が
沢
山
出
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
後
醍
醐
天
皇
が
伯
耆
船
上
山
に
御
還
幸
の
時
、
名
和
長
重
は
「
古
よ
り
今
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に
至
る
ま
で
、
人
々
の
望
む
所
は
名
と
利
の
二
也
」
と
放
言
し
て
、
官
軍
に

加
っ
た
こ
と
が
『
太
平
記
』
に
見
え
る
。
其
の
真
疑
は
と
に
か
く
、
先
ず
普

通
の
地
方
武
士
な
ど
大
体
こ
ん
な
調
子
で
あ
ろ
う
。
伝
う
る
所
に
よ
れ
ば
、

諸
国
か
ら
恩
賞
を
請
う
て
入
洛
し
、
万
里
小
路

ま
で
の
こ
う
じ
坊
門
の
恩
賞
局
に
殺
到
す
る

武
士
の
数
は
、
引
き
も
切
ら
な
か
っ
た
と
言
う
。
だ
か
ら
充
分
な
る
恩
賞
に

 

均  

霑 

き
ん
て
ん

し
得
な
い
場
合
、
彼
等
の
間
に
、
不
平
不
満
の
声
の
起
き
る
の
は
当

然
で
あ
る
。

　
或
日
、
塩
谷
え
ん
や
判
官
高
貞
が
良
馬
竜
馬
を
禁
裡
に
献
上
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

天
皇
は
之
を
御
覧
じ
て
、
異
朝
は
知
ら
ず
我
が
国
に
、
か
か
る
俊
馬
の
在
る

を
聞
か
ぬ
、
其
の
吉
凶
如
何
い
か
に
と
尋
ね
ら
れ
た
。
側
近
の
者
皆
宝
祚
ほ
う
そ
長
久
の
嘉か

瑞ずい
な
り
と
奉
答
し
た
が
、
只
万
里
小
路
藤
房
は
、
政
道
正
し
か
ら
ざ
る
に
依
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り
、
房
星
の
精
、
化
し
て
竜
馬
と
な
り
人
心
を
動
揺
せ
し
め
る
の
だ
と
云
っ

て
、
時
弊
を
痛
論
し
た
。
即
ち
元
弘
の
乱
に
官
軍
に
加
っ
た
武
士
は
、
元
来

勲
功
の
賞
に
与
あ
ず
から
ん
為
の
み
で
あ
る
か
ら
、
乱
後
に
は
忽
ち
幾
千
万
の
人
々

が
恩
賞
を
競
望
し
て
居
る
。
然
る
に
公く
家げ
一
味
の
者
の
外
は
、
空
し
く
恩
賞

の
不
公
正
を
恨
み
、
本
国
に
帰
っ
て
行
く
。
か
か
る
際
に
も  

不    

拘  

か
か
わ
ら
ず

、
大

内
裏
の
造
営
は
企
劃
さ
れ
、
諸
国
の
地
頭
に
二
十
分
の
一
の
得
分
を
そ
の
費

用
と
し
て
割
当
て
て
居
る
。
其
上
、
朝
令
暮
改
、
綸
旨
り
ん
し
は
掌
た
な
ご
こ
ろを
飜
す
有
様
で

あ
る
。
今
若
し
武
家
の  

棟    
梁  

と
う
り
ょ
う

た
る
可
き
者
が
現
れ
た
ら
、
恨
を
含
み
、

政
道
を
猜そね
む
の
士
は
招
か
ざ
る
に
応
ず
る
で
あ
ろ
う
。
夫
れ
天
馬
は
大
逆
不

慮
の
際
、
急
を
遠
国
に
報
ず
る
為
め
聊
い
さ
さか
用
う
る
に
足
る
丈
で
あ
る
。
だ
か

ら
竜
馬
は
決
し
て
平
和
の
象
徴
で
は
な
い
、
と
云
う
の
だ
。

10四条畷の戦



　
そ
れ
が
、
『
太
平
記
』
の
有
名
な
竜
馬 

諫  

奏 

か
ん
そ
う

の
一
挿
話
で
あ
る
。
元
来

太
平
記
は
文
飾
多
く
、
史
書
と
し
て
其
の
価
値
を
疑
わ
れ
、
古
来
多
く
の
学

者
か
ら
排
撃
さ
れ
て
居
る
。
併
し
藤
房
を
し
て
中
興
政
治
の
禍
根
を
指
摘
さ

せ
て
居
る
所
な
ど
、
『
太
平
記
』
著
者
の
史
眼
は 

烱  

々 

け
い
け
い

と
し
て
、
其
の
論

旨
は 

肯  

綮 

こ
う
け
い

に
当
っ
て
居
る
と
思
う
。

　
思
う
に
尊
氏
は
そ
の
所
謂
棟
梁
で
あ
る
。
門
閥
に
於
て
は
源
氏
の
正
統
で

あ
り
、
北
条
氏
で
さ
え
之
と
婚
姻
を
結
ぶ
の
を
名
誉
と
考
え
た
程
の
名
家
で

あ
る
。
何
時
頃
か
ら
此
の
不
平
武
士
の
棟
梁
と
し
て
の
自
分
を
意
識
し
た
か

知
ら
な
い
が
、
六
波
羅
滅
亡
後
、
一
時
京
都
が
混
乱
に
陥
っ
た
時
、
早
速
奉

行
所
を
置
い
て
時
局
を
収
拾
し
た
芸
当
な
ど
、
実
に
鮮
か
な
も
の
で
あ
る
。

一
見
極
め
て
矛
盾
し
た
様
な
性
格
ら
し
く
、
そ
れ
だ
け
に
政
治
家
と
し
て
は
、
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陰  

翳 
い
ん
え
い

が
多
い
訳
だ
。

　
だ
か
ら
誇
張
さ
れ
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
悪
人
に
な
り
得
る
。
直
木
三
十
五

は
「
尊
氏
は
成
功
し
た
西
郷
隆
盛
で
あ
る
」
と
評
し
て
居
る
が
、
人
物
と
し

て
は
相
当
な
も
の
で
あ
る
。
中
島
商
相
位
に
賞
め
ら
れ
て
も
い
い
の
で
あ
る

が
、
前
に
も
云
っ
た
如
く
、
人
間
と
し
て
純
粋
無
比
な
楠
公
父
子
を
相
手
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
に
、
彼
の
最
大
の
不
幸
が
あ
る
と
思
う
。
恐

ら
く
勝
利
の
悲
哀
を
此
の
男
程
痛
切
に
味
っ
た
者
は
、
国
史
に
は
尠
す
く
ない
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
正
成
と
正
行
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楠
氏
は
元
来
橘
氏
の
出
で
あ
る
。
勿
論
其
の
由
緒
に
就
て
は
詳
し
い
こ
と

は
何
も
分
ら
な
い
。
当
時
、
河
内
の
東
条
川
に
拠
っ
た
一
小
豪
族
に
遇
ぎ
な

い
の
だ
。

　
恐
ら
く
挙
兵
前
の
大
楠
公
は
、
地
方
に
よ
く
有
る
好
学
の
精
神
家
で
あ
り
、

戦
術
家
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。

　
足
利
、
新
田
の
如
く
源
家
嫡
流
の
名
家
で
も
な
い
し
、
菊
池
、
名
和
の
如

く
北
条
氏
に
対
し
て
百
年
の  
怨    

讐  
お
ん
し
ゅ
う

を
含
ん
で
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
亦

皇
室
か
ら
特
別
の
御
恩
を
戴
い
た
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
然
る
に
渺
び
ょ
うた
る
河

内
の
一
郷
士
正
成
が
敢
然
立
っ
て
義
旗
を
翻
す
に
至
っ
た
動
機
に
は
、
実
に

純
粋
な
も
の
が
あ
る
の
だ
。
学
者
の
研
究
に
依
る
と
、
正
成
は
宋
学
の 

造  

ぞ
う
け

詣 い
が
相
当
深
か
っ
た
様
だ
。
宋
学
の
根
本
思
想
の
一
つ
は
忠
孝
説
で
あ
る
。
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つ
ま
り
学
問
的
に
正
成
は
忠
義
の
何
物
た
る
か
を
熟
知
し
て
居
た
の
だ
か
ら

迷
わ
な
い
の
だ
。
最
初
か
ら
、
功
利
的
忠
義
で
は
な
い
の
だ
。
尚
、
宋
学
は

当
時
後
醍
醐
天
皇
初
め
南
朝
公
家
の
間
に
盛
に
行
わ
れ
て
居
た
か
ら
、
正
成

は
天
皇
と
同
系
統
の
学
問
を
し
て
居
た
こ
と
に
な
る
。
南
柯
な
ん
か
の
夢
で
正
成
を

笠
置
に
召
し
出
し
た
の
が
奉
公
の
最
初
で
あ
る
と
す
る
、
『
太
平
記
』
の
説

は
さ
て
措お
き
、
早
く
か
ら
こ
の
君
臣
の
間
に
、
あ
る
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は

想
像
出
来
る
。
正
中
の
変
前
に
、
日
野
俊
基
が
山
伏
姿
で
湯
治
と
称
し
、
大

和
、
河
内
に
赴
い
た
こ
と
は
、
『
増
鏡
』
や
『
太
平
記
』
に
立
派
に
記しる
し
て

あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
ん
な
時
、
楠
氏
と
朝
廷
と
が
結
ば
れ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
或
は
も
っ
と
早
く
、
学
問
上
の
関
係
か
ら
、
天
皇
と
正
成
は
相
共
鳴
す

る
所
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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と
に
か
く
正
成
は
出
発
点
か
ら
し
て
、
他
の
多
く
の
諸
将
と
違
っ
て
居
る
。

つ
ま
り
学
問
上
の
信
念
を
純
粋
に
実
践
に
依
っ
て
生
か
し
て
居
る
か
ら
だ
。

『
太
平
記
』
の
記
者
な
ど
は
、
所
き
ら
わ
ず
正
成
を
褒
め
倒
し
て
居
る
が
、

こ
れ
な
ど
も
戦
記
作
者
を
通
じ
て
、
当
時
一
般
の
輿
望
よ
ぼ
う
が
現
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
或
日
、
武
将
達
が
集
っ
て
、
建
武
中
興
で
一
番
手
柄
の
あ
っ
た
者
は
誰
だ

ろ
う
と
議
論
が
あ
っ
た
。
各
々
我
田
引
水
の
手
柄
話
に
熱
を
上
げ
て
居
る
と
、

正
成
は
「
そ
れ
は
菊
池
（
武
時
）
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
滅
多
に
人
を
ほ
め

た
こ
と
の
な
い
新
田
義
貞
も
、
此
の
一
言
に
は
非
常
に
感
動
し
た
と
云
う

（
『
惟
澄
文
書
』
）
。
そ
の
謙
抑
知
る
べ
し
だ
。

　
戦
後
の
論
功
行
賞
に
し
て
も
そ
う
だ
が
、
尊
氏
や
義
貞
に
比
し
て
、
正
成
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は
寧
ろ
軽
賞
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
黙
々
と
し
て
忠
勤
を
励
む
其
の
誠
実
さ
は
、

勘
定
高
い
当
時
の
武
士
気
質
の
中
に
あ
っ
て
、 

燦  

然 

さ
ん
ぜ
ん

と
し
て
光
っ
て
い
る
。

　
最
近
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
『
密
宝
楠
公
遺
訓
書
』
と
云
う
本
が
あ

る
。
正
成
が 
正  
行 
ま
さ
つ
ら

に
遺
言
と
し
て
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
云
う
。
そ
の
中

に
、

「
予
討
死
す
る
時
は
天
下
は
必
ず
尊
氏
の
世
と
な
る
べ
し
。
然
り
と
云
へ
ど

も
、
汝
、
必
ら
ず
義
を
失
ふ
こ
と
な
か
れ
。
夫
れ
諸
法
は
因
縁
を
離
れ
ず
。

君
と
な
り
臣
と
な
る
こ
と
、
全
く
私
に
あ
ら
ず
。
生
死
禍
福
は
、
人
情
の
私

曲
な
る
に
随
し
た
がは
ず
。
天
命
歴
然
と
し
て
遁のが
る
ゝ
処
な
し
」
と
あ
る
。
少
し
仏

法
臭
を
帯
び
て
は
居
る
が
、
秋
霜
烈
日
の
如
き
遺
言
で
あ
る
。
名
高
い
桜
井

の
訣
別
の
際
の
教
訓
に
し
て
も
そ
う
だ
が
、
兎
に
角
斯こ
う
し
た
一
種
の
忠
君
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的
ス
パ
ル
タ
教
育
で
、
小
楠
公
は
鍛
え
ら
れ
た
の
だ
。
幼
少
時
代
の
正
行
を

記
す
も
の
は
、
『
太
平
記
』
唯
一
つ
で
あ
る
。  

湊    

川  

み
な
と
が
わ

で
戦
死
し
た
父
の

首
級
を
見
て
、
自
殺
せ
ん
と
し
て
母
に
諫いさ
め
ら
れ
、
其
の
後
は
日
常
の
遊
戯

に
ま
で
、
朝
敵
を
討
ち
、
尊
氏
を
追
う
真
似
ば
か
り
し
て
居
た
と
云
う
。

　
思
う
に
彼
を
取
巻
く
総すべ
て
の
雰
囲
気
が
、
此
の
少
年
を
、
亡
父
の
義
挙
を

継
ぐ
べ
き
情
熱
へ
と
駆
り
立
て
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
吉
野
拾
遺
』
に
、
正
行
が
淫
乱
な 

師  

直 

も
ろ
な
お

の
手
か
ら
弁
内
侍
を
救
っ
た
と

云
う
有
名
な
話
が
あ
る
。

「
正
行
な
か
り
せ
ば
い
と
口
惜
し
か
ら
ま
し
に
、
よ
く
こ
そ
計
ひ
つ
れ
」
と

後
村
上
帝
が
賞
讃
し
、
内
侍
を
正
行
に
賜
ら
ん
と
し
た
。
す
る
と
正
行
は
、

「
と
て
も
世
に
、
な
が
ら
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
身
の
、
仮
の
契
を
い
か
で
結
ば

17



ん
」

　
と
奏
し
て
辞
し
た
と
云
う
。

　
多
分
に
禁
欲
的
な
、
同
時
に
自
己
の
必
然
的
運
命
を
早
く
か
ら
甘
受
し
て

居
る
聡
明
な
青
年
武
将
の
面
影
が
躍
如
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
正
行
の
活
動

　
延
元
四
年
の
秋
、
後
醍
醐
天
皇
は
吉
野
の
南
山 

行  

宮 

あ
ん
ぐ
う

に
崩
御
せ
ら
れ
た
。

北
畠
親
房
は
常
陸
関
城
に
あ
っ
て
此
の
悲
報
を
聞
き
、
「
八
月
の
十
日
あ
ま

り
六
日
に
や
、
秋
露
に
侵
さ
れ
さ
せ
給
ひ
て
崩かく
れ
ま
し
ま
し
ぬ
と
聞
え
し
。

寝ぬ
る
が
中
な
る
夢
の
世
、
今
に
始
め
ぬ
習
ひ
と
は
知
り
な
が
ら
、
か
ず
〳
〵
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目
の
前
な
る
心
地
し
て
、
老おい
の
涙
も
か
き
あ
へ
ね
ば
筆
の
跡
さ
へ
滞
り
ぬ
」

と
『
神
皇
正
統
記
』
の
中
で 

慟  

哭 

ど
う
こ
く

し
て
居
る
。

　
正
成
夙つと
に
戦
死
し
、
続
い
て
北
畠 

顕  

家 

あ
き
い
え

は
和
泉
に
、
新
田
義
貞
は
北
陸

に
陣
歿
し
、
今
や
南
朝
は
落
漠
と
し
て
悲
風
吹
き
荒すさ
び
、
ひ
た
す
ら
、
新
人

物
の
登
場
を
待
っ
て
居
た
。

　
そ
こ
へ
現
れ
た
の
が
、
楠
正
行
で
あ
る
。
彼
は
近
畿
に
残
存
す
る
楠
党
を

糾
合
し
、
亡
父
の
遺
訓
に
基
い
て
そ
の
活
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

　
元
来
楠
党
は
山
地
戦
に
巧
み
で
あ
る
。
正
成
が
千
早
城
や
金
剛
山
に
奇
勝

を
博
し
得
た
の
は
、
一
に
彼
等
の
敏
捷
な
山
地
の
戦
闘
力
に
依
っ
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
正
成
の
歿
後
も
、
河
内
、
摂
津
、
和
泉
地
方
の
楠
党
は
山
地
に

か
く
れ
頑
強
に
足
利
氏
に
抵
抗
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
う
し
た
分
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散
的
な
諸
勢
力
を
一
括
し
た
正
行
は
、
今
や
北
朝
に
と
っ
て
は
一
大
敵
国
を

な
し
て
居
る
わ
け
だ
。

　
正
平
二
年
七
月
、
畿
内
の
官
軍
は
本
営
を
河
内
東
条
に
移
し
、
菊
水
の
旗

の
本
に
近
畿
の
味
方
を
招
集
し
始
め
た
。
即
ち
北
畠
親
房
、
四
条 

隆  

資 

た
か
す
け

等

の
共
同
作
戦
計
画
が
出
来
た
の
で
、
本
営
を
此
の
地
に
据
え
て
、
吉
野
の
軍

と
相
策
応
し
た
の
で
あ
る
。
実
に
正
成
の
本
拠
で
あ
っ
た
河
内
東
条
と
、
行

宮
の
あ
る
吉
野
は
、
官
軍
の
二
大
作
戦
根
拠
地
で
あ
っ
た
。
時
の
京
畿
け
い
き
官
軍

の
中
心
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
正
行
の
率
い
る
楠
党
で
あ
っ
た
。

　
八
月
十
日
、
正
行
は
和
泉
の
和
田
氏
等
の
軍
を
以
て
紀
伊
に
入
り
、
隅
田

城
を
急
襲
し
て
居
る
。
こ
れ
は
東
条
と
吉
野
と
の
連
絡
を
確
実
に
す
る
為
で

あ
っ
て
、
大
楠
公
の
赤
坂
再
挙
の
戦
略
と
全
然
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
果
然
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こ
れ
を
機
会
と
し
て
京
畿
の
官
軍
は
一
時
に
蜂
起
し
、
紀
伊
熊
野
諸
豪
多
く

官
軍
に
応
じ
、
和
泉
摂
津
に
も
之
に
響
応
す
る
者
が
少
く
な
か
っ
た
。
此
の

報
を
得
た
賊
軍
側
は
大
い
に
駭
お
ど
ろき
、
細
川 

顕  

氏 

あ
き
う
じ

に
軍
を
率
い
し
め
、
八
月

十
九
日
に
大
阪
天
王
寺
を
出
発
せ
し
め
て
居
る
が
、
彼
は
泉
州
に
於
け
る
優

勢
な
楠
勢
に
は
と
て
も
敵
せ
ぬ
と
、
京
都
に
報
告
し
て
居
る
。
小
康
を
得
て

居
た
当
時
の
京
都
の
人
心
は
為
に  

恟    

々  

き
ょ
う
き
ょ
う
と
し
て
畏
怖
動
揺
し
た
と
み
え

る
。
洞
院 

公  

賢 

き
み
か
た

は
其
の
日
記
に
此
の
仔
細
を
記
し
て
居
る
が
、
京
都
の
諸

寺
一
時
に
祈
祷
の
声
満
つ
る
と
云
う
有
様
で
あ
っ
た
。

　
然
る
に
楠
軍
は
一
旦
兵
を
河
内
に
還
し
て
居
る
。
そ
し
て
九
月
九
日
に
八

尾
城
を
攻
撃
し
、
十
七
日
に
は
河
内
の
藤
井
寺
附
近
に
於
て
、
大
い
に
顕
氏

の
軍
を
破
り
、
正
行
は
初
陣
の
武
名
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
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『
細
々
要
記
』
に
「
京
都
よ
り
細
川
陸
奥
守
以
下
数
十
人
河
内
発
向
藤
井
寺

に
陣
す
。
其
夜
正
行
等
不
意
に
寄
せ
来
り
合
戦
。
京
勢
敗
北
死
人
数
を
知
ら

ず
」
と
あ
る
か
ら
、
今
や
正
行
怖
る
可
し
と
痛
感
し
た
よ
う
だ
。

　
次
い
で
十
一
月
二
十
六
日
、
正
行
は
和
田
助
氏
を
先
陣
と
し
て
住
吉
天
王

寺
附
近
の
敵
を 
邀  
撃 
よ
う
げ
き

し
た
。
此
の
戦
勝
は
圧
倒
的
で
あ
り
、
し
た
た
か
に

や
ら
れ
た
賊
軍
は
す
っ
か
り
、
狼
狽
し
た
ら
し
い
。
彼
等
の
記
録
に
、
「
今こ

   

夕 

ん
せ
き
討
死
、
疵きず
を
蒙
る
輩
数
を
知
ら
ず
。
以
も
っ
ての
外
の
こ
と
な
り
。
之
を
為
す

こ
と
如
何
」
と
放
心
の
状
で
あ
る
。

　
此
の
戦
い
く
さは
霜
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
橋
か
ら
落
ち
て
流
れ
る
敵
兵
五
百

余
人
の
姿
は
、
惨
澹
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
正
行
は
是
を
憫
あ
わ
れん
で
彼
等
を
救

い
上
げ
、
小
袖
を
与
え
て
身
を
温
め
、
薬
を
塗
っ
て
創きず
を
治
療
せ
し
め
た
と
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『
太
平
記
』
に
あ
る
。
「
さ
れ
ば
敵
な
が
ら
其
情
を
感
ず
る
人
は
、
今
日
よ

り
後
心
を
通
は
せ
ん
事
を
思
ひ
、
其
の
恩
を
報
ぜ
ん
と
す
る
人
は
、
軈やが
て
彼

の
手
に
属
し
て
、
後
四
条
畷
手
の
戦
に
討
死
を
ぞ
し
け
る
」
い
く
ら
か
美
化

し
て
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
小
楠
公
を
飾
る
絶
好
の
美
談
で
あ
ろ
う
。

　
周
章
し
た
足
利
直
義
は
、
遂
に
十
二
月
、  

高  

師  

直  

こ
う
の
も
ろ
な
お

、
師
泰
兄
弟
を
総

大
将
と
し
て
中
国
、
東
海
、
東
山
諸
道
の
大
軍
を
率
い
て
発
向
せ
し
め
、
最

後
の
決
戦
を
企
て
た
。

　
元
来
正
行
は
常
に
寡
兵
を
以
て
、
敵
の
不
意
を
襲
っ
て
大
勝
利
を
得
て
居

る
。
尤
も
そ
れ
よ
り
外
に
方
法
は
な
い
の
だ
。
四
条
畷
の
戦
で
は
、
敵
は
比

較
に
な
ら
ぬ
程
の
大
軍
で
あ
り
、
其
の
精
兵
は
日
一
日
と
増
加
し
て
居
る
。

佐
野
佐
衛
門
氏
綱
の
軍
忠
状
に
依
る
と
、
合
戦
の
日
の
五
日
の
日
に
ま
で
、
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敵
に
は
続
々
馳
せ
参
ず
る
兵
が
あ
っ
た
と
云
う
。
此
の
敵
に
対
し
堂
々
の
陣

を
張
る
事
が
不
得
策
で
あ
る
の
は
、
明
瞭
で
あ
る
か
ら
、
正
行
は
敢
て
東
条

に
退
い
て
自
重
せ
ず
、
速
戦
速
決
で
得
意
の
奇
襲
に
出
で
た
と
解
す
可
き
だ

ろ
う
。
時
恰
あ
だ
かも
鎮
西
に
於
け
る
官
軍
の
活
動
も
活
溌
で
あ
っ
た
。
正
行
に
す

れ
ば
、
此
の
際
東
西
相
呼
応
す
る
大
共
同
作
戦
も
胸
中
に
描
い
て
居
た
ら
し

い
。
併
し
何
と
し
て
も
敵
は
十
数
ヶ
国
の
兵
を
集
め
て
優
勢
で
あ
る
。
味
方

は
、
河
内
和
泉
な
ど
の
寡
兵
で
あ
る
。
南
朝
恢
復
の
重
任
を
以
て
任
じ
て
居

た
も
の
の
、
正
行
も
、
到
底
勝
つ
べ
き
戦
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。

　
　
　
　
　
　
　
正
行
の
戦
死
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今
や
楠
党
は
主
力
を
東
条
に
集
結
し
、
別
軍
は
河
内
の
暗
く
ら
が
り峠
を
固
め
て
、

敵
を
待
っ
た
。
此
の
間
、
彼
が
作
戦
奏
上
の
為
め
、
吉
野
に
参
廷
し
た
あ
た

り
は
、
正
に
『
太
平
記
』
中
の
圧
巻
で
あ
っ
て
、
筆
者
は
同
情
的
な
美
し
い

筆
を
自
由
に
振
っ
て
、
悲
愴
を
極
め
た
光
景
を
叙
述
し
て
い
る
。

　
即
ち
、
参
廷
し
て
父
の
湊
川
に
於
け
る
戦
死
を
述
べ
、
今
こ
そ
亡
父
の
遺

志
を
遂
行
す
る
心
か
ら
の
歓
喜
に
言
及
し
、
師
直
兄
弟
の
首
に
自
ら
の
首
を

賭
け
て
必
勝
を
誓
っ
て
居
る
。
「  
今    

生  
こ
ん
じ
ょ
う

に
て
今
一
度
竜
顔
を
拝
し
奉
ら

ん
た
め
に
参
内
仕
り
て
候
ふ
と
申
し
も
あ
へ
ず
、
涙
を
鎧
の
袖
に
か
け
て
、

義
心
其
の
気
色
に
顕
れ
け
れ
ば
、
伝
奏
未
い
ま
だ奏
せ
ざ
る
先
に
ま
づ 

直  

衣 

ひ
た
た
れ

の
袖

を
ぞ
ぬ
ら
さ
れ
け
る
。
主
上
則
ち
南
殿
の
御み
簾す
を
高
く
捲
せ
て
玉
顔
殊
に
麗
う
る
わ
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し
く
、
諸
卒
を
照
臨
あ
り
て
正
行
を
近
く
召
し
て
、
以
前
両
度
の
戦
に
勝
つ

こ
と
を
得
て
、
敵
軍
に
気
を
屈
せ
し
む
。
叡
慮
先
づ
憤
を
慰
す
る
条
、
累
代

の
武
功
返
す
／
″
＼
も
神
妙
な
り
、
大
敵
今
勢
を
尽
し
て
向
ふ
な
れ
ば
、
今

度
の
合
戦
天
下
の
安
否
た
る
べ
し
、
…
朕
汝
を
以
て
股
肱
こ
こ
う
と
す
。
慎
で
命
を

全
ふ
す
べ
し
と
仰
せ
出
さ
れ
け
れ
ば
、
正
行
頭
を
地
に
つ
け
て
、
兎
角
の
勅

答
に
及
ば
ず
」

　
場
所
は
古
来
伝
称
の
吉
野
山
で
あ
る
。
君
臣
の
義
相
発
し
て
情
景  

相    

あ
い
そ
な

具  わ
っ
た
歴
史
の
名
場
面
で
は
な
い
か
。
か
く
て
共
に
討
死
を
誓
っ
た
一
行

は
後
醍
醐
天
皇
の
御
廟
に
詣
で
、
如
意
輪
堂
の
壁
に
各
姓
名
を
書
き
連
ね
、

そ
の
奥
に
有
名
な
「
か
へ
ら
じ
と
」
の
歌
を
書
き
つ
け
た
と
あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
は
う
そ
で
あ
る
。
普
通
に
常
識
の
有
る
者
が
、
御
陵
の
傍
の
お
堂
に
、
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勝
手
な
落
書
を
し
て
行
く
な
ん
て
、
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、

正
行
の
如
き
純
粋
な
忠
臣
に
於
て
を
や
だ
。
楠
公
万
能
の
義
公
で
あ
る
か
ら

仕
方
が
な
い
と
し
て
も
、
『
大
日
本
史
』
ま
で
も
が
『
太
平
記
』
の
真
似
を

し
て
「
同
盟
の
姓
氏
を
如
意
輪
堂
の
壁
に
題
し
、
歌
を
其
の
後
に
書
し
て
曰

く
」
と
や
っ
て
居
る
の
は
、
ど
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
名
前
は

寺
の
過
去
帳
に
書
い
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
今
、
如
意
輪
堂
に
行

く
と
、
堂
々
と
此
の
歌
を
書
き
つ
け
た
扉
が
残
っ
て
居
る
。
書
き
つ
け
た
壁

で
も
残
っ
て
居
る
の
な
ら
ま
だ
し
も
、
扉
に
な
っ
て
居
る
の
は
二
重
の
間
違

い
で
あ
る
。

　
然
し
、
少
し
嘘
が
あ
る
方
が
、
歴
史
は
美
し
い
。
児
島 

高  

徳 

た
か
の
り

の
桜
の
落

書
と
云
い
、
『
太
平
記
』
に
も
大
衆
文
芸
の
要
素
が
あ
る
の
だ
。
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四
条
畷
の
戦
は
正
月
五
日
に
起
っ
て
居
る
。
此
の
日
の
戦
闘
を
『
太
平
記
』

な
ん
か
で
考
え
て
み
る
と
、
先
ず
師
直
は
本
営
を
野
崎
附
近
に
敷
き
、
そ
の

周
囲
に
は
騎
兵
二
万
、
射
手
五
百
人
を
以
て
固
め
て
居
る
。

　
そ
の
第
二
隊
は
生
駒
山
の
南
嶺
に
屯
た
む
ろし
、
大
和
に
あ
る
官
軍
に
備
え
て
居

る
。
師
泰
の
遊
軍
二
万
は
和
泉
堺
を
占
領
し
、
楠
軍
出
動
の
要
地
で
あ
る
東

条
を
、
側
面
か
ら
衝
か
ん
と
し
て
集
結
中
で
あ
る
。
要
す
る
に
賊
軍
の
配
備

は
消
極
的
で
、
東
条
を
包
囲
し
て
徐
々
に
半
円
径
を
縮
め
ん
と
す
る
も
の
ら

し
い
。

　
一
方
官
軍
は
三
軍
を
編
成
し
、
正
行
は
弟
の
正
時
と
共
に
第
一
軍
を
率
い
、

次
郎 

正  

儀 

ま
さ
の
り

は
東
条
に
留
守
軍
と
な
っ
て
居
た
。
吉
野
朝
廷
か
ら
は
北
畠
親

房
が
老
躯
を
提
ひ
っ
さげ
、
和
泉
に
出
馬
し
、
堺
に
あ
る
師
泰
に
対
抗
し
て
居
た
。
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亦
四
条
隆
資
は
、
河
内
等
の
野
伏
の
混
成
隊
を
以
て
、
生
駒
山
方
面
の
敵
を

牽
制
し
て
居
る
。
『
太
平
記
』
は
正
行
の
奮
闘
は
詳
説
す
る
く
せ
に
、
此
等

の
諸
軍
の
動
静
を
閑
却
し
て
居
る
が
、
師
泰
な
ん
か
四
条
畷
戦
後
、
北
畠
軍

に
大
い
に
進
軍
を 

防  

遏 

ぼ
う
あ
つ

さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
正
行
直
属
の
兵
は
凡
そ
一
千
人
位
で
、
当
時
大
和
川
附
近
の
沼
沢
地
に
陣

し
て
居
た
師
直
の
本
営
を
掩
撃
す
可
く
突
撃
隊
を
組
織
し
た
。

　
五
日
早
旦
、
恐
ら
く
午
前
六
時
頃
だ
ろ
う
。
正
行
は
自
ら
突
進
隊
五
百
騎

を
提
げ
て
、
一
直
線
に
北
に
強
行
突
破
を
企
て
て
居
る
。
敵
の
前
哨
は
全
く

  

蹂    

躙  

じ
ゅ
う
り
ん

さ
れ
て
、
約
半
里
も
北
に
圧
迫
さ
れ
て
居
る
。
此
の
時
四
条
隆
資

軍
に
牽
制
さ
れ
て
居
た
生
駒
山
方
面
の
敵
は
、
こ
の
有
様
を
俯
瞰
し
て
、
四

条
軍
を
捨
て
て
ど
っ
と
山
を
下
り
、
楠
軍
の
後
続
部
隊
に
躍
り
か
か
っ
た
。
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つ
ま
り
思
わ
ぬ
新
手
の
出
現
で
、
楠
軍
の
突
進
隊
は
後
方
か
ら
切
断
さ
れ
た

訳
だ
。

　
此
の
時
正
行
の
手
兵
僅
か
に
三
百
。
な
お
も
果
敢
な
肉
迫
戦
を
続
け
て
行

く
中
、
流
石
の
師
直
の
本
陣
も
さ
っ
と
左
右
に
靡なび
い
た
。
踴
躍
し
て
飛
び
込

む
と
、
早
く
も
師
直
は
本
営
を
捨
て
、
北
方
、
北
条
村
に
退
か
ん
と
し
て
居

る
。
恰
も
此
の
辺
は
沼
沢
地
で
あ
り
、
走
る
に
不
便
だ
。
追
う
こ
と
暫
く
し

て
、
其
の
間
半
町
、
将まさ
に
賊
将
を
獲
ん
と
し
た
時
、
賊
将 

上  

山 

か
み
や
ま

六
郎
左
衛

門
、
猝
い
つ
わっ
て
師
直
の
身
代
り
に
な
っ
て
討
死
し
た
。

　
そ
の
為
に
大
分
暇
を
と
っ
た
。
そ
れ
で
も
執
拗
に
追
撃
の
手
を
ゆ
る
め
な

か
っ
た
が
、
突
然
敵
方
に
強
弓
の
一
壮
漢
が
現
れ
た
。
九
州
の
住
人
、
須
々

木すず
き四
郎
と
名
乗
っ
て
雨
の
如
く
射
か
け
た
か
ら
堪
ら
な
い
。
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楠
次
郎
は
眉
間
を
や
ら
れ
、
正
行
も
左
右
の
膝
口
三
ヶ
所
、
左
の
眼
尻
を

深
く
射
抜
れ
た
。

　
午
後
四
時
頃
で
あ
ろ
う
。
野
崎
の 

原  

頭 

げ
ん
と
う

、
四
条
畷
に
は
群
像
の
如
き
三

十
余
騎
の
姿
が
、
敵
軍
に
遠
く
囲
ま
れ
な
が
ら
茫
然
と
し
て
立
ち
す
く
ん
で

居
る
。
長
蛇
を
逸
し
た
気
落
ち
が
、
激
戦
三
十
余
合
で
疲
労
し
切
っ
た
身
体

か
ら
、
総
て
の
気
力
を
奪
い
去
っ
て
居
る
。

　
飯
盛
颪
お
ろ
しに
吹
き
流
さ
れ
る
雲
が
、
枯
草
が
、  

蕭    

条  

し
ょ
う
じ
ょ
う
と
し
て
彼
等
の
網

膜
に
写
し
出
さ
れ
、
捉
え
る
事
の
出
来
な
い
絶
望
感
が
全
身
的
に
灼や
き
つ
い

て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
正
行
は
、
「
嗟ああ
、
我
事
終
れ
り
」
と
嘆
じ
て
、
弟
正
時
と
相
刺
し
違
え
て

死
ん
だ
。
相
従
う
十
三
余
士
、
皆
屠
腹
と
ふ
く
し
て
殉
じ
た
。
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正
行
戦
死
の
報
が
京
都
に
達
す
る
と
、
北
朝
で
は
歓
呼
万
歳
を
唱
え
て
喜

ん
だ
と
云
う
。
可
な
り
嬉
し
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
此
の
悲
報
は

南
朝
に
と
っ
て
は
大
打
撃
で
あ
っ
た
。
為
に
後
村
上
天
皇
は
難
を
賀あ
名の
生う
に

避
け
ら
れ
、
吉
野
の
行
宮
は
師
直
の
放
火
に
よ
っ
て
炎
上
し
、
南
朝
の
頽
勢

は
既
に
如
何
と
も
し
難
い
。

　
恐
ら
く
正
史
に
於
け
る
正
行
の
活
動
は
数
年
に
過
ぎ
な
い
。
亦
正
成
に
し

て
も
、
大
体
そ
ん
な
と
こ
で
あ
る
。
そ
れ
で
今
日
ま
で
そ
の
純
忠
を
謳うた
わ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
と
し
て
も
ま
ず
こ
れ
程
立
派
な
父
子
は
、
日
本
史

中
古
今
稀
で
あ
る
。
そ
の
正
成
父
子
に
対
す
る
崇
拝
が
反
尊
氏
思
想
と
な
り
、

日
本
一
の
不
忠
者
の
よ
う
に
云
わ
れ
、
六
百
年
の
後
ま
で
、
中
島
商
相
に
ま

で
祟たた
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
当
時
正
成
の
策
戦
を
妨
害
し
て
、
正
成
に
湊
川
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で
無
理
な
軍
を
さ
せ
、
事
を
誤
っ
た
公
卿
の
子
孫
で
あ
る
、
貴
族
院
の
子
爵

議
員
な
ど
が
、
今
更
尊
氏
の
攻
撃
を
す
る
の
は
お
か
し
い
。
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