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質
問
一
　
滝
口
の
武
者
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
何
で
す
か
。

九
世
紀
の
末
に
摂
政
関
白
が
置
か
れ
て
天
皇
を
支
え
る
摂
関
政
治
が
始

ま
る
と
と
も
に
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
宮
廷
政
治
が
整
え
ら
れ
て
ゆ
き
ま

し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
宇
多
天
皇
は
寛
平
年
間
（
八
八
九
～
八
九
八
）
に

政
務
を
直
接
に
支
え
る
蔵
人
所
の
充
実
を
は
か
り
ま
し
た
。

六
位
の
蔵
人
の
定
員
の
う
ち
か
ら
二
人
を
さ
い
て
五
位
の
蔵
人
を
置
き
、

内
裏
で
あ
る
清
涼
殿
に
昇
殿
す
る
資
格
を
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
位
階
に

よ
っ
て
一
律
に
は
決
め
ず
、
天
皇
の
代
ご
と
に
個
々
の
官
人
の
審
査
を
し

て
認
め
る
昇
殿
制
を
整
え
ま
し
た
。

天
皇
の
側
近
が
蔵
人
・
殿
上
人
と
し
て
待
遇
さ
れ
、
内
裏
に
は
参
議
以

上
の
公
卿
、
蔵
人
頭
の
指
揮
下
の
殿
上
人
が
伺
候
し
、
天
皇
を
支
え
る
体

制
が
生
ま
れ
、
こ
こ
に
宮
廷
社
会
の
身
分
秩
序
が
定
ま
っ
た
の
で
す
が
、

そ
う
し
た
な
か
で
滝
口
の
武
者
が
一
〇
人
置
か
れ
、
宮
中
の
警
備
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
た
の
で
す
。「
蔵
人
式
」
に
よ
り
そ
の
職
務
も
明
確
化
さ
れ

ま
し
た
。

質
問
二
　
ど
う
し
て
滝
口
の
武
者
と
い
わ
れ
た
の
で
す
か
。

清
涼
殿
の
東
庭
北
方
に
あ
る
御み

溝か
わ

水み
ず

の
落
ち
口
を
滝
口
と
い
い
、
こ
こ

に
詰
所
（
滝
口
所
）
が
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
滝
口
の
武
者
と
称
さ
れ
ま

し
た
。
弓
の
芸
に
す
ぐ
れ
た
武
者
が
選
ば
れ
、
そ
の
た
め
の
試
験
（
滝
口

試
）
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
初
は
位
が
六
位
、
官
職
の
な
い
武
者
が
基
本

的
に
あ
て
ら
れ
た
の
で
す
が
、
滝
口
の
人
員
が
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
に

一
〇
人
か
ら
増
員
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
人
と
な
り
、
有
官
の
者
か
ら
も
採

用
さ
れ
ま
し
た
。

御
所
に
宿
直
し
て
も
昇
殿
は
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
宿
直
す
る
滝
口
は
、

蔵
人
が
取
り
次
ぎ
、
そ
の
姓
名
を
名
乗
る
名な

対だ
い

面め
ん

（
問も
ん

籍じ
ゃ
く）
を
行
い
ま
し

た
が
、
そ
の
声
が
内
裏
に
響
い
て
、
滝
口
の
存
在
を
知
ら
し
め
ま
し
た
。

質
問
三
　
職
務
は
何
で
す
か
。

第
一
に
宮
中
の
警
備
で
す
。
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
四
月
に
京
中
の

各
所
で
強
盗
や
放
火
が
相
次
い
だ
の
で
、
検
非
違
使
に
京
中
の
夜
行
が
命

じ
ら
れ
、
滝
口
に
は
宮
中
の
放
火
犯
を
捕
ら
え
る
よ
う
指
示
が
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
第
二
に
天
皇
が
乗
船
す
る
際
の
供
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
あ
っ
て

淀
川
水
系
に
勢
力
基
盤
を
も
つ
渡
辺
党
の
武
士
が
任
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
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質
問

滝
口
の
武
者
に
つ
い
て　

滝
口
の
武
者
に
つ
い
て
、
次
の
質

問
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。



26賢問愚問　解説コーナー

第
三
に
天
皇
の
命
令
を
受
け
て
遠
所
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
、
第
四
に
草
木

を
栽
え
る
こ
と
な
ど
も
し
ま
し
た
。
以
上
は
鎌
倉
時
代
に
順
徳
天
皇
が
著

し
た
﹃
禁
秘
抄
﹄
に
見
え
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
地じ

下げ

に
あ
っ
て
天
皇
に

雑
役
を
奉
仕
し
た
の
で
す
。

な
お
弓
の
芸
で
選
ば
れ
た
関
係
も
あ
っ
て
、
競
馬
や
相
撲
に
堪
能
な
者

も
多
く
、
蔵
人
所
衆
と
い
う
武
士
と
の
間
で
武
芸
を
競
い
、
ま
た
そ
の
こ

と
か
ら
闘
乱
を
起
こ
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
。

質
問
四
　
ど
の
よ
う
に
し
て
選
ば
れ
ま
し
た
か
。

諸
家
か
ら
の
推
挙
に
よ
り
選
ば
れ
ま
し
た
。
永
観
三
年
（
九
八
五
）
六

月
に
蔵
人
頭
の
藤
原
実
資
は
五
人
を
滝
口
に
推
挙
し
て
い
ま
す
（﹃
小
右

記
﹄）。
天
皇
の
関
係
者
の
推
挙
で
任
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
鎌
倉
時
代

に
は
幕
府
に
御
家
人
の
推
挙
を
求
め
て
い
ま
す
。
承
元
四
年
（
一
二
一

〇
）
五
月
十
一
日
に
幕
府
は
御
家
人
中
か
ら
滝
口
に
伺
候
す
る
武
士
と
し

て
「
小
山
、
千
葉
、
三
浦
、
秩
父
、
伊
東
、
宇
佐
美
、
後
藤
、
葛
西
」
以

下
十
三
流
の
家
を
あ
げ
、
か
つ
て
の
よ
う
に
滝
口
を
寄
せ
る
よ
う
命
じ
て

い
ま
す
。

質
問
五
　
教
科
書
で
﹁
滝
口
の
武
士
﹂
を
﹁
滝
口
の
武
者
﹂
と
変
え
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
は
何
故
で
す
か
。

十
世
紀
の
源
高
明
が
著
し
た
故
実
書
﹃
西
宮
記
﹄
に
、「
滝
口
武
者
」

と
し
て
立
項
さ
れ
て
お
り
、
発
足
の
段
階
で
は
ま
だ
武
士
の
表
現
が
少
な

か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
武
者
と
す
る
の
が
適
当
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

天
皇
が
退
位
す
る
と
、
次
代
の
天
皇
に
は
三
人
が
滝
口
と
し
て
残
り
、
多

く
が
院
武
者
所
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
点
か
ら
も
武

者
と
し
た
の
で
す
。

た
だ
武
士
の
成
長
と
と
も
に
、
武
士
が
任
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
、
滝
口
の
武
士
と
い
っ
て
も
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
白
河
院
の
時

に
は
院
武
者
所
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
滝
口
を
三
〇
人
に
一
時
増
や
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
白
河
院
の
時
代
か
ら
源
氏
・
平
氏
の
武
士
が

台
頭
し
、
武
家
の
権
力
を
築
く
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
そ
の
存
在
に
押
さ

れ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

質
問
六
　
滝
口
に
関
す
る
話
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
二
十
七
の
四
十
一
話
に
は
、
滝
口
の
武
者
た
ち
の

行
動
が
ど
ん
な
も
の
か
が
よ
く
描
か
れ
て
お
り
、
巻
二
十
の
十
話
に
は
、

陸
奥
国
に
派
遣
さ
れ
た
滝
口
が
上
洛
す
る
際
に
信
濃
の
国
に
お
い
て
体
験

し
た
奇
談
が
見
え
ま
す
。

質
問
七
　
滝
口
に
任
じ
ら
れ
た
人
物
に
は
ど
ん
な
人
が
い
ま
す
か
。

最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、﹃
平
家
物
語
﹄
に
見
え
る
横
笛
と
の

恋
で
有
名
な
滝
口
入
道
で
し
ょ
う
。
こ
れ
に
該
当
す
る
「
滝
口
入
道
」
は
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斎
藤
時
頼
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
滝
口
に
推
挙
し
た
の
は
安
徳
天
皇
の
乳
母

の
帥
（
藤
原
領
子
）
で
あ
り
、
こ
の
時
の
滝
口
は
前
代
か
ら
継
承
さ
れ
た

三
人
の
ほ
か
、
摂
政
や
大
臣
な
ど
か
ら
一
七
人
が
推
挙
さ
れ
て
い
ま
す

（﹃
山
塊
記
﹄）。

同
じ
﹃
平
家
物
語
﹄
に
登
場
す
る
の
が
渡
辺
競
で
す
。
嵯
峨
源
氏
の
渡

辺
党
の
出
身
で
、
滝
口
を
経
て
左
衛
門
尉
と
な
っ
て
い
ま
す
。
源
頼
政
の

家
人
と
し
て
保
元
の
乱
に
出
陣
し
た
後
、
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
正
月

に
は
一
本
御
書
所
の
狐
を
射
殺
す
功
を
あ
げ
、
治
承
四
年
の
以
仁
王
の
乱

で
は
乱
に
加
わ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
時
の
逸
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
宗
盛
に
降
っ
た
こ
と
を
装
っ
て
、
宗
盛
の
愛
馬
「
何
両
」
を
得
る
や
、

頼
政
に
加
わ
り
、
馬
の
た
て
が
み
と
尾
の
毛
を
そ
り
、
尻
に
「
昔
は
何
両
、

今
は
平
宗
盛
入
道
」
の
焼
印
を
し
て
返
し
、
宗
盛
を
激
怒
さ
せ
た
と
い
う

の
で
す
。
頼
政
の
子
仲
綱
が
愛
馬
の
こ
と
で
宗
盛
か
ら
辱
め
を
受
け
た
こ

と
へ
の
仕
返
し
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

﹃
徒
然
草
﹄
を
著
し
た
兼
好
法
師
に
つ
い
て
は
、
室
町
時
代
に
歌
人
の

正
徹
が
著
し
た
﹃
正
徹
物
語
﹄
に
「
兼
好
は
俗
に
て
の
名
也
」「
官
が
滝

口
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
内
裏
の
宿
直
に
参
り
て
常
に
玉
体
を
拝
し
奉
り
け

る
」
と
、
滝
口
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
ど
う
で
し

ょ
う
か
。

（
ご
み
・
ふ
み
ひ
こ
／
放
送
大
学
・
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
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