
　
　

主
な
登
場
人
物

■
鬼
真
壁
と
鬼
佐
竹
■

真
壁
久
幹

　

真
壁
城
主
。
剣
豪
塚
原
卜
伝
の
弟
子
と
な
り
、
霞
神
道
流
の
創
始
者
。
戦
場
で
は
常
に
赤
樫
の
棒

を
携
え
、
人
馬
も
ろ
と
も
に
な
ぎ
倒
す
怪
力
の
持
ち
主
。
北
条
に
つ
く
か
、
上
杉
謙
信
に
つ
く
か
で

関
東
の
武
将
た
ち
は
懸
命
に
自
領
を
保
つ
こ
と
に
腐
心
し
た
。
北
関
東
で
は
佐
竹
義
重
が
勢
力
を
伸

ば
し
、
謙
信
越
山
の
影
響
力
が
落
ち
て
く
る
と
、
久
幹
は
義
重
に
接
近
し
た
。

佐
竹
義
重

　

佐
竹
氏
十
八
代
目
の
当
主
。
北
は
芦
名
・
田
村
氏
と
戦
い
、
南
は
北
条
氏
と
戦
火
を
交
え
る
。
義

重
の
代
よ
り
力
を
つ
け
始
め
、
上
杉
謙
信
へ
の
関
東
武
士
た
ち
の
期
待
が
薄
れ
る
中
、
次
第
に
佐
竹

を
中
心
と
す
る
反
北
条
の
北
関
東
連
合
が
生
じ
て
く
る
。

■
鬼
武
蔵
■

森
長
可

　

信
長
の
家
臣
・
森
可
成
の
二
男
。
弟
に
本
能
寺
の
変
で
戦
死
し
た
蘭
丸
・
力
丸
・
坊
丸
が
い
る
。

父
の
家
督
を
継
ぎ
金
山
城
主
と
し
て
信
長
に
仕
え
る
が
、
信
長
横
死
後
、
舅
・
池
田
恒
興
と
共
に
小

牧
長
久
手
の
戦
い
で
家
康
軍
に
討
た
れ
る
。

■
鬼
日
向
■

水
野
勝
成

　

刈
谷
城
主
・
水
野
忠
重
の
嫡
男
で
、
小
牧
長
久
手
の
戦
い
で
父
と
口
論
す
る
。
そ
の
後
水
野
家
の

勘
定
方
を
殺
し
た
こ
と
で
、
父
親
か
ら
命
を
狙
わ
れ
、
十
五
年
に
及
ぶ
放
浪
の
旅
を
続
け
る
。
父
親

の
横
死
で
刈
谷
城
主
と
な
り
、
放
浪
時
知
り
合
っ
た
備
中
で
成
羽
城
主
・
三
村
親
成
の
姪
・
於
珊
を

妻
と
す
る
。
関
ヶ
原
合
戦
後
、
備
後
福
山
城
主
と
な
る
。

■
鬼
若
子
■

長
宗
我
部
元
親

　

土
佐
岡
豊
城
主
と
し
て
生
ま
れ
、
一
領
具
足
と
い
う
地
侍
を
利
用
し
て
土
佐
を
統
一
す
る
と
、
四

国
統
一
の
野
望
を
抱
き
、
中
富
川
合
戦
で
本
拠
地
阿
波
を
中
心
に
讃
岐
・
畿
内
を
領
し
た
三
好
家
の

居
地
・
勝
瑞
城
に
挑
む
。



篠
原
長
房

　

三
好
長
慶
亡
き
後
、
三
好
家
を
支
え
続
け
た
男
。
刀
の
達
人
で
信
長
か
ら
の
刺
客
を
倒
し
た
が
、

十
河
家
の
家
督
を
継
い
だ
元
主
人
・
三
好
義
賢
の
子
・
十
河
存
保
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。

■
鬼
柴
田
と
鬼
玄
蕃
■

柴
田
勝
家

　

若
い
頃
か
ら
織
田
信
長
の
父
・
信
秀
の
家
臣
と
し
て
仕
え
、
生
前
に
信
長
の
弟
・
信
勝
の
家
老
に

配
さ
れ
る
。
信
勝
死
後
、
信
長
に
仕
え
織
田
家
の
家
老
に
ま
で
出
世
す
る
が
、
賤
ヶ
岳
の
戦
い
で
同

僚
の
秀
吉
に
敗
北
す
る
。

佐
久
間
盛
政

　

柴
田
勝
家
の
妹
の
子
で
、
若
い
頃
か
ら
勝
家
を
助
け
戦
場
を
駆
け
巡
る
。
北
陸
の
一
向
一
揆
と
の

戦
い
に
明
け
暮
れ
、
一
揆
衆
の
拠
点
・
尾
山
御
坊
を
落
と
し
、
加
賀
二
郡
を
領
す
る
。
尾
山
御
坊
に

城
を
普
請
し
て
金
沢
城
主
と
な
る
。
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一

　

藁
葺
き
屋
根
の
素
朴
な
建
物
が
本
丸
の
側
に
建
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
か
ら
大
き
な
怒
鳴
り
声
が
響
い
て
く
る
。

「
ま
だ
ま
だ
弱
い
ぞ
。
そ
ん
な
力
の
な
い
突
き
で
は
相
手
は
倒
さ
れ
ぬ
ぞ
！
」

　

妥
協
を
許
さ
な
い
真
壁
久ひ

さ

幹も
と

は
、
家
臣
の
目
だ
る
い
太
刀
捌さ
ば

き
に
苛
立
っ
て
い
た
。

　

道
場
の
壁
に
は
久
幹
が
特
別
に
武
具
商
人
に
注
文
し
て
作
ら
せ
た
、
周
囲
八
寸
・
長
さ
一
丈
余
り

あ
る
赤
樫
で
こ
し
ら
え
た
彼
専
用
の
棒
が
太
刀
か
け
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

棒
に
は
筋
金
が
入
っ
て
お
り
、
表
面
に
は
鉄
の
鋲び

ょ
う

が
ぎ
っ
し
り
と
打
ち
付
け
ら
れ
て
い
た
。

　

戦
さ
に
な
る
と
、
馬
に
跨
が
っ
た
久
幹
は
部
隊
の
先
頭
に
立
っ
て
こ
の
棒
を
水
車
の
よ
う
に
振
り

回
し
、
敵
の
兵
馬
と
も
に
薙
ぎ
倒
す
。

　

こ
の
地
方
で
は
誰
も
知
ら
ぬ
者
が
い
な
い
荒
武
者
で
通
っ
て
お
り
、
敵
兵
に
は
「
鬼
真
壁
」
や

13　鬼真壁と鬼佐竹

「
夜
叉
真
壁
」
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。

　

道
場
は
直
接
久
幹
か
ら
稽
古
を
つ
け
て
貰
お
う
と
、
隅
に
座
っ
た
家
臣
た
ち
で
溢
れ
返
り
、
久
幹

の
一
挙
手
一
投
足
を
見
逃
す
ま
い
と
目
を
皿
の
よ
う
に
し
て
注
視
し
て
い
る
。

　

道
着
を
身
に
纏
っ
て
い
る
久
幹
は
、
剣
の
師
匠
で
も
あ
り
、
こ
の
真
壁
城
の
城
主
で
も
あ
る
の

だ
。

　

彼
の
身
体
か
ら
は
滝
の
よ
う
に
汗
が
湧
き
出
し
、
そ
れ
が
床
に
落
ち
て
水
溜
り
を
作
っ
て
い
た
。

「
も
う
一
度
か
か
っ
て
こ
い
！
」

　

家
臣
が
跳
ね
飛
ば
さ
れ
た
木
刀
を
拾
っ
て
再
び
握
り
直
す
が
、
中
段
に
構
え
る
師
匠
が
山
の
よ
う

に
膨
ら
み
、
師
匠
の
持
つ
木
刀
が
こ
ち
ら
の
間
近
く
に
ま
で
伸
び
て
き
て
彼
を
圧
迫
す
る
。

　

討
ち
込
み
た
い
が
、
異
常
に
大
き
く
迫
っ
て
く
る
久
幹
の
木
刀
に
飲
み
込
ま
れ
そ
う
で
、
そ
れ
も

で
き
な
い
。

　

じ
り
じ
り
と
壁
際
ま
で
退
が
っ
た
家
臣
は
、「
参
り
ま
し
た
」
と
思
わ
ず
叫
び
木
刀
を
引
い
た
。

「
ま
だ
ま
だ
修
行
が
足
り
ぬ
よ
う
だ
な
」

　

久
幹
が
木
刀
を
降
ろ
す
と
、
家
臣
は
金
縛
り
を
解
か
れ
た
よ
う
に
、
緊
張
か
ら
解
放
さ
れ
ほ
っ
と

一
息
つ
い
た
。

「
わ
し
は
本
丸
へ
戻
る
。
稽
古
の
続
き
は
氏
幹
に
任
せ
た
ぞ
」
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長
男
・
氏う
じ

幹も
と

に
そ
う
告
げ
る
と
、
久
幹
は
道
着
の
ま
ま
本
丸
へ
急
い
だ
。

　

真
壁
の
城
下
は
東
西
に
広
い
。

　

少
し
高
台
に
あ
る
本
丸
を
二
の
丸
、
三
の
丸
が
包
み
込
む
よ
う
に
取
り
囲
み
、
そ
れ
を
幅
数
十

メ
ー
ト
ル
、
深
さ
数
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
巨
大
な
空
堀
が
守
っ
て
い
る
。

　

東
西
に
比
べ
や
や
幅
狭
な
南
北
は
、
城
下
を
流
れ
る
田
中
川
・
山
口
川
が
外
堀
の
役
目
を
果
た

す
。

　

そ
し
て
四
方
に
伸
び
る
広
大
な
城
下
町
の
北
か
ら
東
に
か
け
て
は
加
波
山
に
連
な
る
山
々
が
遠
く

に
望
ま
れ
、
南
に
は
筑
波
山
の
美
し
い
山
容
が
ま
る
で
絵
画
の
よ
う
に
目
の
前
に
広
が
っ
て
い
る
。

　

城
下
の
唯
一
の
弱
点
で
あ
る
西
側
は
、
武
家
屋
敷
や
多
く
の
寺
院
が
建
ち
並
び
、
敵
の
侵
入
を
困

難
な
も
の
に
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
城
下
の
東
西
を
碁
盤
の
目
の
よ
う
に
道
路
が
走
り
、
町
人
や
百
姓
家
が
城
下
町
の
最
前
線

に
建
ち
並
ん
で
い
る
。

　

本
丸
で
は
、
年
配
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
や
つ
や
と
し
た
顔
色
で
若
者
の
よ
う
に
輝
く
目
を
し
た

男
が
久
幹
の
帰
り
を
待
っ
て
い
た
。

　

久
幹
と
同
年
代
ぐ
ら
い
の
こ
の
男
は
、
結
城
家
の
家
老
を
務
め
る
多
賀
谷
政ま

さ

経つ
ね

で
あ
る
。

　

そ
し
て
今
で
は
北
条
に
す
り
寄
る
結
城
家
に
嫌
気
が
差
し
、
結
城
家
か
ら
独
立
し
よ
う
と
し
て
い
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た
。

　

久
幹
を
待
つ
政
経
は
、
久
幹
の
次
男
・
義よ

し

幹も
と

と
話
し
な
が
ら
茶
を
喫
し
て
い
た
。

「
お
主
が
ま
だ
稽
古
中
だ
と
聞
き
、
道
場
の
方
へ
回
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
義
幹
殿
が
き
た

の
で
今
お
主
の
話
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
じ
ゃ
」

　

久
幹
に
は
頼
り
に
な
る
二
つ
違
い
の
息
子
が
い
る
。

　

兄
は
氏
幹
、
弟
は
義
幹
と
名
乗
り
、
十
九
歳
と
十
七
歳
に
な
る
若
者
で
あ
る
。
二
人
は
は
ち
切
れ

ぬ
ば
か
り
の
精
力
を
武
術
に
ぶ
つ
け
て
お
り
、
父
に
似
て
豪
傑
だ
が
思
慮
深
く
落
ち
つ
い
た
兄
弟

だ
。

　

二
人
の
父
で
あ
る
久
幹
は
息
子
と
同
じ
年
頃
の
時
、
剣
豪
塚
原
卜ぼ

く

伝で
ん

の
弟
子
と
な
り
、
父
親
の
死

で
真
壁
へ
戻
っ
て
き
て
城
主
と
な
っ
た
男
で
あ
る
。

　

し
か
し
四
十
七
歳
と
な
っ
た
今
も
剣
の
道
の
研け

ん

鑽さ
ん

を
続
け
、
卜
伝
の
鹿
島
新
当
流
を
自
分
流
に
改

良
し
、
そ
れ
を
霞
神
道
流
と
名
付
け
て
熱
心
に
弟
子
た
ち
に
教
え
て
い
る
。

　

真
壁
城
主
と
な
っ
た
久
幹
は
、
周
囲
の
国
衆
の
動
き
に
目
を
光
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
に
こ

の
頃
で
は
北
条
氏
が
北
関
東
ま
で
蚕
食
し
始
め
て
い
た
の
で
、
い
つ
ま
で
も
好
き
な
武
道
だ
け
に
か

ま
け
て
は
お
れ
な
か
っ
た
。

　

小
田
原
城
を
本
拠
地
と
す
る
北
条
家
の
勢
力
は
、
三
代
目
氏
康
の
頃
に
な
る
と
、
北
の
常
陸
の
方
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ま
で
伸
び
て
き
て
、
真
壁
氏
の
よ
う
な
小
さ
な
国
衆
は
そ
の
生
き
残
り
を
賭
け
て
大
勢
力
の
動
き
に

敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
て
い
た
。

　

永
禄
三
年
に
山
内
上
杉
家
の
関
東
管
領
職
を
引
き
継
い
だ
越
後
の
上
杉
謙
信
が
越
山
し
て
く
る

と
、
関
東
の
国
衆
た
ち
は
謙
信
と
北
条
氏
と
の
二
つ
の
大
き
な
勢
力
の
動
向
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　

そ
し
て
常
陸
で
は
佐
竹
氏
の
当
主
が
義
重
に
代
わ
っ
て
か
ら
そ
の
勢
い
を
強
め
た
た
め
、
謙
信
と

氏
康
と
に
加
え
佐
竹
氏
の
動
き
に
も
気
を
配
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

　

長
男
に
は
そ
の
頃
勢
い
の
強
か
っ
た
北
条
氏
康
か
ら
「
氏
」
の
一
字
を
貰
い
氏
幹
と
名
乗
ら
せ
、

次
男
誕
生
の
折
に
は
常
陸
の
佐
竹
義
重
の
「
義
」
の
字
を
貰
っ
て
義
幹
と
名
づ
け
る
程
、
久
幹
は
周

囲
に
気
を
使
っ
て
い
た
。

　

す
べ
て
は
小
国
真
壁
家
を
守
る
た
め
の
苦
肉
の
策
だ
。

　

そ
の
点
は
結
城
氏
の
家
老
で
あ
る
多
賀
谷
政
経
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

年
頃
も
久
幹
と
さ
程
変
わ
ら
な
い
政
経
は
、
同
じ
塚
原
卜
伝
の
弟
子
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
彼
と

親
し
い
関
係
を
続
け
て
き
た
。

　

久
幹
が
部
屋
に
入
っ
て
く
る
と
、
政
経
は
茶
碗
を
降
ろ
し
居
住
ま
い
を
正
し
た
。

「
ど
う
も
小
田
氏
治
の
動
き
が
怪
し
い
の
だ
」
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小
田
氏
は
源
頼
朝
の
家
臣
・
八
田
知
家
を
祖
と
す
る
名
門
で
、
氏
治
は
小
田
城
を
本
拠
地
と
す
る

南
常
陸
の
小
田
家
十
五
代
目
の
当
主
だ
。

　

宇
都
宮
・
小
山
・
佐
竹
・
千
葉
・
長
沼
・
那
須
・
結
城
氏
と
小
田
氏
は
関
東
八
屋
形
と
称
せ
ら

れ
、
関
東
の
有
力
大
名
の
一
つ
で
あ
る
。

　

小
田
家
は
東
の
霞
ケ
浦
周
辺
ま
で
そ
の
勢
力
を
拡
げ
る
と
、
今
度
は
西
の
方
へ
力
を
注
ぎ
、
常
陸

西
部
を
領
土
と
す
る
結
城
氏
と
矛
を
交
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

結
城
陣
営
に
属
す
る
政
経
は
、
彼
の
領
土
が
小
田
氏
と
結
城
氏
の
領
土
に
挟
ま
れ
て
い
る
の
で
、

小
田
氏
の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
る
。
そ
の
た
め
小
田
氏
へ
の
警
戒
は
怠
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

　

真
壁
氏
の
領
地
も
多
賀
谷
氏
と
北
で
接
し
て
い
る
の
で
、
小
田
氏
の
動
向
は
政
経
同
様
気
に
か

か
っ
て
い
る
。

「
小
田
氏
治
の
し
ぶ
と
さ
は
有
名
だ
か
ら
の
う
」

　

久
幹
は
嫌
と
い
う
程
氏
治
の
執
念
深
さ
を
知
っ
て
い
る
。

　

結
城
氏
が
北
条
氏
の
力
添
え
で
小
田
城
を
奪
う
と
、
北
条
方
が
小
田
原
城
に
帰
国
し
た
隙
に
氏
治

は
小
田
城
を
取
り
戻
し
た
。

　

そ
し
て
永
禄
三
年
、
上
杉
謙
信
が
関
東
管
領
上
杉
憲
政
を
伴
っ
て
越
山
し
た
際
、
氏
治
は
素
直
に

謙
信
陣
営
に
従
っ
た
が
、
謙
信
が
越
後
に
戻
る
と
す
ぐ
に
北
条
方
に
身
を
翻
し
た
。
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