
新
聞
が
紡
ぐ
ﾓ
ﾉ
ガ
ﾀ
ﾘ
～
厚
藤
四
郎
の
記
憶
～

令
和
2
年
6
月
7
日
ｾ
ｷ
ﾚ
ｲ
＠W

a
gta
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ﾛ
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グ
》

厚
藤
四
郎
が
審
神
者
に
呼
び
出
さ
れ
執
務
室
に
入
る
と
、
審
神
者
と
近
侍
の

山
姥
切
国
広
が
い
た
。
い
つ
も
の
出
陣
要
請
と
は
何
か
違
う
張
り
詰
め
た
空

気
に
気
圧
さ
れ
な
い
よ
う
、
厚
は
背
筋
を
伸
ば
し
た
。

「
厚
藤
四
郎
、
あ
な
た
の
歴
史
が
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

歴
史
の
改
変
点
を
見
極
め
て
、
あ
な
た
の
歴
史
を
取
り
戻
し
て
く
だ
さ
い
。」

In
tro

d
u
ctio

n

厚
藤
四
郎
は
｢
享
保
名
物
帳
｣
に
も
記
載
さ
れ
た
｢
名
物
刀
剣
｣
で
あ
る
｡

｢
享
保
名
物
帳
｣
に
よ
る
と
､
黒
田
官
兵
衛
が
所
持
し
た
と
も
言
わ
れ
､｢
刀
剣

乱
舞
｣
の
二
次
創
作
に
お
い
て
は
｢
黒
田
組
｣
に
括
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多

い
｡
室
町
か
ら
江
戸
時
代
の
厚
藤
四
郎
の
来
歴
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
､

名
物
帳
に
は
当
時
の
所
有
者
と
し
て
御
物
＝
将
軍
家
と
記
載
さ
れ
て
い
る
｡

現
在
厚
藤
四
郎
は
国
宝
と
し
て
東
京
国
立
博
物
館
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ

と
だ
が
､
東
博
の
前
身
で
あ
る
帝
室
博
物
館
に
納
め
ら
れ
た
昭
和
13
年
以
前

の
所
有
者
に
関
し
て
は
誤
伝
の
ほ
う
が
広
く
知
ら
れ
て
お
り
､
厚
藤
四
郎
が

田
安
徳
川
家
か
ら
帝
博
に
納
め
ら
れ
た
と
い
う
正
し
い
歴
史
は
､
広
く
認
識

さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

本
稿
は
､
昨
年
7
月
に
ｾ
ｷ
ﾚ
ｲ
が
発
表
し
た
ﾚ
ポ
ｰ
ﾄ
の
焼
き
直
し
と

な
っ
て
い
る
｡
今
後
更
に
調
査
を
す
す
め
､
厚
藤
四
郎
が
い
つ
徳
川
宗
家
か

ら
田
安
家
に
来
た
の
か
を
考
察
し
た
り
､
他
の
田
安
家
の
刀
剣
に
関
し
て
考

察
し
た
り
の
内
容
を
来
年
1
月
に
発
行
予
定
の
刀
剣
プ
ﾚ
ゼ
ﾝ
＆
ｱ
ﾝ
ｿ
ﾛ

ジ
ｰ
『
御
刀
萬
語
』
第
二
弾
に
寄
稿
予
定
と
な
っ
て
い
る
｡
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u
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e
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東
京
国
立
博
物
館
の
前
身
で
あ
る
帝
室
博
物
館
が
６
年
の
歳
月
を
か
け
て

建
設
さ
れ
た
復
興
本
館
（
現
在
の
本
館
）
は
昭
和
12
年(1937)

11
月
に
竣

工
し
､
翌
13
年
11
月
10
日
､
天
皇
陛
下
の
行
幸
を
仰
い
で
開
館
し
た
[2]

｡

こ
の
お
披
露
目
の
展
覧
会
で
､｢
帝
博
の
厚
藤
四
郎
｣
は
デ
ビ
ｭ
ｰ
と
な
る
｡

こ
の
時
の
目
録
に
厚
藤
四
郎
は
｢
帝
室
博
物
館
蔵
｣
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い

る
[3]

｡
し
か
し
､
そ
こ
に
は
帝
室
博
物
館
に
お
さ
め
ら
れ
た
経
緯
や
前
の
所

有
者
の
情
報
は
載
っ
て
い
な
い
｡

現
在
広
く
厚
藤
四
郎
の
帝
博
前
の
所
有
者
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
は

｢
元
徳
川
御
三
卿1
で
あ
る
一
橋
家
｣､
も
し
く
は
､｢
元
徳
川
御
三
卿
で
あ
る
一

橋
家
か
田
安
家
｣
で
あ
ろ
う
｡

結
論
か
ら
先
に
言
う
と
､
帝
室
博
物
館
に
来
る
前
の
厚
藤
四
郎
は
｢
田
安

徳
川
家
｣
で
あ
る
｡｢
一
橋
家
か
ら
帝
博
に
来
た
｣
と
い
う
の
は
全
く
の
誤
り

で
あ
る
｡
し
か
し
､
近
年
多
く
の
刀
剣
書
に
､
そ
れ
も
刀
剣
の
大
家
が
｢
厚

藤
四
郎
は
一
橋
家
に
あ
っ
た
｣
と
書
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
､

一
橋
家
に
あ
っ
た
と
広
く
思
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡（
少
し
グ
グ
っ
て
み

る
と
ﾈ
ｯ
ﾄ
上
で
は
帝
博
前
を
｢
一
橋
家
｣
と
し
て
い
る
か
､｢
一
橋
家
ま
た

は
田
安
家
｣
と
し
て
い
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
｢
田
安
家
｣
と
断
定
し
て
い
る

ｹ
ｰ
ｽ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
｡）

A
rticle

s
in

th
e
n
e
w
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a
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e
rs

な
ぜ
｢
一
橋
↓
帝
博
｣
は
誤
り
だ
と
断
定
で
き
る
の
か
？

の
証
明
と
し

て
､
厚
藤
四
郎
が
田
安
家
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
ﾘ
ｱ
ﾙ
ﾀ
ｲ
ﾑ
情
報
と
し

て
の
新
聞
記
事
が
少
な
く
と
も
二
つ
あ
げ
ら
れ
る
｡
一
つ
は
明
治
22
年
11
月

の
遊
就
館
展
示
に
徳
川
達
孝
伯
爵
（
田
安
徳
川
）
よ
り
厚
藤
四
郎
が
出
陳
さ

れ
て
い
る
と
い
う
記
事
と
､
昭
和
13
年
5
月
に
厚
藤
四
郎
が
帝
室
博
物
館
に

1

徳
川
御
三
卿
と
は
､
江
戸
時
代
中
期
に
徳
川
氏
の
一
族
か
ら
分
立
し
た
大
名
家
｡
邸
の
あ
っ

た
場
所
か
ら
､
田
安
家
､
一
橋
家
､
清
水
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
氏
は
徳
川
で
あ
る
｡

1



納
め
ら
れ
た
記
事
に
徳
川
達
孝
よ
り
献
納
と
そ
の
も
の
ず
ば
り
書
か
れ
て
い

る
記
事
が
あ
る(

後
者
は
全
文
掲
載
す
る)

｡

ま
ず
､
明
治
22
年
11
月
に
靖
国
神
社
境
内
の
遊
就
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
読
売
新
聞
や
日
本
新
聞
で
確
認
で
き
る
[4]

[5]

｡（
但
し
､
日
本
新
聞

は
『
原
藤
四
郎
』
と
誤
字
っ
て
い
る
｡）
当
時
遊
就
館
で
は
春
と
秋
の
靖
国
神

社
の
大
祭
に
あ
わ
せ
て
､
明
治
天
皇
所
有
の
刀
剣
や
著
名
な
刀
剣
を
展
示
し

て
お
り
､
こ
の
年
の
秋
の
大
祭
で
伯
爵
徳
川
達
孝
よ
り
厚
藤
四
郎
は
出
陳
さ

れ
て
い
る
｡
ま
た
こ
の
時
の
展
示
に
は
､
子
爵
小
笠
原
長
育
よ
り
鶯
丸
が
出

陳
さ
れ
て
い
る
｡（
鶯
丸
の
小
笠
原
家
時
代
と
し
て
最
後
の
記
録
｡）

昭
和
13
年
5
月
12
日
の
読
売
新
聞
に
は
厚
藤
四
郎
が
5
月
10
日
に
､
徳

川
達
孝
伯
爵
（
田
安
徳
川
）
よ
り
帝
室
博
物
館
に
献
納
さ
れ
た
と
書
か
れ
て

い
る
[7]

｡
ど
う
せ
な
ら
ば
徳
川
宗
家
か
ら
田
安
家
に
き
た
経
緯
を
書
い
て
お

い
て
ほ
し
か
っ
た
も
の
だ
｡
他
資
料
に
よ
る
と
､
当
初
田
安
家
よ
り
本
阿
弥

光
遜
を
通
じ
て
三
井
家
に
売
却
を
持
ち
か
け
た
が
断
ら
れ
帝
博
に
二
万
円
で

売
却
と
あ
る
[6]

｡

上
野
博
物
館
へ

粟
田
口
の
短
刀

徳
川
達
孝
伯
か
ら
献
納

昭
和
の
大
典
を
奉
祝
し
て
完
成
さ
れ
た
上
野
の
大
博
物
館
で
は
今
秋
開
館
を

前
に
陳
列
品
の
充
実
を
は
か
る
た
め
各
方
面
か
ら
考
古
資
料
、
古
美
術
品
の

蒐
集
に
つ
と
め
て
い
る
が
、
元
侍
従
長
徳
川
達
孝
伯
は
将
軍
家
に
代
々
秘
蔵

さ
れ
去
る
三
月
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
鎌
倉
中
期
の
名
作
粟
田
口
吉
光
作
の
短

刀
一
口
を
十
日
宮
内
省
を
経
て
同
館
に
納
め
た
。
こ
の
一
口
は
五
万
円
と
評

価
さ
れ
る
逸
品
、
長
さ
七
寸
二
分
、
厚
さ
四
分
で
厚
味
の
多
い
と
こ
ろ
か
ら

厚
藤
四
郎
と
呼
ば
れ
享
保
名
物
帳
に
記
さ
れ
当
時
金
五
百
枚
代
付
と
な
っ
て

い
る
。
は
じ
め
室
町
幕
府
の
秘
蔵
品
だ
っ
た
が
そ
の
後
摂
泉
の
町
人
が
所
持

し
そ
れ
を
本
阿
弥
光
徳
が
百
貫
で
求
め
伊
達
家2

に
贈
っ
て
黒
田
如
水
、
豊
臣

2

伊
達
家
に
あ
っ
た
の
は
鎬
藤
四
郎
｡

秀
次
を
経
て
豊
臣
秀
吉
に
献
じ
更
に
甲
斐
守
か
ら
家
綱
将
軍
に
献
上
し
た
由

緒
あ
る
名
作
で
作
者
吉
光
は
相
州
正
宗
と
並
ん
で
刀
匠
の
大
関3

と
い
わ
れ
短

刀
を
最
も
得
意
と
し
正
宗
、
郷
義
弘
と
と
も
に
当
時
の
三
作
と
も
い
わ
れ
る
。

こ
の
記
事
に
は
厚
藤
四
郎
が
｢
去
る
三
月
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
｣
と
書
か
れ

て
い
る
が
､
厚
藤
四
郎
は
戦
前
の
旧
国
宝
に
は
指
定
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は

な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
旧
国
宝
指
定
の
ﾘ
ｽ
ﾄ
に
入
っ
た
も
の
の
､
正
式

な
公
布
前
の
5
月
に
帝
室
博
物
館
に
収
ま
っ
た
た
め
､
当
時
宮
内
省
管
轄
の

帝
博
所
蔵
品
は
国
宝
の
対
象
と
な
ら
な
い
た
め
､
登
録
に
い
た
ら
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
測
し
て
い
る
｡

昭
和
13
年
3
月
1
､
2
日
に
細
川
護
立
会
長
の
も
と
国
宝
審
査
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
翌
日
の
新
聞
記
事
に
な
っ
て
お
り
確
か
な
こ
と
で
あ
る
[8]

｡

こ
の
と
き
､
刀
剣
は
18
件
が
選
ば
れ
た
こ
と
が
記
事
に
は
書
か
れ
て
い
る
｡

詳
細
な
内
訳
は
紙
面
に
は
明
か
さ
れ
て
い
な
い
が
､
各
新
聞
独
自
に
著
名
な

も
の
を
挙
げ
て
い
る
の
で
（
佐
竹
家
伝
来
の
三
十
六
歌
仙
図
や
一
休
宗
純
肖

像
､
地
方
新
聞
で
は
そ
の
地
方
在
住
者
の
物
件
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）､
新

聞
記
者
は
内
訳
ﾘ
ｽ
ﾄ
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
東
京
日
日
新
聞

は
刀
剣
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
､｢
特
に
慶
喜
公
の
差
料
で
あ
っ
た
国
光
の

短
刀
が
目
を
引
く
｣
と
書
い
て
い
る
｡
国
宝
の
正
式
な
登
録
は
こ
の
審
査
会

の
後
日
と
考
え
ら
れ
､
こ
の
国
宝
審
査
会
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
物
件
が
公

布
さ
れ
た
の
は
､
審
査
会
か
ら
四
ｶ
月
後
､
厚
藤
四
郎
が
帝
室
博
物
館
に
納

ま
っ
た
二
ｶ
月
後
の
同
年
7
月
4
日
の
官
報
で
あ
る
[9]

｡
こ
の
官
報
で
は

刀
剣
は
一
件
少
な
い
17
件
の
登
録
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
欠
け
た
一
件
が
も

し
か
し
た
ら
厚
藤
四
郎
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
測
し
て
い
る
が
､
そ
れ

を
裏
付
け
る
確
証
は
得
ら
れ
て
い
な
い
｡

3

現
在
､
傑
出
し
た
も
の
に
対
し
〇
〇
の
横
綱
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
､
昔
は
〇
〇
の
大
関

と
表
現
さ
れ
て
い
た
｡
上
か
ら
二
番
目
の
意
味
で
は
な
い
｡
明
治
末
ま
で
地
位
と
し
て
は
大
関

が
最
高
位
で
横
綱
は
大
関
の
中
か
ら
指
名
さ
れ
る
名
誉
称
号
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
｡

2



《
出
陣
の
儀
》

「
厚
藤
四
郎
の
歴
史
改
変
は
昭
和
三
十
三
年
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
で
に
歴
史

は
変
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
な
ん
と
か
し
て
正
し
い
歴
史
を
取
り
戻
し
て
く

だ
さ
い
。
そ
れ
で
は
、
出
陣
部
隊
を
発
表
し
ま
す
。
」

審
神
者
は
巻
物
を
広
げ
最
初
の
一
振
の
名
を
読
み
上
げ
た
。

「
太
刀

鶯
丸
」

「
あ
あ
、
俺
は
田
安
時
代
の
厚
と
会
っ
て
い
る
か
ら
な
。
お
前
も
行
く
だ
ろ
？

大
包
平
。
」

「
あ
た
り
前
だ
！
」

「
鶯
丸
が
指
名
し
ち
ゃ
っ
た
よ
・
・
ま
あ
、
い
い
や
。
次
、
太
刀
一
期
一
振
。」

「
弟
の
歴
史
を
守
る
の
も
、
兄
の
務
め
で
す
な
。
」

「
太
刀

大
般
若
長
光
。
」

「
厚
藤
四
郎
と
は
帝
博
か
ら
の
よ
し
み
だ4
。」

「
そ
れ
か
ら
、
打
刀

山
姥
切
国
広
。
」

「
期
待
に
は
応
え
る
さ
。
」

「
最
後
に
、
今
回
は
第
一
部
隊
隊
長
を
短
刀

厚
藤
四
郎
に
お
願
い
し
ま
す
。」

厚
藤
四
郎
は
大
き
く
息
を
す
っ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
吐
き
出
し
た
。

「
ま
か
せ
と
け
！

大
将
！
」

厚
藤
四
郎
以
下
五
振
は
、
厚
藤
四
郎
の
歴
史
を
取
り
戻
す
た
め
過
去
へ
跳
ぶ
。

4

大
般
若
長
光
は
昭
和
16
年
11
月
28
日
付
け
で
｢
御
料
に
帰
属
せ
り
｣
と
官
報
に
記
載
さ

れ
て
い
る
[10]

｡
戦
前
の
頃
､
帝
室
博
物
館
は
宮
内
省
の
管
轄
で
あ
っ
た
た
め
こ
の
よ
う
な
表
現

を
さ
れ
て
い
る
｡
令
和
2
年
6
月
現
在
の
刀
剣
乱
舞
実
装
刀
で
戦
前
に
帝
室
博
物
館
に
納
め

ら
れ
た
の
は
､
厚
藤
四
郎
と
大
般
若
長
光
の
二
振
の
み
｡

R
e
co

rd
s
a
n
d

m
e
m
o
rie

s

明
治
や
昭
和
の
新
聞
記
事
か
ら
厚
藤
四
郎
が
田
安
徳
川
家
に
あ
っ
た
こ
と

は
確
実
と
な
っ
た
が
､
一
橋
家
旧
蔵
で
あ
る
と
の
認
識
が
広
ま
っ
た
経
緯
を

考
察
し
て
み
る
｡
厚
藤
四
郎
が
田
安
家
蔵
で
あ
っ
た
こ
と
は
特
に
秘
密
の
情

報
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
､
昭
和
40
年
以
前
は
元
田
安
家
で
あ
る
と
す
る

資
料
も
多
い
[11]

[13]

[6]

｡
全
て
の
記
録
を
掘
り
起
こ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
､
特
に
注
目
す
べ
き
は
昭
和
33
年
の
銘
刀
押
形
：
御
物
東
博
に
お
い
て

｢
一
橋
家
か
ら
帝
博
へ
｣
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
[12]

｡

厚藤四郎の来歴

明治以降
田安徳川家説 一橋徳川家説

M22.11.6
日本新聞他

遊就館展示に関して
出陳徳川達孝

S13.5.12
読売夕刊

帝室博物館に5月１０日
徳川達孝より献納

S14.2
刀剣会誌452

小倉惣右衛門著
帝博展示感想最近まで田安家
に伝来

S33.
銘刀押形 : 
御物東博

佐藤貫一, 沼田鎌次編
将軍家に伝来、一橋家に入ったが、昭
和の初めに帝博で買い上げ

S37
日本名刀物語

佐藤貫一
田安から帝室博物館へ

S39.1
刀剣と歴史417

小野光敬
田安家にあったのを本阿弥光
遜が斡旋して２万で帝博へ

S48.
日本刀鑑定法

本阿弥光博
一橋家から帝室博物館へ

H6.11
日本刀大百科事典

福永酔剣

H9.7
皇室将軍家大名家
刀剣目録

福永酔剣
維新後一橋家に移っていた

H9.12
週刊朝日百科

小笠原信夫

歴史改変の
干渉ポイント

正史の染みだし

歴史改変成功

田安家時代の
リアルタイムの情報

帝室博物館以前の厚藤四郎の所蔵に言及している資料
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こ
れ
は
所
蔵
元
の
正
式
な
目
録
と
も
い
え
る
書
籍
で
､
以
降
｢
一
橋
家
｣

と
す
る
記
録
が
多
く
な
り
[14]

[15]

[16]

[17]

､
お
そ
ら
く
こ
れ
が
歴
史
改
変
ポ
ｲ

ﾝ
ﾄ
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
も
後
日
こ
の
押
形
と
同
じ
筆
者
で
東
博
の
刀
剣
室

長
で
あ
っ
た
佐
藤
貫
一
氏
が
｢
田
安
家
｣
と
正
し
く
書
い
て
い
る
[13]

｡

一
橋
と
は
っ
き
り
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
田
安
家
に
来
る
前
に
一

橋
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
｢
一
橋
家
に
伝
来
､
そ
の
後
田
安
家
か
ら
帝
博
へ
｣
と
書
か
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
押
形
で
は
田
安
に
は
一
切
触
れ
ず
｢
一
橋
家
か
ら

帝
博
へ
｣
と
書
か
れ
た
こ
と
は
単
純
な
誤
記
で
あ
る
証
左
で
あ
ろ
う
｡
更
に
､

一
橋
か
ら
田
安
へ
と
併
記
さ
れ
て
い
る
書
籍
は
見
当
た
ら
な
い
｡
し
か
し
な

が
ら
､
徳
川
宗
家
か
ら
田
安
家
に
入
っ
た
記
録
が
な
い
た
め
｢
一
橋
家
に
な

か
っ
た
こ
と
の
完
全
な
証
明
｣
は
非
常
に
難
し
い
の
で
あ
る
｡

厚
藤
四
郎
は
帝
博
前
は
田
安
家
だ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
｡
ま
た
一
橋

家
に
あ
っ
た
可
能
性
は
限
り
な
く
ゼ
ﾛ
に
近
い
と
言
え
る
｡
だ
が
､
刀
剣
書

に
書
か
れ
広
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
な
か
な
か
覆
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡

（
影
響
力
の
な
い
末
端
調
査
沼
人
な
の
で
｡）
厚
藤
四
郎
が
田
安
家
に
あ
っ
た

年
月
は
黒
田
家
に
在
っ
た
年
月
よ
り
も
長
く
､
田
安
家
が
売
却
先
と
し
て
最

終
的
に
帝
室
博
物
館
を
選
ん
で
く
れ
た
こ
と
で
今
我
々
が
比
較
的
容
易
に
目

に
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
せ
め
て
こ
れ
を
読
ん

だ
方
々
の
中
だ
け
で
も
､
厚
藤
四
郎
の
田
安
の
記
憶
を
取
り
戻
し
て
ほ
し
い
｡
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任
務
よ
り
帰
還
し
た
厚
藤
四
郎
は
審
神
者
に
報
告
を
し
た
。

「
・
・
・
・
・
・
と
い
う
わ
け
で
、
昭
和
中
頃
か
ら
平
成
で
の
改
変
の
記
録

は
残
っ
ち
ま
っ
て
る
け
ど
、
令
和
の
時
代
に
は
俺
が
田
安
家
に
い
た
っ
て
情

報
が
じ
わ
じ
わ
と
拡
散
し
て
い
く
は
ず
だ
。
」

「
ひ
と
ま
ず
は
様
子
を
見
ま
し
ょ
う
。
で
も
、
き
っ
と
大
丈
夫
。
」

「
大
将
、

　

俺

の

歴

史

田
安
に
あ
っ
た
こ
と

　

を
取
り
戻
せ
た
こ
と
、
礼
を
言
わ
せ
て
く
れ
。」

「
礼
は
山
姥
切
国
広
に
。
彼
が
最
初
に
歴
史
改
変
に
気
づ
い
た
の
。
」

「
そ
っ
か
、
あ
り
が
と
う
な
！
」

山
姥
切
国
広
は
照
れ
隠
し
に
す
こ
し
は
に
か
む
。

「
兄
弟
が
教
え
て
く
れ
た
ん
だ
。
」

審
神
者
が
山
伏
国
広
や
堀
川
国
広
の
顔
を
頭
に
浮
か
べ
る
横
で
、
厚
藤
四
郎

は
な
つ
か
し
い
顔
を
思
い
出
し
鋼
の
瞳
を
細
め
破
顔
し
た
。

「
そ
う
か
。
あ
ん
た
の

　

き

ょ

う

だ

い

布
袋
国
広

　

に
礼
を
言
っ
て
お
い
て
く
れ
。」5

5

天
正
十
八
年
生
ま
れ
の
山
姥
切
国
広
の
同
い
年
の
兄
弟
で
あ
る
布
袋
国
広
は
大
正
の
頃
に

は
田
安
徳
川
家
蔵
で
あ
っ
た
[18]

｡
こ
の
布
袋
国
広
は
現
在
足
利
市
民
財
団
所
有
で
､2

0
1
7

年

春
の
足
利
市
美
術
館
に
お
い
て
山
姥
切
国
広
が
展
示
さ
れ
た
際
､
共
に
出
陳
｡
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