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護良親王と後醍醐天皇の確執

護
良
親
王
と
後
醍
醐
天
皇
の
確
執

土
居

　
准
子

　

（
山
﨑

　
芙
紗
子
ゼ
ミ
）

は
じ
め
に

　一
三
三
五
年
（
建
武
二
年
）、
鎌
倉
に
て
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
大
塔
宮
護

良
親
王
が
、
渕
辺
伊
賀
守
義
博
の
手
に
か
か
り
二
十
九
歳
の
若
さ
で
殺
害
さ
れ
た
と

い
う
。
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
あ
り
、
武
勇
に
秀
で
、
元
弘
の
乱
に
て
僧
兵
を
率
い

て
活
躍
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
や
後
醍
醐
天
皇
の
新
政
に
尽
力
し
、
建
武
の
中
興
で
征
夷

大
将
軍
・
兵
部
卿
に
任
ぜ
ら
れ
る
な
ど
、
多
大
な
る
功
績
を
残
し
た
護
良
親
王
は
な

ぜ
殺
害
さ
れ
た
の
か
。
護
良
親
王
と
同
じ
時
代
を
生
き
た
様
々
な
人
物
と
の
関
係
性

や
、
南
北
朝
時
代
と
い
う
時
代
背
景
も
含
め
、
護
良
親
王
が
殺
害
さ
れ
る
に
至
っ
た

理
由
を
本
稿
で
追
求
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
今
回
は
様
々
な
人
物
の
中
か
ら
護
良
親

王
の
父
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇
と
の
確
執
に
つ
い
て
特
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　ま
た
、
小
論
で
は
森
茂
暁
氏
の
『
南
朝
全
史

　大
覚
寺
統
か
ら
後
南
朝
へ
』（
講

談
社

　二
〇
〇
五
年
六
月
刊
）
と
亀
田
俊
和
氏
の
『
シ
リ
ー
ズ
【
実
像
に
迫
る
】

〇
〇
七

　征
夷
大
将
軍
・
護
良
親
王
』（
戎
光
祥
出
版

　二
〇
一
七
年
四
月
刊
）、
そ

の
中
で
も
直
近
の
刊
行
で
あ
る
新
井
孝
重
氏
の
『
護
良
親
王
―
―
武
家
よ
り
も
君
の

恨
め
し
く
渡
ら
せ
給
ふ
―
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

　平
成
二
九
年
九
月
刊
）
を
参

考
に
研
究
を
進
め
た
い
。

一
、
南
北
朝
時
代

　は
じ
め
に
、
護
良
親
王
が
生
き
た
南
北
朝
時
代
と
は
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た

か
に
つ
い
て
知
る
必
要
が
あ
る
。
森
茂
暁
氏
の
『
南
朝
全
史

　大
覚
寺
統
か
ら
後
南

朝
へ
』を
参
考
に
南
北
朝
時
代
と
は
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
か
整
理
し
て
お
く
。

　南
北
朝
時
代
と
は
、
一
四
世
紀
に
天
皇
家
が
南
朝
と
北
朝
に
分
裂
し
た
こ
と
に
よ

り
展
開
し
た
大
規
模
な
動
乱
の
時
代
の
こ
と
で
あ
り
、
分
裂
し
た
二
つ
の
天
皇
家
の

う
ち
京
都
の
朝
廷
を
北
朝
、
吉
野
な
ど
近
畿
南
部
の
各
地
を
転
々
と
し
た
も
う
一
方

の
朝
廷
を
南
朝
と
称
し
て
い
る
。
南
北
朝
の
動
乱
が
展
開
し
た
日
本
の
中
世
は
分
裂

と
抗
争
の
時
代
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
階
層
、
場
所
を
問
わ
ず
様
々
な
分
裂
と
抗
争
が

生
起
し
、
時
代
が
動
い
て
い
っ
た
。
分
裂
と
抗
争
は
天
皇
家
に
も
波
及
し
、
鎌
倉
時

代
の
中
ご
ろ
に
天
皇
家
は
大
き
く
二
つ
の
系
統
に
分
か
れ
る
契
機
に
遭
遇
し
た
。
こ

の
二
つ
の
系
統
の
初
代
は
兄
弟
の
関
係
に
あ
り
、
兄
の
系
統
を
持
明
院
統
、
弟
の
系

統
を
大
覚
寺
統
と
称
し
て
い
る
。

　こ
こ
か
ら
は
持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
論
述
す
る
。

持
明
院
統
と
大
覚
寺
統

　ま
ず
持
明
院
統
と
は
後
深
草
―
伏
見
天
皇
の
皇
統
で
、
そ
の
名
称
は
伏
見
上
皇
以

降
こ
の
皇
統
が
持
明
院
殿
（
現
在
の
光
明
院
の
場
所
と
さ
れ
る
）
を
里
内
裏
・
仙
洞

御
所
に
し
た
こ
と
に
ち
な
む
。

　一
方
、
大
覚
寺
統
と
は
亀
山
―
後
宇
多
天
皇
の
皇
統
の
こ
と
で
、
後
宇
多
天
皇
が

皇
后
遊
義
門
院
姈
子
の
早
世
（
一
三
〇
七
年
七
月
）
と
嫡
子
後
二
条
天
皇
の
急
逝

（
一
三
〇
八
年
八
月
）
と
い
う
不
幸
を
う
け
て
出
家
し
、
京
都
西
郊
の
真
言
宗
大
覚

寺
に
隠
棲
し
、
次
子
後
醍
醐
天
皇
の
践
祚
（
前
天
皇
か
ら
神
器
を
譲
り
受
け
て
新
し

い
天
皇
が
立
つ
儀
式
）
に
と
も
な
っ
て
二
度
目
の
院
政
を
担
当
し
た
と
き
、
こ
の
寺

を
施
政
の
本
拠
に
し
た
こ
と
に
ち
な
ん
で
い
る
。

　持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
は
互
い
に
天
皇
の
座
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
た
と
説
か
れ
る

の
が
常
で
あ
る
が
、
両
統
は
、
最
初
か
ら
の
ち
に
見
る
よ
う
な
厳
し
い
対
立
関
係
に

あ
っ
た
の
で
は
な
く
、後
嵯
峨
院
死
後
に
生
じ
た
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
争
い
に
加
え
、
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び
入
ら
せ
給
ひ
て
、
御
経
を
引
き
覆
ひ
、
身
を
縮
め
て
ぞ
御
座
し
け
る
。
も
し

見
付
け
進
ら
す
る
事
あ
ら
ば
、
や
が
て
御
腹
召
さ
ん
と
て
、
氷
の
如
く
な
る
刀

を
抜
い
て
、
御
腹
に
さ
し
当
て
、
扱
し
進
ら
せ
ん
も
の
の
、「
こ
こ
に
こ
そ
」
と

申
さ
ん
ず
る
一
言
を
待
た
せ
給
ひ
け
る
御
心
の
中
、
推
し
量
ら
れ
て
哀
れ
な
り
。

　案
の
如
く
、
兵
ど
も
御
堂
に
も
乱
れ
入
り
て
、
仏
壇
の
中
、
天
井
の
上
ま
で
、

残
る
処
な
く
捜
し
奉
る
。
さ
れ
ど
も
さ
が
し
か
ね
て
、大
般
若
の
箱
を
あ
け
て
、

底
を
返
し
て
ぞ
さ
が
し
け
る
。
元
よ
り
蓋
の
あ
き
た
る
箱
を
ば
見
る
ま
で
も
な

く
て
、
兵
寺
中
を
出
で
に
け
り
。
宮
は
不
思
議
の
御
命
を
生
き
さ
せ
給
ひ
、
夢

の
様
に
て
箱
の
中
に
御
座
し
け
る
が
、
も
し
ま
た
帰
り
来
て
、
な
ほ
も
さ
が
す

事
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
御
思
案
あ
っ
て
、
先
に
兵
の
さ
が
し
つ
る
箱
の
中
へ
入

り
か
は
り
て
御
座
し
け
る
に
、
案
の
如
く
、
あ
る
兵
立
ち
帰
っ
て
、
先
に
蓋
の

あ
き
た
り
つ
る
箱
を
見
ざ
り
つ
る
が
、
不
審
に
覚
ゆ
」
と
て
、
御
経
を
打
ち
う

つ
し
て
見
け
る
に
、
か
ら
か
ら
と
打
ち
笑
つ
て
、「
大
般
若
の
箱
の
中
を
よ
く

よ
く
さ
が
し
た
れ
ば
、
大
塔
宮
は
御
座
さ
で
、
大
唐
の
玄
奘
三
蔵
こ
そ
あ
り
け

る
」
と
戯
れ
て
、一
同
に
ど
つ
と
ぞ
笑
つ
て
、門
よ
り
外
へ
ぞ
出
に
け
る
。（『
太

平
記
』
巻
五

　「
大
塔
宮
南
都
御
隠
居
後
十
津
川
御
栖
ひ
の
事
」
よ
り
引
用

　

以
下
『
太
平
記
』
の
引
用
は
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
）

　こ
の
逸
話
か
ら
、
護
良
親
王
が
た
だ
武
勇
に
優
れ
た
だ
け
の
皇
子
で
な
く
、
知
性

も
兼
ね
備
え
て
お
り
、
大
胆
な
性
格
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三
、
後
醍
醐
天
皇

　後
醍
醐
天
皇
は
第
九
十
六
代
天
皇
（
在
位
一
三
一
八
〜
三
九
）
で
あ
り
、
護
良
親

王
の
父
で
あ
る
。
後
醍
醐
は
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
に
生
ま
れ
、
諱
を
尊
治
と
い

う
。
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
年
）、
二
十
一
歳
で
花
園
天
皇
の
皇
太
子
と
な
っ
て
か

ら
十
年
後
に
当
時
と
し
て
は
異
例
の
壮
年
に
達
し
て
よ
う
や
く
皇
位
を
ふ
ん
だ
と
い

う
。
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
年
）
一
二
月
に
後
宇
多
上
皇
の
院
政
が
廃
止
さ
れ
る
と
、

名
実
と
も
な
る
後
醍
醐
天
皇
の
親
政
が
始
ま
る

）
（

（
注

。
し
か
し
、後
醍
醐
天
皇
の
即
位
は
、

本
来
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
大
覚
寺
統
で
は
、
後
醍
醐
の
兄
で

あ
る
後
二
条
が
嫡
流
と
さ
れ
、
後
宇
多
は
後
二
条
の
系
統
が
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と

を
希
望
し
て
い
た
。だ
が
、後
二
条
の
皇
子
で
あ
る
邦
良
親
王
が
幼
少
で
病
弱
で
あ
っ

た
た
め
、
邦
良
が
成
人
す
る
ま
で
の
中
継
ぎ
の
天
皇
と
し
て
後
醍
醐
が
即
位
し
た
の

で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
登
場
は
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
大

覚
寺
統
の
お
家
事
情
か
ら
急
遽
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　後
醍
醐
政
策
で
最
も
有
名
な
も
の
と
言
え
ば
、「
建
武
の
新
政
」
で
あ
る
。
鎌
倉

幕
府
滅
亡
後
、
こ
れ
ま
で
政
治
の
中
心
は
武
士
で
あ
っ
た
が
、
後
醍
醐
天
皇
は
、「
親

政
」
を
開
始
し
た
。
後
醍
醐
天
皇
は
摂
政
や
関
白
を
置
か
ず
に
、
記
録
所
を
復
活
さ

せ
、
武
者
所
、
雑
訴
決
断
所
な
ど
を
設
置
し
、
天
皇
中
心
の
政
治
を
進
め
た
。

　ま
た
、
後
醍
醐
天
皇
の
政
策
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
自
ら
の
皇
子
た
ち
そ
の
目

的
の
た
め
に
手
足
の
よ
う
に
利
用
し
た
点
が
あ
る
と
、『
南
朝
全
史

　大
覚
寺
統
か

ら
後
南
朝
へ
』
の
中
で
著
者
で
あ
る
森
茂
暁
氏
は
述
べ
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
皇

子
た
ち
は
、
多
方
面
で
縦
横
無
尽
に
活
躍
し
た
が
、
そ
の
最
た
る
存
在
が
護
良
親
王

で
あ
る
。
護
良
親
王
は
、
幼
く
し
て
、
天
台
宗
の
梶
井
門
跡
に
入
室
し
、
天
台
座
主

の
地
位
に
ま
で
上
り
詰
め
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
が
、
護
良
親
王
を
比
叡
山
に
送
り

込
ん
だ
目
的
は
、『
太
平
記
』
で
は
、「
鎌
倉
幕
府
倒
幕
の
た
め
」
で
あ
る
と
さ
れ
、

後
醍
醐
天
皇
は
自
ら
法
勝
寺
・
日
吉
社
・
山
門
・
無
動
寺
と
い
っ
た
天
台
宗
の
主
要

寺
院
を
歴
訪
し
、総
勢
三
千
と
言
わ
れ
る
比
叡
山
の
僧
兵
た
ち
を
手
な
ず
け
て
い
る
。

護
良
親
王
は
僧
兵
の
倒
幕
勢
力
へ
の
組
織
化
に
一
役
買
っ
た
と
い
え
る
。
護
良
親
王

を
比
叡
山
に
送
り
込
ん
だ
こ
と
は
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
へ
の
足
掛
か
り
と
な
っ
た
と
言

え
る
。

　護
良
親
王
以
外
に
も
、
宗
良
親
王
や
義
良
親
王
、
成
良
親
王
な
ど
の
ほ
か
、
多
く

の
皇
子
た
ち
が
様
々
な
場
所
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

　こ
う
し
た
皇
子
た
ち
の
派
遣
、
換
言
す
れ
ば
王
権
・
権
威
の
分
出
と
い
う
形
を
と

る
の
が
後
醍
醐
天
皇
の
や
り
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
南
北
朝
期
に
入
っ
て
南

朝
勢
力
が
劣
勢
と
な
っ
た
段
階
で
再
び
本
格
化
す
る
。
皇
子
を
さ
ら
に
他
の
地
域
に

派
遣
し
て
、
そ
の
地
域
に
南
朝
勢
力
を
扶
植
し
よ
う
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
少
な
く

と
も
十
七
人
も
の
皇
子
が
い
た
後
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
政
策
は
鎌
倉

幕
府
倒
幕
に
お
い
て
絶
大
な
効
果
を
上
げ
た

）
（

（
注

。
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皇
室
領
荘
園
の
領
有
を
め
ぐ
る
抗
争
か
ら
対
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
鎌
倉
幕
府
の
斡

旋
で
両
統
か
ら
交
互
に
皇
位
に
つ
く
両
統
迭
立
を
原
則
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
後
半
を

通
じ
両
統
の
勢
力
均
衡
が
保
た
れ
つ
つ
対
立
が
つ
づ
い
た
が
、
持
明
院
統
と
大
覚
寺

統
は
、
皇
位
を
事
実
上
決
定
し
て
い
た
鎌
倉
幕
府
に
対
し
て
政
権
を
担
当
す
る
能
力

が
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
、
競
い
合
う
よ
う
に
朝
廷
の
訴
訟
制
度
改
革
を

お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
鎌
倉
後
期
の
公
武
徳
政
政
策
に
帰
結
し
、
両
統
迭
立
は
政

道
を
興
隆
さ
せ
た
有
意
義
な
側
面
も
あ
る
が
、
大
局
的
に
は
皇
位
継
承
を
不
安
定
化

さ
せ
、
政
治
を
混
乱
さ
せ
た
側
面
が
存
在
し
た
こ
と
は
否
め
ず
、
世
代
を
経
る
ご
と

に
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
も
分
裂
を
繰
り
返
し
、
皇
位
継
承
競
争
を
一
層
激
化
さ
せ
た
。

【
皇
統
略
系
図
】（
①
〜
⑨
は
即
位
の
順
）

二
、
大
塔
宮
護
良
親
王

　大
塔
宮
護
良
親
王
は
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
年
）
に
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
と
し
て

生
ま
れ
、
の
ち
に
比
叡
山
延
暦
寺
に
は
い
っ
て
尊
雲
法
親
王
と
呼
ば
れ
た
。
彼
は
比

叡
山
の
有
力
門
跡
で
あ
る
梶
井
門
跡
（
現
在
の
三
千
院
）
に
住
み
門
主
と
な
り
、
や

が
て
第
一
一
六
世
天
台
座
主（
天
台
宗
の
総
本
山
で
あ
る
比
叡
山
延
暦
寺
の
ト
ッ
プ
）

の
地
位
に
二
十
歳
と
い
う
若
さ
で
就
く
。
護
良
親
王
が
出
家
し
て
最
初
に
入
室
し
た

の
は
京
都
東
山
近
く
の
白
河
天
皇
の
御
願
寺
で
あ
る
法
勝
寺
辺
で
あ
る
。
法
勝
寺
に

は
九
重
の
大
塔
が
そ
び
え
立
っ
て
お
り
、
こ
の
大
塔
の
ほ
と
り
に
梶
井
門
跡
の
子
房

で
あ
る
「
大
塔
」
が
存
在
し
た
。
護
良
親
王
は
師
匠
で
あ
る
覚
雲
法
親
王
師
を
通
し

て
覚
雲
が
師
と
仰
い
で
い
た
「
大
塔
澄
覚
親
王
」
の
法
流
を
受
け
、
澄
覚
が
住
ん
だ

法
勝
寺
辺
の
梶
井
門
跡
子
房
「
大
塔
」
に
入
室
し
た
。
こ
れ
ゆ
え
に
護
良
親
王
は
大

塔
宮
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　護
良
親
王
が
入
室
し
た
子
房
「
大
塔
」
の
祖
師
で
あ
る
澄
覚
法
親
王
は
皇
族
で
、

後
鳥
羽
の
孫
で
あ
り
雅
成
親
王
の
子
で
あ
っ
た
。
雅
成
親
王
は
承
久
の
乱
の
あ
と
に

但
馬
国
に
配
流
さ
れ
た
。
護
良
が
入
室
し
た
時
に
は
澄
覚
は
す
で
に
薨
去
し
て
い
た

の
で
直
接
の
面
識
は
な
か
っ
た
が
、
伝
統
あ
る
子
房
の
開
祖
と
い
う
こ
と
で
護
良
に

与
え
た
精
神
的
影
響
は
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
護
良
親
王
が
入
っ
た
当
時
の
梶
井

門
跡
は
、承
久
の
乱
に
お
け
る
敗
者
の
反
幕
府
的
な
気
風
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
寺
で
育
っ
た
護
良
親
王
も
ま
た
、
幕
府
に
対
す
る
反
感
を
強

く
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。

　天
台
座
主
と
な
っ
て
も
、
寺
院
の
運
営
に
尽
瘁
す
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
倒
幕

戦
争
を
考
え
武
勇
を
磨
い
て
い
た
と
い
い
、
そ
の
あ
り
さ
ま
が
あ
ま
り
に
も
貴
族
や

僧
侶
の
像
か
ら
か
け
離
れ
て
い
た
た
め
、「
未
だ
斯
か
る
不
思
議
の
門
主
は
御
坐
さ

ず
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
と
い
う
。

護
良
親
王
の
逸
話

　護
良
親
王
に
は
様
々
な
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
奈
良
の
般
若
寺
（
奈

良
市
）
に
潜
伏
し
て
い
た
際
、
護
良
親
王
が
仏
壇
の
前
の
唐
櫃
に
身
を
潜
め
、
あ
え

て
蓋
を
開
け
放
し
た
ま
ま
に
し
て
追
手
の
捜
索
を
逃
れ
た
と
い
う
太
平
記
に
描
か
れ

る
逸
話
が
有
名
で
あ
る
。

　…
…
宮
は
透
間
も
な
く
取
り
こ
め
ら
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
御
出
で
あ
る
べ
き
方

も
な
く
て
、
す
で
に
御
腹
を
召
さ
れ
ん
と
思
し
召
し
て
、
推
し
は
だ
ぬ
が
せ
給

ひ
た
り
け
る
が
、
こ
と
の
叶
は
ざ
る
に
こ
そ
腹
を
も
切
る
べ
け
れ
、
ま
ず
隠
れ

て
み
ば
や
と
思
し
召
し
て
、
御
堂
へ
走
り
入
ら
せ
給
ひ
た
れ
ば
、
人
の
読
み
か

け
た
る
大
般
若
の
箱
三
つ
あ
り
。
二
つ
の
箱
に
は
御
経
入
れ
て
蓋
を
開
け
ず
。

一
つ
の
箱
は
御
経
半
ば
取
り
出
だ
し
て
、
蓋
開
き
た
り
け
れ
ば
、
そ
の
中
へ
飛

①後
嵯
峨

②後
深
草
（
持
明
院
統
）

③亀
山
（
大
覚
寺
統
）

⑤伏
見

④後
宇
多

⑥後
伏
見

⑧花
園

尊
円
親
王

⑦後
二
条

⑨後
醍
醐

光
厳

光
明

邦
良
親
王

護
良
親
王

後
村
上
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び
入
ら
せ
給
ひ
て
、
御
経
を
引
き
覆
ひ
、
身
を
縮
め
て
ぞ
御
座
し
け
る
。
も
し

見
付
け
進
ら
す
る
事
あ
ら
ば
、
や
が
て
御
腹
召
さ
ん
と
て
、
氷
の
如
く
な
る
刀

を
抜
い
て
、
御
腹
に
さ
し
当
て
、
扱
し
進
ら
せ
ん
も
の
の
、「
こ
こ
に
こ
そ
」
と

申
さ
ん
ず
る
一
言
を
待
た
せ
給
ひ
け
る
御
心
の
中
、
推
し
量
ら
れ
て
哀
れ
な
り
。

　案
の
如
く
、
兵
ど
も
御
堂
に
も
乱
れ
入
り
て
、
仏
壇
の
中
、
天
井
の
上
ま
で
、

残
る
処
な
く
捜
し
奉
る
。
さ
れ
ど
も
さ
が
し
か
ね
て
、大
般
若
の
箱
を
あ
け
て
、

底
を
返
し
て
ぞ
さ
が
し
け
る
。
元
よ
り
蓋
の
あ
き
た
る
箱
を
ば
見
る
ま
で
も
な

く
て
、
兵
寺
中
を
出
で
に
け
り
。
宮
は
不
思
議
の
御
命
を
生
き
さ
せ
給
ひ
、
夢

の
様
に
て
箱
の
中
に
御
座
し
け
る
が
、
も
し
ま
た
帰
り
来
て
、
な
ほ
も
さ
が
す

事
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
御
思
案
あ
っ
て
、
先
に
兵
の
さ
が
し
つ
る
箱
の
中
へ
入

り
か
は
り
て
御
座
し
け
る
に
、
案
の
如
く
、
あ
る
兵
立
ち
帰
っ
て
、
先
に
蓋
の

あ
き
た
り
つ
る
箱
を
見
ざ
り
つ
る
が
、
不
審
に
覚
ゆ
」
と
て
、
御
経
を
打
ち
う

つ
し
て
見
け
る
に
、
か
ら
か
ら
と
打
ち
笑
つ
て
、「
大
般
若
の
箱
の
中
を
よ
く

よ
く
さ
が
し
た
れ
ば
、
大
塔
宮
は
御
座
さ
で
、
大
唐
の
玄
奘
三
蔵
こ
そ
あ
り
け

る
」
と
戯
れ
て
、一
同
に
ど
つ
と
ぞ
笑
つ
て
、門
よ
り
外
へ
ぞ
出
に
け
る
。（『
太

平
記
』
巻
五

　「
大
塔
宮
南
都
御
隠
居
後
十
津
川
御
栖
ひ
の
事
」
よ
り
引
用

　

以
下
『
太
平
記
』
の
引
用
は
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
）

　こ
の
逸
話
か
ら
、
護
良
親
王
が
た
だ
武
勇
に
優
れ
た
だ
け
の
皇
子
で
な
く
、
知
性

も
兼
ね
備
え
て
お
り
、
大
胆
な
性
格
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三
、
後
醍
醐
天
皇

　後
醍
醐
天
皇
は
第
九
十
六
代
天
皇
（
在
位
一
三
一
八
〜
三
九
）
で
あ
り
、
護
良
親

王
の
父
で
あ
る
。
後
醍
醐
は
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
に
生
ま
れ
、
諱
を
尊
治
と
い

う
。
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
年
）、
二
十
一
歳
で
花
園
天
皇
の
皇
太
子
と
な
っ
て
か

ら
十
年
後
に
当
時
と
し
て
は
異
例
の
壮
年
に
達
し
て
よ
う
や
く
皇
位
を
ふ
ん
だ
と
い

う
。
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
年
）
一
二
月
に
後
宇
多
上
皇
の
院
政
が
廃
止
さ
れ
る
と
、

名
実
と
も
な
る
後
醍
醐
天
皇
の
親
政
が
始
ま
る

）
（

（
注

。
し
か
し
、後
醍
醐
天
皇
の
即
位
は
、

本
来
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
大
覚
寺
統
で
は
、
後
醍
醐
の
兄
で

あ
る
後
二
条
が
嫡
流
と
さ
れ
、
後
宇
多
は
後
二
条
の
系
統
が
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と

を
希
望
し
て
い
た
。だ
が
、後
二
条
の
皇
子
で
あ
る
邦
良
親
王
が
幼
少
で
病
弱
で
あ
っ

た
た
め
、
邦
良
が
成
人
す
る
ま
で
の
中
継
ぎ
の
天
皇
と
し
て
後
醍
醐
が
即
位
し
た
の

で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
登
場
は
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
大

覚
寺
統
の
お
家
事
情
か
ら
急
遽
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　後
醍
醐
政
策
で
最
も
有
名
な
も
の
と
言
え
ば
、「
建
武
の
新
政
」
で
あ
る
。
鎌
倉

幕
府
滅
亡
後
、
こ
れ
ま
で
政
治
の
中
心
は
武
士
で
あ
っ
た
が
、
後
醍
醐
天
皇
は
、「
親

政
」
を
開
始
し
た
。
後
醍
醐
天
皇
は
摂
政
や
関
白
を
置
か
ず
に
、
記
録
所
を
復
活
さ

せ
、
武
者
所
、
雑
訴
決
断
所
な
ど
を
設
置
し
、
天
皇
中
心
の
政
治
を
進
め
た
。

　ま
た
、
後
醍
醐
天
皇
の
政
策
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
自
ら
の
皇
子
た
ち
そ
の
目

的
の
た
め
に
手
足
の
よ
う
に
利
用
し
た
点
が
あ
る
と
、『
南
朝
全
史

　大
覚
寺
統
か

ら
後
南
朝
へ
』
の
中
で
著
者
で
あ
る
森
茂
暁
氏
は
述
べ
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
皇

子
た
ち
は
、
多
方
面
で
縦
横
無
尽
に
活
躍
し
た
が
、
そ
の
最
た
る
存
在
が
護
良
親
王

で
あ
る
。
護
良
親
王
は
、
幼
く
し
て
、
天
台
宗
の
梶
井
門
跡
に
入
室
し
、
天
台
座
主

の
地
位
に
ま
で
上
り
詰
め
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
が
、
護
良
親
王
を
比
叡
山
に
送
り

込
ん
だ
目
的
は
、『
太
平
記
』
で
は
、「
鎌
倉
幕
府
倒
幕
の
た
め
」
で
あ
る
と
さ
れ
、

後
醍
醐
天
皇
は
自
ら
法
勝
寺
・
日
吉
社
・
山
門
・
無
動
寺
と
い
っ
た
天
台
宗
の
主
要

寺
院
を
歴
訪
し
、総
勢
三
千
と
言
わ
れ
る
比
叡
山
の
僧
兵
た
ち
を
手
な
ず
け
て
い
る
。

護
良
親
王
は
僧
兵
の
倒
幕
勢
力
へ
の
組
織
化
に
一
役
買
っ
た
と
い
え
る
。
護
良
親
王

を
比
叡
山
に
送
り
込
ん
だ
こ
と
は
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
へ
の
足
掛
か
り
と
な
っ
た
と
言

え
る
。

　護
良
親
王
以
外
に
も
、
宗
良
親
王
や
義
良
親
王
、
成
良
親
王
な
ど
の
ほ
か
、
多
く

の
皇
子
た
ち
が
様
々
な
場
所
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

　こ
う
し
た
皇
子
た
ち
の
派
遣
、
換
言
す
れ
ば
王
権
・
権
威
の
分
出
と
い
う
形
を
と

る
の
が
後
醍
醐
天
皇
の
や
り
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
南
北
朝
期
に
入
っ
て
南

朝
勢
力
が
劣
勢
と
な
っ
た
段
階
で
再
び
本
格
化
す
る
。
皇
子
を
さ
ら
に
他
の
地
域
に

派
遣
し
て
、
そ
の
地
域
に
南
朝
勢
力
を
扶
植
し
よ
う
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
少
な
く

と
も
十
七
人
も
の
皇
子
が
い
た
後
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
政
策
は
鎌
倉

幕
府
倒
幕
に
お
い
て
絶
大
な
効
果
を
上
げ
た

）
（

（
注

。
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び
入
ら
せ
給
ひ
て
、
御
経
を
引
き
覆
ひ
、
身
を
縮
め
て
ぞ
御
座
し
け
る
。
も
し

見
付
け
進
ら
す
る
事
あ
ら
ば
、
や
が
て
御
腹
召
さ
ん
と
て
、
氷
の
如
く
な
る
刀

を
抜
い
て
、
御
腹
に
さ
し
当
て
、
扱
し
進
ら
せ
ん
も
の
の
、「
こ
こ
に
こ
そ
」
と

申
さ
ん
ず
る
一
言
を
待
た
せ
給
ひ
け
る
御
心
の
中
、
推
し
量
ら
れ
て
哀
れ
な
り
。

　案
の
如
く
、
兵
ど
も
御
堂
に
も
乱
れ
入
り
て
、
仏
壇
の
中
、
天
井
の
上
ま
で
、

残
る
処
な
く
捜
し
奉
る
。
さ
れ
ど
も
さ
が
し
か
ね
て
、大
般
若
の
箱
を
あ
け
て
、

底
を
返
し
て
ぞ
さ
が
し
け
る
。
元
よ
り
蓋
の
あ
き
た
る
箱
を
ば
見
る
ま
で
も
な

く
て
、
兵
寺
中
を
出
で
に
け
り
。
宮
は
不
思
議
の
御
命
を
生
き
さ
せ
給
ひ
、
夢

の
様
に
て
箱
の
中
に
御
座
し
け
る
が
、
も
し
ま
た
帰
り
来
て
、
な
ほ
も
さ
が
す

事
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
御
思
案
あ
っ
て
、
先
に
兵
の
さ
が
し
つ
る
箱
の
中
へ
入

り
か
は
り
て
御
座
し
け
る
に
、
案
の
如
く
、
あ
る
兵
立
ち
帰
っ
て
、
先
に
蓋
の

あ
き
た
り
つ
る
箱
を
見
ざ
り
つ
る
が
、
不
審
に
覚
ゆ
」
と
て
、
御
経
を
打
ち
う

つ
し
て
見
け
る
に
、
か
ら
か
ら
と
打
ち
笑
つ
て
、「
大
般
若
の
箱
の
中
を
よ
く

よ
く
さ
が
し
た
れ
ば
、
大
塔
宮
は
御
座
さ
で
、
大
唐
の
玄
奘
三
蔵
こ
そ
あ
り
け

る
」
と
戯
れ
て
、一
同
に
ど
つ
と
ぞ
笑
つ
て
、門
よ
り
外
へ
ぞ
出
に
け
る
。（『
太

平
記
』
巻
五

　「
大
塔
宮
南
都
御
隠
居
後
十
津
川
御
栖
ひ
の
事
」
よ
り
引
用

　

以
下
『
太
平
記
』
の
引
用
は
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
）

　こ
の
逸
話
か
ら
、
護
良
親
王
が
た
だ
武
勇
に
優
れ
た
だ
け
の
皇
子
で
な
く
、
知
性

も
兼
ね
備
え
て
お
り
、
大
胆
な
性
格
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三
、
後
醍
醐
天
皇

　後
醍
醐
天
皇
は
第
九
十
六
代
天
皇
（
在
位
一
三
一
八
〜
三
九
）
で
あ
り
、
護
良
親

王
の
父
で
あ
る
。
後
醍
醐
は
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
に
生
ま
れ
、
諱
を
尊
治
と
い

う
。
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
年
）、
二
十
一
歳
で
花
園
天
皇
の
皇
太
子
と
な
っ
て
か

ら
十
年
後
に
当
時
と
し
て
は
異
例
の
壮
年
に
達
し
て
よ
う
や
く
皇
位
を
ふ
ん
だ
と
い

う
。
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
年
）
一
二
月
に
後
宇
多
上
皇
の
院
政
が
廃
止
さ
れ
る
と
、

名
実
と
も
な
る
後
醍
醐
天
皇
の
親
政
が
始
ま
る

）
（

（
注

。
し
か
し
、後
醍
醐
天
皇
の
即
位
は
、

本
来
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
大
覚
寺
統
で
は
、
後
醍
醐
の
兄
で

あ
る
後
二
条
が
嫡
流
と
さ
れ
、
後
宇
多
は
後
二
条
の
系
統
が
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と

を
希
望
し
て
い
た
。だ
が
、後
二
条
の
皇
子
で
あ
る
邦
良
親
王
が
幼
少
で
病
弱
で
あ
っ

た
た
め
、
邦
良
が
成
人
す
る
ま
で
の
中
継
ぎ
の
天
皇
と
し
て
後
醍
醐
が
即
位
し
た
の

で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
登
場
は
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
大

覚
寺
統
の
お
家
事
情
か
ら
急
遽
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　後
醍
醐
政
策
で
最
も
有
名
な
も
の
と
言
え
ば
、「
建
武
の
新
政
」
で
あ
る
。
鎌
倉

幕
府
滅
亡
後
、
こ
れ
ま
で
政
治
の
中
心
は
武
士
で
あ
っ
た
が
、
後
醍
醐
天
皇
は
、「
親

政
」
を
開
始
し
た
。
後
醍
醐
天
皇
は
摂
政
や
関
白
を
置
か
ず
に
、
記
録
所
を
復
活
さ

せ
、
武
者
所
、
雑
訴
決
断
所
な
ど
を
設
置
し
、
天
皇
中
心
の
政
治
を
進
め
た
。

　ま
た
、
後
醍
醐
天
皇
の
政
策
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
自
ら
の
皇
子
た
ち
そ
の
目

的
の
た
め
に
手
足
の
よ
う
に
利
用
し
た
点
が
あ
る
と
、『
南
朝
全
史

　大
覚
寺
統
か

ら
後
南
朝
へ
』
の
中
で
著
者
で
あ
る
森
茂
暁
氏
は
述
べ
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
皇

子
た
ち
は
、
多
方
面
で
縦
横
無
尽
に
活
躍
し
た
が
、
そ
の
最
た
る
存
在
が
護
良
親
王

で
あ
る
。
護
良
親
王
は
、
幼
く
し
て
、
天
台
宗
の
梶
井
門
跡
に
入
室
し
、
天
台
座
主

の
地
位
に
ま
で
上
り
詰
め
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
が
、
護
良
親
王
を
比
叡
山
に
送
り

込
ん
だ
目
的
は
、『
太
平
記
』
で
は
、「
鎌
倉
幕
府
倒
幕
の
た
め
」
で
あ
る
と
さ
れ
、

後
醍
醐
天
皇
は
自
ら
法
勝
寺
・
日
吉
社
・
山
門
・
無
動
寺
と
い
っ
た
天
台
宗
の
主
要

寺
院
を
歴
訪
し
、総
勢
三
千
と
言
わ
れ
る
比
叡
山
の
僧
兵
た
ち
を
手
な
ず
け
て
い
る
。

護
良
親
王
は
僧
兵
の
倒
幕
勢
力
へ
の
組
織
化
に
一
役
買
っ
た
と
い
え
る
。
護
良
親
王

を
比
叡
山
に
送
り
込
ん
だ
こ
と
は
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
へ
の
足
掛
か
り
と
な
っ
た
と
言

え
る
。

　護
良
親
王
以
外
に
も
、
宗
良
親
王
や
義
良
親
王
、
成
良
親
王
な
ど
の
ほ
か
、
多
く

の
皇
子
た
ち
が
様
々
な
場
所
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

　こ
う
し
た
皇
子
た
ち
の
派
遣
、
換
言
す
れ
ば
王
権
・
権
威
の
分
出
と
い
う
形
を
と

る
の
が
後
醍
醐
天
皇
の
や
り
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
南
北
朝
期
に
入
っ
て
南

朝
勢
力
が
劣
勢
と
な
っ
た
段
階
で
再
び
本
格
化
す
る
。
皇
子
を
さ
ら
に
他
の
地
域
に

派
遣
し
て
、
そ
の
地
域
に
南
朝
勢
力
を
扶
植
し
よ
う
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
少
な
く

と
も
十
七
人
も
の
皇
子
が
い
た
後
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
政
策
は
鎌
倉

幕
府
倒
幕
に
お
い
て
絶
大
な
効
果
を
上
げ
た

）
（

（
注

。
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皇
室
領
荘
園
の
領
有
を
め
ぐ
る
抗
争
か
ら
対
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
鎌
倉
幕
府
の
斡

旋
で
両
統
か
ら
交
互
に
皇
位
に
つ
く
両
統
迭
立
を
原
則
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
後
半
を

通
じ
両
統
の
勢
力
均
衡
が
保
た
れ
つ
つ
対
立
が
つ
づ
い
た
が
、
持
明
院
統
と
大
覚
寺

統
は
、
皇
位
を
事
実
上
決
定
し
て
い
た
鎌
倉
幕
府
に
対
し
て
政
権
を
担
当
す
る
能
力

が
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
、
競
い
合
う
よ
う
に
朝
廷
の
訴
訟
制
度
改
革
を

お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
鎌
倉
後
期
の
公
武
徳
政
政
策
に
帰
結
し
、
両
統
迭
立
は
政

道
を
興
隆
さ
せ
た
有
意
義
な
側
面
も
あ
る
が
、
大
局
的
に
は
皇
位
継
承
を
不
安
定
化

さ
せ
、
政
治
を
混
乱
さ
せ
た
側
面
が
存
在
し
た
こ
と
は
否
め
ず
、
世
代
を
経
る
ご
と

に
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
も
分
裂
を
繰
り
返
し
、
皇
位
継
承
競
争
を
一
層
激
化
さ
せ
た
。

【
皇
統
略
系
図
】（
①
〜
⑨
は
即
位
の
順
）

二
、
大
塔
宮
護
良
親
王

　大
塔
宮
護
良
親
王
は
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
年
）
に
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
と
し
て

生
ま
れ
、
の
ち
に
比
叡
山
延
暦
寺
に
は
い
っ
て
尊
雲
法
親
王
と
呼
ば
れ
た
。
彼
は
比

叡
山
の
有
力
門
跡
で
あ
る
梶
井
門
跡
（
現
在
の
三
千
院
）
に
住
み
門
主
と
な
り
、
や

が
て
第
一
一
六
世
天
台
座
主（
天
台
宗
の
総
本
山
で
あ
る
比
叡
山
延
暦
寺
の
ト
ッ
プ
）

の
地
位
に
二
十
歳
と
い
う
若
さ
で
就
く
。
護
良
親
王
が
出
家
し
て
最
初
に
入
室
し
た

の
は
京
都
東
山
近
く
の
白
河
天
皇
の
御
願
寺
で
あ
る
法
勝
寺
辺
で
あ
る
。
法
勝
寺
に

は
九
重
の
大
塔
が
そ
び
え
立
っ
て
お
り
、
こ
の
大
塔
の
ほ
と
り
に
梶
井
門
跡
の
子
房

で
あ
る
「
大
塔
」
が
存
在
し
た
。
護
良
親
王
は
師
匠
で
あ
る
覚
雲
法
親
王
師
を
通
し

て
覚
雲
が
師
と
仰
い
で
い
た
「
大
塔
澄
覚
親
王
」
の
法
流
を
受
け
、
澄
覚
が
住
ん
だ

法
勝
寺
辺
の
梶
井
門
跡
子
房
「
大
塔
」
に
入
室
し
た
。
こ
れ
ゆ
え
に
護
良
親
王
は
大

塔
宮
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　護
良
親
王
が
入
室
し
た
子
房
「
大
塔
」
の
祖
師
で
あ
る
澄
覚
法
親
王
は
皇
族
で
、

後
鳥
羽
の
孫
で
あ
り
雅
成
親
王
の
子
で
あ
っ
た
。
雅
成
親
王
は
承
久
の
乱
の
あ
と
に

但
馬
国
に
配
流
さ
れ
た
。
護
良
が
入
室
し
た
時
に
は
澄
覚
は
す
で
に
薨
去
し
て
い
た

の
で
直
接
の
面
識
は
な
か
っ
た
が
、
伝
統
あ
る
子
房
の
開
祖
と
い
う
こ
と
で
護
良
に

与
え
た
精
神
的
影
響
は
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
護
良
親
王
が
入
っ
た
当
時
の
梶
井

門
跡
は
、承
久
の
乱
に
お
け
る
敗
者
の
反
幕
府
的
な
気
風
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
寺
で
育
っ
た
護
良
親
王
も
ま
た
、
幕
府
に
対
す
る
反
感
を
強

く
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。

　天
台
座
主
と
な
っ
て
も
、
寺
院
の
運
営
に
尽
瘁
す
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
倒
幕

戦
争
を
考
え
武
勇
を
磨
い
て
い
た
と
い
い
、
そ
の
あ
り
さ
ま
が
あ
ま
り
に
も
貴
族
や

僧
侶
の
像
か
ら
か
け
離
れ
て
い
た
た
め
、「
未
だ
斯
か
る
不
思
議
の
門
主
は
御
坐
さ

ず
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
と
い
う
。

護
良
親
王
の
逸
話

　護
良
親
王
に
は
様
々
な
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
奈
良
の
般
若
寺
（
奈

良
市
）
に
潜
伏
し
て
い
た
際
、
護
良
親
王
が
仏
壇
の
前
の
唐
櫃
に
身
を
潜
め
、
あ
え

て
蓋
を
開
け
放
し
た
ま
ま
に
し
て
追
手
の
捜
索
を
逃
れ
た
と
い
う
太
平
記
に
描
か
れ

る
逸
話
が
有
名
で
あ
る
。

　…
…
宮
は
透
間
も
な
く
取
り
こ
め
ら
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
御
出
で
あ
る
べ
き
方

も
な
く
て
、
す
で
に
御
腹
を
召
さ
れ
ん
と
思
し
召
し
て
、
推
し
は
だ
ぬ
が
せ
給

ひ
た
り
け
る
が
、
こ
と
の
叶
は
ざ
る
に
こ
そ
腹
を
も
切
る
べ
け
れ
、
ま
ず
隠
れ

て
み
ば
や
と
思
し
召
し
て
、
御
堂
へ
走
り
入
ら
せ
給
ひ
た
れ
ば
、
人
の
読
み
か

け
た
る
大
般
若
の
箱
三
つ
あ
り
。
二
つ
の
箱
に
は
御
経
入
れ
て
蓋
を
開
け
ず
。

一
つ
の
箱
は
御
経
半
ば
取
り
出
だ
し
て
、
蓋
開
き
た
り
け
れ
ば
、
そ
の
中
へ
飛

①後
嵯
峨

②後
深
草
（
持
明
院
統
）

③亀
山
（
大
覚
寺
統
）

⑤伏
見

④後
宇
多

⑥後
伏
見

⑧花
園

尊
円
親
王

⑦後
二
条

⑨後
醍
醐

光
厳

光
明

邦
良
親
王

護
良
親
王

後
村
上
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護良親王と後醍醐天皇の確執

び
入
ら
せ
給
ひ
て
、
御
経
を
引
き
覆
ひ
、
身
を
縮
め
て
ぞ
御
座
し
け
る
。
も
し

見
付
け
進
ら
す
る
事
あ
ら
ば
、
や
が
て
御
腹
召
さ
ん
と
て
、
氷
の
如
く
な
る
刀

を
抜
い
て
、
御
腹
に
さ
し
当
て
、
扱
し
進
ら
せ
ん
も
の
の
、「
こ
こ
に
こ
そ
」
と

申
さ
ん
ず
る
一
言
を
待
た
せ
給
ひ
け
る
御
心
の
中
、
推
し
量
ら
れ
て
哀
れ
な
り
。

　案
の
如
く
、
兵
ど
も
御
堂
に
も
乱
れ
入
り
て
、
仏
壇
の
中
、
天
井
の
上
ま
で
、

残
る
処
な
く
捜
し
奉
る
。
さ
れ
ど
も
さ
が
し
か
ね
て
、大
般
若
の
箱
を
あ
け
て
、

底
を
返
し
て
ぞ
さ
が
し
け
る
。
元
よ
り
蓋
の
あ
き
た
る
箱
を
ば
見
る
ま
で
も
な

く
て
、
兵
寺
中
を
出
で
に
け
り
。
宮
は
不
思
議
の
御
命
を
生
き
さ
せ
給
ひ
、
夢

の
様
に
て
箱
の
中
に
御
座
し
け
る
が
、
も
し
ま
た
帰
り
来
て
、
な
ほ
も
さ
が
す

事
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
御
思
案
あ
っ
て
、
先
に
兵
の
さ
が
し
つ
る
箱
の
中
へ
入

り
か
は
り
て
御
座
し
け
る
に
、
案
の
如
く
、
あ
る
兵
立
ち
帰
っ
て
、
先
に
蓋
の

あ
き
た
り
つ
る
箱
を
見
ざ
り
つ
る
が
、
不
審
に
覚
ゆ
」
と
て
、
御
経
を
打
ち
う

つ
し
て
見
け
る
に
、
か
ら
か
ら
と
打
ち
笑
つ
て
、「
大
般
若
の
箱
の
中
を
よ
く

よ
く
さ
が
し
た
れ
ば
、
大
塔
宮
は
御
座
さ
で
、
大
唐
の
玄
奘
三
蔵
こ
そ
あ
り
け

る
」
と
戯
れ
て
、一
同
に
ど
つ
と
ぞ
笑
つ
て
、門
よ
り
外
へ
ぞ
出
に
け
る
。（『
太

平
記
』
巻
五

　「
大
塔
宮
南
都
御
隠
居
後
十
津
川
御
栖
ひ
の
事
」
よ
り
引
用

　

以
下
『
太
平
記
』
の
引
用
は
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
）

　こ
の
逸
話
か
ら
、
護
良
親
王
が
た
だ
武
勇
に
優
れ
た
だ
け
の
皇
子
で
な
く
、
知
性

も
兼
ね
備
え
て
お
り
、
大
胆
な
性
格
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三
、
後
醍
醐
天
皇

　後
醍
醐
天
皇
は
第
九
十
六
代
天
皇
（
在
位
一
三
一
八
〜
三
九
）
で
あ
り
、
護
良
親

王
の
父
で
あ
る
。
後
醍
醐
は
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
に
生
ま
れ
、
諱
を
尊
治
と
い

う
。
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
年
）、
二
十
一
歳
で
花
園
天
皇
の
皇
太
子
と
な
っ
て
か

ら
十
年
後
に
当
時
と
し
て
は
異
例
の
壮
年
に
達
し
て
よ
う
や
く
皇
位
を
ふ
ん
だ
と
い

う
。
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
年
）
一
二
月
に
後
宇
多
上
皇
の
院
政
が
廃
止
さ
れ
る
と
、

名
実
と
も
な
る
後
醍
醐
天
皇
の
親
政
が
始
ま
る

）
（

（
注

。
し
か
し
、後
醍
醐
天
皇
の
即
位
は
、

本
来
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
大
覚
寺
統
で
は
、
後
醍
醐
の
兄
で

あ
る
後
二
条
が
嫡
流
と
さ
れ
、
後
宇
多
は
後
二
条
の
系
統
が
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と

を
希
望
し
て
い
た
。だ
が
、後
二
条
の
皇
子
で
あ
る
邦
良
親
王
が
幼
少
で
病
弱
で
あ
っ

た
た
め
、
邦
良
が
成
人
す
る
ま
で
の
中
継
ぎ
の
天
皇
と
し
て
後
醍
醐
が
即
位
し
た
の

で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
登
場
は
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
大

覚
寺
統
の
お
家
事
情
か
ら
急
遽
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　後
醍
醐
政
策
で
最
も
有
名
な
も
の
と
言
え
ば
、「
建
武
の
新
政
」
で
あ
る
。
鎌
倉

幕
府
滅
亡
後
、
こ
れ
ま
で
政
治
の
中
心
は
武
士
で
あ
っ
た
が
、
後
醍
醐
天
皇
は
、「
親

政
」
を
開
始
し
た
。
後
醍
醐
天
皇
は
摂
政
や
関
白
を
置
か
ず
に
、
記
録
所
を
復
活
さ

せ
、
武
者
所
、
雑
訴
決
断
所
な
ど
を
設
置
し
、
天
皇
中
心
の
政
治
を
進
め
た
。

　ま
た
、
後
醍
醐
天
皇
の
政
策
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
自
ら
の
皇
子
た
ち
そ
の
目

的
の
た
め
に
手
足
の
よ
う
に
利
用
し
た
点
が
あ
る
と
、『
南
朝
全
史

　大
覚
寺
統
か

ら
後
南
朝
へ
』
の
中
で
著
者
で
あ
る
森
茂
暁
氏
は
述
べ
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
皇

子
た
ち
は
、
多
方
面
で
縦
横
無
尽
に
活
躍
し
た
が
、
そ
の
最
た
る
存
在
が
護
良
親
王

で
あ
る
。
護
良
親
王
は
、
幼
く
し
て
、
天
台
宗
の
梶
井
門
跡
に
入
室
し
、
天
台
座
主

の
地
位
に
ま
で
上
り
詰
め
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
が
、
護
良
親
王
を
比
叡
山
に
送
り

込
ん
だ
目
的
は
、『
太
平
記
』
で
は
、「
鎌
倉
幕
府
倒
幕
の
た
め
」
で
あ
る
と
さ
れ
、

後
醍
醐
天
皇
は
自
ら
法
勝
寺
・
日
吉
社
・
山
門
・
無
動
寺
と
い
っ
た
天
台
宗
の
主
要

寺
院
を
歴
訪
し
、総
勢
三
千
と
言
わ
れ
る
比
叡
山
の
僧
兵
た
ち
を
手
な
ず
け
て
い
る
。

護
良
親
王
は
僧
兵
の
倒
幕
勢
力
へ
の
組
織
化
に
一
役
買
っ
た
と
い
え
る
。
護
良
親
王

を
比
叡
山
に
送
り
込
ん
だ
こ
と
は
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
へ
の
足
掛
か
り
と
な
っ
た
と
言

え
る
。

　護
良
親
王
以
外
に
も
、
宗
良
親
王
や
義
良
親
王
、
成
良
親
王
な
ど
の
ほ
か
、
多
く

の
皇
子
た
ち
が
様
々
な
場
所
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

　こ
う
し
た
皇
子
た
ち
の
派
遣
、
換
言
す
れ
ば
王
権
・
権
威
の
分
出
と
い
う
形
を
と

る
の
が
後
醍
醐
天
皇
の
や
り
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
南
北
朝
期
に
入
っ
て
南

朝
勢
力
が
劣
勢
と
な
っ
た
段
階
で
再
び
本
格
化
す
る
。
皇
子
を
さ
ら
に
他
の
地
域
に

派
遣
し
て
、
そ
の
地
域
に
南
朝
勢
力
を
扶
植
し
よ
う
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
少
な
く

と
も
十
七
人
も
の
皇
子
が
い
た
後
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
政
策
は
鎌
倉

幕
府
倒
幕
に
お
い
て
絶
大
な
効
果
を
上
げ
た

）
（

（
注

。
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四
、
護
良
親
王
と
周
囲
の
人
間

　『
本
朝
皇
胤
紹
運
録

）
（

（
注

』
に
よ
れ
ば
、
後
醍
醐
天
皇
は
少
な
く
と
も
二
十
人
の
女
性

と
の
間
に
皇
子
十
七
人
、皇
女
十
五
人
の
計
三
十
二
人
の
子
ど
も
を
儲
け
た
と
い
う
、

出
生
の
順
は
諸
書
に
よ
っ
て
違
う
が
、
記
録
を
突
き
合
わ
せ
て
年
齢
の
順
を
見
る
と

尊
良
・
世
良
と
い
う
二
人
の
異
母
兄
が
存
在
し
、
だ
い
た
い
三
番
目
の
皇
子
で
あ
っ

た
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
が
、
護
良
が
第
一
皇
子
で
あ
っ
た
と
す
る
説
も
存
在

す
る
。
護
良
を
第
一
皇
子
と
す
る
説
か
ら
は
、
後
醍
醐
天
皇
は
一
宮
が
大
き
く
な
る

に
つ
れ
て
、
こ
の
子
の
利
発
さ
に
気
づ
き
、
こ
の
子
に
皇
位
を
継
が
せ
よ
う
と
考
え

た
。
こ
の
時
の
護
良
は
、
長
じ
て
父
帝
さ
え
乗
り
越
え
か
ね
な
い
賢
さ
と
気
力
を
そ

な
え
も
つ
存
在
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
親
か
ら
す
れ
ば
か
わ
い
く
も
あ
る
利
発
さ
で

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
率
直
に
皇
位
を
継
が
せ
よ
う
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

　だ
が
、
そ
も
そ
も
後
醍
醐
天
皇
は
大
覚
寺
統
の
正
嫡
で
あ
る
邦
良
親
王
が
成
長
す

る
ま
で
の
代
役
と
し
て
即
位
し
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
邦
良
即
位
の
あ
と
は
持
明

院
統
か
ら
皇
太
子
が
立
つ
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
た
め
、
い
か
に
お
の
れ
の
子
が
聡

明
で
あ
っ
て
も
後
継
者
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

　ま
た
、『
鎌
倉
将
軍
家
譜
』
に
よ
る
と
後
醍
醐
以
後
の
皇
位
継
承
に
つ
い
て
興
味

深
い
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
京
都
朝
廷
は
文
保
二
年
（
一
三
一
八
年
）
に
関
東
に
勅

使
を
派
遣
し
、
護
良
を
東
宮
に
な
さ
ん
と
し
た
が
、
北
条
高
時
は
こ
れ
を
聴
さ
ず
、

後
二
条
の
子
で
あ
る
邦
良
を
太
子
に
す
え
た
た
め
に
、
後
醍
醐
は
こ
れ
を
恨
ん
だ
と

い
う
。
邦
良
は
病
弱
だ
っ
た
と
い
う
焦
り
も
あ
り
、
関
東
に
は
後
醍
醐
の
退
位
を
早

め
よ
う
と
働
き
か
け
、
邦
良
を
引
き
立
て
よ
う
と
す
る
者
も
お
り
、
そ
れ
に
対
し
、

後
醍
醐
は
幕
府
に
激
し
い
憤
怒
を
懐
い
た
と
い
う
。

　こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
護
良
親
王
と
後
醍
醐
天
皇
は
最
初
か
ら
確
執
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
む
し
ろ
、
護
良
の
利
発
さ
や
気
力
を
買
い
、
東

宮
へ
と
考
え
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
か
ら
す
れ
ば
、
武
勇
に
秀
で
、
賢

く
利
発
な
息
子
と
い
う
の
は
か
わ
い
く
う
つ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
東
宮

に
と
考
え
て
い
た
ほ
ど
の
こ
の
護
良
親
王
の
武
勇
と
利
発
さ
が
、
の
ち
に
、
後
醍
醐

天
皇
と
の
間
に
確
執
を
生
む
一
因
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
人
物

阿
野
廉
子

　後
醍
醐
天
皇
の
妃
で
、
阿
野
公
廉
の
娘
、
洞
院
公
賢
の
養
女
で
あ
る
。
天
皇
の
寵

愛
を
う
け
、
後
村
上
天
皇
、
恒
良
親
王
、
成
良
親
王
ら
を
生
ん
だ
。
天
皇
の
隠
岐
配

流
に
随
行
し
、
建
武
新
政
府
の
も
と
で
准
三
宮
と
な
り
、
権
勢
を
ほ
こ
っ
た
。『
太

平
記
』
に
は
、
才
色
兼
備
で
「
殊
艶
」
の
み
な
ら
ず
「
便
佞
」
で
あ
る
の
で
、
後
醍

醐
の
数
多
い
寵
姫
の
な
か
で
も
一
番
の
お
気
に
入
り
で
ど
こ
に
行
く
に
も
一
緒
で

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　後
醍
醐
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
て
お
り
、
数
人
の
皇
子
を
生
ん
で
い
る
廉
子
に
と
っ

て
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
に
尽
力
し
、
建
武
の
中
興
で
征
夷
大
将
軍
・
兵
部
卿
に
任
じ
ら

れ
た
大
塔
宮
護
良
親
王
は
、
自
分
の
生
ん
だ
皇
子
を
皇
位
に
つ
け
る
た
め
に
は
邪
魔

な
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

足
利
尊
氏

　室
町
幕
府
初
代
将
軍
（
在
職
一
三
三
八
〜
五
八
）。
初
め
高
氏
と
称
し
、
後
醍
醐

天
皇
の
諱
、
尊
治
の
一
字
を
賜
っ
て
改
名
。
元
弘
の
変
で
六
波
羅
を
攻
め
落
と
し

た
が
、
の
ち
天
皇
に
背
き
、
持
明
院
統
の
光
明
天
皇
を
立
て
て
北
朝
を
興
し
た
。

一
三
三
八
年
に
征
夷
大
将
軍
と
な
り
、
室
町
幕
府
を
開
い
た
。

　新
井
氏
は
、
護
良
親
王
と
尊
氏
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
足
利
尊

氏
は
護
良
を
挑
発
し
、
護
良
は
足
利
を
襲
撃
し
よ
う
と
し
、
京
都
の
な
か
で
は
両
者

の
関
係
が
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
た
の
で
、
大
方
の

研
究
者
が
護
良
親
王
殺
害
の
事
件
に
つ
い
て
、
護
良
に
た
い
す
る
足
利
の
宿
意
に
よ

る
も
の
、
と
み
る
の
は
至
極
当
然
で
も
あ
る
が
、
護
良
が
殺
害
さ
れ
た
の
は
、
は
た

し
て
こ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
だ
ろ
う
か
。
も
う
少
し
深
い
政
治
的
な
背
景
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
ず
ば
り
、
護
良
を
将
軍
と
す
る
鎌
倉
幕
府
の
復
活
を
足
利

が
恐
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
お
り
、
護
良
親
王
と
尊
氏
は
と
も

に
鎌
倉
倒
幕
に
尽
力
し
た
が
、
予
想
以
上
に
複
雑
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
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護良親王と後醍醐天皇の確執

五
、
護
良
親
王
殺
害
の
理
由

　大
塔
宮
護
良
親
王
は
、
元
弘
の
乱
に
僧
兵
を
率
い
て
活
躍
す
る
な
ど
、
鎌
倉
幕
府

倒
幕
や
後
醍
醐
天
皇
の
新
政
に
尽
力
し
、
建
武
の
中
興
で
征
夷
大
将
軍
・
兵
部
卿
に

任
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
の
ち
に
足
利
尊
氏
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。

　護
良
親
王
は
、
幕
府
が
滅
亡
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
大
和
国
信
貴
山
（
奈
良
県
平

郡
町
）
に
籠
城
し
て
臨
戦
態
勢
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
後
醍
醐
天
皇
は
勅
使
を

派
遣
し
、
軍
勢
を
解
散
し
て
再
出
家
し
、
比
叡
山
に
戻
る
こ
と
を
勧
告
し
た
が
、
護

良
は
、
足
利
尊
氏
に
幕
府
再
興
の
野
望
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
こ
れ
を
拒
否
し
、
逆

に
尊
氏
を
討
伐
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
と
い
う
。
倒
幕
戦
争
の
最
終
盤
に
寝
返
っ
て

一
番
お
い
し
い
と
こ
ろ
を
持
っ
て
い
き
、
幕
府
滅
亡
後
も
事
実
上
京
都
を
支
配
す
る

尊
氏
に
、
護
良
親
王
が
強
く
反
発
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

　梶
井
門
跡
で
の
教
育
に
よ
っ
て
東
国
の
武
家
を
憎
む
護
良
親
王
に
と
っ
て
、
尊
氏

は
本
来
で
あ
れ
ば
北
条
一
門
の
よ
う
に
滅
ぼ
す
べ
き
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
が
、
倒
幕
戦
争
の
最
後
の
最
後
に
寝
返
っ
た
尊
氏
を
後
醍
醐
天
皇
が
実

子
で
あ
る
自
分
よ
り
厚
遇
し
て
い
た
こ
と
は
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　後
醍
醐
天
皇
が
実
の
子
で
あ
り
、
幼
い
こ
ろ
は
東
宮
に
と
考
え
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕

に
お
い
て
活
躍
し
た
護
良
親
王
を
失
脚
さ
せ
た
理
由
は
諸
書
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、

『
太
平
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　征
夷
大
将
軍
と
な
っ
た
護
良
親
王
は
、
足
利
尊
氏
討
伐
の
名
目
で
兵
を
集
め
、

そ
の
数
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
集
め
ら
れ
た
兵
は
、
夜
な
夜
な
京
白
河
あ
た
り

を
う
ろ
つ
い
て
辻
斬
り
を
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
う
ち
、
護
良
親
王
は
、
諸

国
へ
令
旨
を
出
し
、
兵
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
足
利
尊
氏
は
、

護
良
親
王
の
継
母
阿
野
廉
子
を
通
じ
て
後
醍
醐
天
皇
に
対
し
「
大
塔
宮
は
、
帝

位
を
奪
う
た
め
諸
国
の
兵
を
募
っ
て
い
る
。
そ
の
証
拠
は
明
ら
か
」 

と
告
げ
、

護
良
親
王
の
令
旨
を
差
し
出
し
て
い
る
。
激
怒
し
た
後
醍
醐
天
皇
は
、「
大
塔
宮

を
流
罪
に
処
す
べ
し
」
と
し
て
、
清
涼
殿
で
の
集
ま
り
と
し
て
護
良
親
王
を
呼

び
寄
せ
、
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
参
内
し
た
護
良
親
王
を
馬
場
殿
に
押
し
こ
め
た

）
（

（
注

。

　後
醍
醐
天
皇
か
ら
す
れ
ば
、
護
良
親
王
の
倒
幕
の
際
に
果
た
し
た
貢
献
は
確
か
に

絶
大
だ
っ
た
が
、
再
出
家
の
命
令
に
従
わ
ず
将
軍
を
名
乗
っ
た
こ
と
、
最
大
の
功
労

者
で
あ
る
尊
氏
を
公
然
と
敵
視
し
、
襲
撃
を
企
て
、
真
実
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
護
良
親
王
が
集
め
た
兵
た
ち
は
夜
な
夜
な
辻
斬
り
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か

ら
確
執
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
で
も
、
後
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
、

己
の
分
身
で
あ
る
、
分
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
護
良
親
王
が
帝
位
を
奪
お
う
と
し

て
い
る
と
い
う
の
は
、
建
武
の
新
政
を
進
め
た
い
後
醍
醐
に
と
っ
て
、
最
も
許
し
が

た
い
裏
切
り
と
捉
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　後
醍
醐
天
皇
の
怒
り
を
買
い
、
清
涼
殿
で
捕
ら
え
ら
れ
た
護
良
親
王
は
鎌
倉
に
流

さ
れ
、
土
牢
に
幽
閉
さ
れ
た
。
幽
閉
さ
れ
て
い
る
間
、
後
醍
醐
天
皇
に
書
状
を
送
っ

た
が
、
後
醍
醐
天
皇
の
怒
り
を
恐
れ
た
者
の
た
め
に
、
書
状
は
後
醍
醐
天
皇
の
も
と

に
届
け
ら
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。

　…
…
余
り
の
御
悲
し
み
の
至
り
に
や
、
内
々
御
書
を
遊
ば
さ
れ
、
御
心
寄
せ

の
女
房
し
て
、
急
ぎ
伝
奏
に
付
け
て
奏
聞
を
経
べ
し
と
仰
せ
遣
は
し
け
る
。
そ

の
詞
云
く
、

ま
づ
勅
勘
の
身
を
も
つ
て
、罪
な
き
の
由
を
奏
せ
ん
と
欲
す
る
に
、…
…
。

　護
良

と
ぞ
遊
ば
さ
れ
け
る
。
こ
の
書
も
し
叡
聞
に
達
し
た
ら
ば
、
宥
免
の
御
沙
汰
も

あ
る
べ
か
り
し
を
、
伝
奏
諸
の
憤
り
を
恐
れ
て
、
つ
ひ
に
奏
せ
ざ
り
し
か
ば
、

上
天
聴
を
隔
て
、中
心
の
訴
へ
解
け
ざ
り
け
る
こ
そ
情
け
な
け
れ
。（『
太
平
記
』

巻
十
二

　兵
部
卿
宮
御
消
息
の
事
）

　も
し
、
こ
の
書
状
が
後
醍
醐
天
皇
の
も
と
に
届
い
て
い
れ
ば
、
護
良
親
王
は
許
さ

れ
、
都
へ
戻
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
は
想
像
す
る
し
か
な
い

が
、
私
個
人
の
考
え
と
し
て
は
、
た
と
え
、
後
醍
醐
天
皇
の
も
と
へ
書
状
が
届
い
て

い
た
と
し
て
も
、
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
足
利
尊
氏
と
阿
野

廉
子
の
進
言
を
信
じ
、
噂
が
真
実
か
調
べ
る
こ
と
も
、
護
良
親
王
の
話
を
聴
く
こ
と

も
な
く
、
流
罪
に
処
し
た
の
だ
か
ら
、
仮
に
、
護
良
親
王
か
ら
の
訴
え
が
し
た
た
め

ら
れ
た
書
状
が
届
い
た
と
し
て
も
、許
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
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四
、
護
良
親
王
と
周
囲
の
人
間

　『
本
朝
皇
胤
紹
運
録

）
（

（
注

』
に
よ
れ
ば
、
後
醍
醐
天
皇
は
少
な
く
と
も
二
十
人
の
女
性

と
の
間
に
皇
子
十
七
人
、皇
女
十
五
人
の
計
三
十
二
人
の
子
ど
も
を
儲
け
た
と
い
う
、

出
生
の
順
は
諸
書
に
よ
っ
て
違
う
が
、
記
録
を
突
き
合
わ
せ
て
年
齢
の
順
を
見
る
と

尊
良
・
世
良
と
い
う
二
人
の
異
母
兄
が
存
在
し
、
だ
い
た
い
三
番
目
の
皇
子
で
あ
っ

た
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
が
、
護
良
が
第
一
皇
子
で
あ
っ
た
と
す
る
説
も
存
在

す
る
。
護
良
を
第
一
皇
子
と
す
る
説
か
ら
は
、
後
醍
醐
天
皇
は
一
宮
が
大
き
く
な
る

に
つ
れ
て
、
こ
の
子
の
利
発
さ
に
気
づ
き
、
こ
の
子
に
皇
位
を
継
が
せ
よ
う
と
考
え

た
。
こ
の
時
の
護
良
は
、
長
じ
て
父
帝
さ
え
乗
り
越
え
か
ね
な
い
賢
さ
と
気
力
を
そ

な
え
も
つ
存
在
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
親
か
ら
す
れ
ば
か
わ
い
く
も
あ
る
利
発
さ
で

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
率
直
に
皇
位
を
継
が
せ
よ
う
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

　だ
が
、
そ
も
そ
も
後
醍
醐
天
皇
は
大
覚
寺
統
の
正
嫡
で
あ
る
邦
良
親
王
が
成
長
す

る
ま
で
の
代
役
と
し
て
即
位
し
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
邦
良
即
位
の
あ
と
は
持
明

院
統
か
ら
皇
太
子
が
立
つ
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
た
め
、
い
か
に
お
の
れ
の
子
が
聡

明
で
あ
っ
て
も
後
継
者
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

　ま
た
、『
鎌
倉
将
軍
家
譜
』
に
よ
る
と
後
醍
醐
以
後
の
皇
位
継
承
に
つ
い
て
興
味

深
い
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
京
都
朝
廷
は
文
保
二
年
（
一
三
一
八
年
）
に
関
東
に
勅

使
を
派
遣
し
、
護
良
を
東
宮
に
な
さ
ん
と
し
た
が
、
北
条
高
時
は
こ
れ
を
聴
さ
ず
、

後
二
条
の
子
で
あ
る
邦
良
を
太
子
に
す
え
た
た
め
に
、
後
醍
醐
は
こ
れ
を
恨
ん
だ
と

い
う
。
邦
良
は
病
弱
だ
っ
た
と
い
う
焦
り
も
あ
り
、
関
東
に
は
後
醍
醐
の
退
位
を
早

め
よ
う
と
働
き
か
け
、
邦
良
を
引
き
立
て
よ
う
と
す
る
者
も
お
り
、
そ
れ
に
対
し
、

後
醍
醐
は
幕
府
に
激
し
い
憤
怒
を
懐
い
た
と
い
う
。

　こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
護
良
親
王
と
後
醍
醐
天
皇
は
最
初
か
ら
確
執
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
む
し
ろ
、
護
良
の
利
発
さ
や
気
力
を
買
い
、
東

宮
へ
と
考
え
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
か
ら
す
れ
ば
、
武
勇
に
秀
で
、
賢

く
利
発
な
息
子
と
い
う
の
は
か
わ
い
く
う
つ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
東
宮

に
と
考
え
て
い
た
ほ
ど
の
こ
の
護
良
親
王
の
武
勇
と
利
発
さ
が
、
の
ち
に
、
後
醍
醐

天
皇
と
の
間
に
確
執
を
生
む
一
因
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
人
物

阿
野
廉
子

　後
醍
醐
天
皇
の
妃
で
、
阿
野
公
廉
の
娘
、
洞
院
公
賢
の
養
女
で
あ
る
。
天
皇
の
寵

愛
を
う
け
、
後
村
上
天
皇
、
恒
良
親
王
、
成
良
親
王
ら
を
生
ん
だ
。
天
皇
の
隠
岐
配

流
に
随
行
し
、
建
武
新
政
府
の
も
と
で
准
三
宮
と
な
り
、
権
勢
を
ほ
こ
っ
た
。『
太

平
記
』
に
は
、
才
色
兼
備
で
「
殊
艶
」
の
み
な
ら
ず
「
便
佞
」
で
あ
る
の
で
、
後
醍

醐
の
数
多
い
寵
姫
の
な
か
で
も
一
番
の
お
気
に
入
り
で
ど
こ
に
行
く
に
も
一
緒
で

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　後
醍
醐
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
て
お
り
、
数
人
の
皇
子
を
生
ん
で
い
る
廉
子
に
と
っ

て
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
に
尽
力
し
、
建
武
の
中
興
で
征
夷
大
将
軍
・
兵
部
卿
に
任
じ
ら

れ
た
大
塔
宮
護
良
親
王
は
、
自
分
の
生
ん
だ
皇
子
を
皇
位
に
つ
け
る
た
め
に
は
邪
魔

な
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

足
利
尊
氏

　室
町
幕
府
初
代
将
軍
（
在
職
一
三
三
八
〜
五
八
）。
初
め
高
氏
と
称
し
、
後
醍
醐

天
皇
の
諱
、
尊
治
の
一
字
を
賜
っ
て
改
名
。
元
弘
の
変
で
六
波
羅
を
攻
め
落
と
し

た
が
、
の
ち
天
皇
に
背
き
、
持
明
院
統
の
光
明
天
皇
を
立
て
て
北
朝
を
興
し
た
。

一
三
三
八
年
に
征
夷
大
将
軍
と
な
り
、
室
町
幕
府
を
開
い
た
。

　新
井
氏
は
、
護
良
親
王
と
尊
氏
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
足
利
尊

氏
は
護
良
を
挑
発
し
、
護
良
は
足
利
を
襲
撃
し
よ
う
と
し
、
京
都
の
な
か
で
は
両
者

の
関
係
が
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い
た
の
で
、
大
方
の

研
究
者
が
護
良
親
王
殺
害
の
事
件
に
つ
い
て
、
護
良
に
た
い
す
る
足
利
の
宿
意
に
よ

る
も
の
、
と
み
る
の
は
至
極
当
然
で
も
あ
る
が
、
護
良
が
殺
害
さ
れ
た
の
は
、
は
た

し
て
こ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
だ
ろ
う
か
。
も
う
少
し
深
い
政
治
的
な
背
景
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
ず
ば
り
、
護
良
を
将
軍
と
す
る
鎌
倉
幕
府
の
復
活
を
足
利

が
恐
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
お
り
、
護
良
親
王
と
尊
氏
は
と
も

に
鎌
倉
倒
幕
に
尽
力
し
た
が
、
予
想
以
上
に
複
雑
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
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て
、
名
代
の
護
良
親
王
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
護
良
親
王
に
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
考
え
る
ゆ
と
り
は
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
政
治
性
も
身
に
付
け
て
い
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
己
の
す
べ
て
を
使
っ
て
勝
ち
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
鎌
倉
幕
府

倒
幕
に
お
け
る
自
分
の
役
割
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
、

後
醍
醐
天
皇
と
護
良
親
王
と
の
間
に
生
じ
た
矛
盾
は
、
の
ち
に
、
護
良
親
王
を
軍
務

か
ら
外
し
、
戦
争
指
揮
権
を
回
収
し
、
法
体
に
戻
す
、
と
い
っ
た
動
き
と
な
っ
て
あ

ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
護
良
親
王
の
代
わ
り
か
の
よ
う
に
、
足
利
尊
氏
が
活
躍
し
て
い

く
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、十
分
な
政
治
性
を
身
に
付
け
て
い
な
か
っ
た
護
良
親
王
は
、

真
っ
向
か
ら
押
し
返
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　後
醍
醐
天
皇
と
護
良
親
王
と
の
間
に
生
じ
た
確
執
は
、
取
り
払
わ
れ
る
こ
と
な
く

大
き
く
な
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
足
利
尊
氏
や
阿
野
廉
子
ら
の
策
略
も
加
わ
り
、結
局
、

後
醍
醐
天
皇
と
護
良
親
王
の
間
に
生
じ
た
確
執
、
対
立
は
出
口
の
な
い
ま
ま
護
良
親

王
の
死
を
も
っ
て
終
息
す
る
。

護
良
親
王
の
遺
児

　護
良
親
王
に
は
、
北
畠
親
房
の
妹
と
の
間
に
で
き
た
子
と
さ
れ
る
遺
児
が
い
た
。

（『
太
平
記
』
巻
三
四
）
こ
の
子
は
、
父
・
護
良
親
王
が
大
塔
宮
で
あ
っ
た
こ
と
に
ち

な
ん
で
、「
大
塔
若
宮
」
と
称
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
興
良
親
王
と
称
し
、
ま
た
、
常
陸

親
王
、
赤
松
宮
と
も
呼
ば
れ
た
。
彼
は
、
何
歳
の
頃
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
武

家
に
た
い
し
て
烈
し
い
反
抗
活
動
を
畿
内
で
展
開
し
、
十
四
世
紀
中
こ
ろ
ま
で
全
国

を
東
に
西
に
戦
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
彼
は
突
如
南
朝
拠
点

の
賀
名
生
を
襲
う
。
大
塔
若
宮
の
こ
の
行
動
は
、
父
・
護
良
親
王
の
怨
念
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
と
新
井
氏
は
述
べ
て
い
る
。こ
の
事
件
の
あ
と
、興
良
親
王
は
消
息
を
絶
ち
、

そ
の
後
の
足
取
り
は
杳
と
し
て
わ
か
ら
ず
、
歴
史
の
闇
に
消
え
る
の
で
あ
る

）
（

（
注

。

伝
説
と
な
っ
た
護
良
親
王

　あ
ま
り
に
も
悲
劇
的
で
あ
り
、
残
酷
だ
っ
た
護
良
親
王
の
死
は
庶
民
の
間
で
悲
劇

の
皇
子
と
し
て
伝
説
化
さ
れ
た
。
護
良
親
王
が
幽
閉
さ
れ
た
際
、
護
良
親
王
の
愛
妾

で
あ
っ
た
南
御
方
だ
け
が
、
幽
閉
さ
れ
た
護
良
親
王
の
側
に
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。
南
御
方
は
、
殺
害
さ
れ
た
護
良
親
王
の
首
を
携
え
て
戦
乱
の
東
海
道

を
越
え
て
都
へ
向
か
う
途
中
、
甲
斐
国
秋
山
の
里
（
現
山
梨
県
南
都
留
郡
秋
山
村
）

に
来
た
と
こ
ろ
で
護
良
親
王
の
子
を
産
む
が
、
難
産
が
た
た
り
死
ん
で
し
ま
う
と
い

う
。
そ
の
後
の
語
り
伝
え
に
は
い
ろ
い
ろ
の
内
容
が
あ
り
、

一
、
雛
鶴
姫
は
産
後
す
ぐ
他
界
し
、
王
子
も
間
も
な
く
は
か
な
い
命
を
絶
っ
た
。

二
、
王
子
は
し
は
ら
く
生
存
し
た
が
幼
児
の
う
ち
に
他
界
し
、
雛
鶴
姫
も
そ
の
あ
と

間
も
な
く
他
界
し
た
。

三
、
姫
は
産
後
間
も
な
く
他
界
し
た
が
、
王
子
は
十
二
〜
十
三
歳
ま
で
生
存
し
て
他

界
し
た
。

な
ど
、
様
々
な
言
い
伝
え
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
産
み
落
と
し
た
皇
子
は
興
良
親
王

と
は
別
の
皇
子
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
雛
鶴
伝
説
」
で
あ
り
、

こ
の
伝
説
に
関
連
し
て
、
相
模
国
北
部
か
ら
甲
斐
国
南
都
留
地
方
に
か
け
て
、
護
良

親
王
や
南
御
方
（
雛
鶴
姫
）
に
ち
な
む
地
名
や
神
社
な
ど
が
分
布
し
て
い
る

）
（

（
注

。
雛
鶴

姫
が
越
え
よ
う
と
し
た
山
梨
県
上
野
原
市
と
同
県
の
都
留
市
の
境
界
に
あ
る
峠
は

「
雛
鶴
峠
」
と
呼
ば
れ
、
山
梨
県
都
留
市
に
は
雛
鶴
姫
が
祀
ら
れ
て
い
る
雛
鶴
神
社

が
あ
り
、
同
じ
く
山
梨
県
都
留
市
に
あ
る
石
船
神
社
に
は
護
良
親
王
と
さ
れ
る
首
級

が
祀
ら
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
の
は
こ
の
二
つ
の
神
社
で
あ
る
が
、
他
に
も
各
地
に

護
良
親
王
と
雛
鶴
姫
に
ち
な
む
神
社
が
あ
る
。

　ま
た
、
護
良
親
王
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
東
光
寺
跡
に
は
、
護
良
親
王
に
想
い
を
は

せ
た
明
治
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
、
護
良
親
王
を
祭
神
と
す
る
鎌
倉
宮
が
あ
り
、
護
良

親
王
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
と
い
う
土
牢
も
残
っ
て
い
る
。
鎌
倉
宮
の
近
く
に
は
宮
内

庁
が
管
理
し
て
い
る
護
良
親
王
の
墓
も
あ
る
。

　護
良
親
王
の
死
は
史
実
は
さ
て
お
き
、人
々
の
感
情
に
深
く
刺
さ
る
も
の
で
あ
り
、

南
御
方
の
護
良
親
王
へ
の
献
身
的
な
愛
や
子
を
産
み
死
ぬ
と
い
う
悲
し
い
最
期
が
同

情
を
誘
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
高
校
の
日
本
史
の
授
業
等
で
は
触
れ
ら
れ
ぬ

存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
近
年
、
護
良
親
王
に
関
す
る
書
籍
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、「
雛
鶴
伝
説
」
を
も
と
に
し
た
梅
谷
百
氏
の
『
キ
ミ
ノ
名
ヲ
。』（
ア
ス
キ
ー
・

メ
デ
ィ
ア
ワ
ー
ク
ス

　二
〇
一
〇
年
刊
）
な
ど
の
小
説
や
漫
画
が
出
版
さ
れ
、
若
者

の
間
で
話
題
を
呼
ん
だ
。

　帝
の
皇
子
で
あ
り
、
武
勇
に
優
れ
、
僧
兵
を
率
い
て
活
躍
し
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
に

お
い
て
多
大
な
る
功
績
を
残
し
な
が
ら
も
、
実
の
父
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇
と
の
間
に

252

（41）
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分
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
護
良
親
王
が
帝
位
を
狙
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
後
醍

醐
天
皇
に
と
っ
て
許
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
書
状
を
読
む
こ
と
す
ら
も
し
な

か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　結
局
、
ど
う
あ
っ
て
も
護
良
親
王
が
後
醍
醐
天
皇
か
ら
許
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　諸
説
あ
る
が
、
そ
の
後
、
九
ヵ
月
近
く
幽
閉
さ
れ
た
護
良
親
王
は
、
そ
の
後
、
足

利
直
義
の
密
命
を
受
け
た
渕
辺
伊
賀
守
義
博
に
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
。
長
い
幽
閉
生

活
は
護
良
親
王
の
体
力
や
筋
力
を
著
し
く
奪
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
、
護
良
親
王
が

頑
強
に
抵
抗
し
、
渕
辺
の
刀
を
歯
で
咥
え
て
折
っ
た
と
い
う
逸
話
は
有
名
で
あ
る
。

　…
…
宮
は
土
の
楼
に
半
年
ば
か
り
居
曲
ま
さ
せ
給
ひ
て
、
御
足
も
快
く
立
た

ざ
り
け
る
に
や
、
御
心
は
矢
武
に
思
し
召
し
け
れ
ど
も
、
打
臥
に
倒
れ
さ
せ
給

ひ
け
る
を
、
起
し
も
立
て
進
ら
せ
ず
、
御
胸
の
上
に
乘
り
懸
か
り
、
腰
の
刀
を

抜
い
て
、
御
頸
を
か
か
ん
と
し
け
る
を
、
宮
御
頸
縮
め
さ
せ
給
ひ
て
、
刀
の
鋒

を
し
か
と
く
は
へ
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
渕
辺
も
強
な
る
物
に
て
は
あ
り
、
刀
を

奪
は
れ
進
ら
せ
じ
と
引
き
も
ぎ
け
る
程
に
、
刀
の
さ
き
一
寸
余
り
折
れ
て
失
せ

に
け
る
。
渕
辺
そ
の
刀
を
ば
打
ち
捨
て
て
、
脇
指
の
刀
に
て
御
胸
元
を
二
刀
ま

で
指
し
た
り
け
れ
ば
、
宮
些
し
弱
ら
せ
給
ひ
け
る
と
こ
ろ
を
、
御
ぐ
し
を
つ
か

ん
で
、
御
頸
を
か
き
落
と
す
。（
前
掲
『
太
平
記
』
巻
十
三
よ
り
）

　護
良
親
王
を
殺
害
し
た
渕
辺
伊
賀
守
義
博
は
、
護
良
親
王
の
首
が
あ
ま
り
に
恐
ろ

し
い
形
相
で
睨
み
つ
け
て
い
た
の
で
恐
れ
お
の
の
き
、
首
を
や
ぶ
の
中
に
捨
て
入
れ

た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
護
良
親
王
の
首
は
、
近
く
に
あ
っ
た
理
智
光
寺
の
住
職
が

こ
れ
を
埋
葬
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
同
寺
は
明
治
の
初
め
に
廃
寺
と
な
り
、
寺

の
跡
地
に
あ
る
護
良
親
王
の
墓
は
現
在
、
宮
内
庁
が
管
理
し
て
い
る
。

　幽
閉
さ
れ
る
ま
で
の
護
良
親
王
を
め
ぐ
る
事
態
の
流
れ
か
ら
、
護
良
親
王
の
烈
し

い
尊
氏
へ
の
憎
し
み
が
、
か
え
っ
て
自
分
を
取
り
巻
く
政
治
関
係
を
見
え
な
く
さ
せ

た
た
め
に
行
動
の
判
断
を
あ
や
ま
ら
せ
た
と
い
え
る
。
不
撓
不
屈
と
謀
略
、
多
分
に

柔
軟
性
を
持
っ
た
目
的
主
義
を
身
上
と
す
る
後
醍
醐
天
皇
、
一
つ
判
断
を
間
違
え
れ

ば
一
族
を
滅
ぼ
し
か
ね
な
い
北
条
専
制
の
も
と
で
、
バ
ラ
ン
ス
と
手
練
手
管
で
生
き

て
き
た
足
利
尊
氏
、
他
の
女
性

を
押
し
の
け
て
「
便
佞
」（
こ
と

ば
巧
み
で
人
の
気
に
入
る
よ
う

に
立
ち
回
る
の
が
う
ま
い
こ
と
）

ゆ
え
に
後
醍
醐
天
皇
の
寵
を
独

占
し
、
宮
中
政
治
へ
の
容
喙
を

ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
阿
野
廉
子
。

こ
う
し
た
人
々
を
ま
え
に
し
て
、

も
っ
ぱ
ら
戦
闘
に
あ
け
く
れ
て

き
た
青
年
貴
公
子
護
良
親
王
は

あ
ま
り
に
も
純
朴
で
あ
っ
た
と

新
井
氏
は
述
べ
る
。

　確
か
に
、
幼
く
し
て
梶
井
門

跡
の
大
塔
に
入
り
、
武
勇
に
明

け
暮
れ
て
き
た
護
良
親
王
は
後

醍
醐
天
皇
、足
利
尊
氏
、阿
野
廉
子
の
三
人
と
比
べ
れ
ば
、政
治
に
疎
く
、素
朴
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
幕
府
倒
幕
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
自
負

も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
後
醍
醐
天
皇
の
考
え
に
合
わ
な
い

政
治
的
志
向
に
進
ん
で
い
き
、
後
醍
醐
天
皇
の
機
嫌
を
そ
こ
ね
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
。
ま
た
、
尊
氏
や
阿
野
廉
子
と
い
っ
た
後
醍
醐
天
皇
の
周
囲
の
人
物
た
ち
と
も
対

立
す
る
よ
う
に
な
り
、
二
人
の
策
略
に
判
断
を
あ
や
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　鎌
倉
幕
府
倒
幕
の
第
一
の
功
労
者
は
護
良
親
王
で
あ
る
と
新
井
氏
は
述
べ
て
い

る
。
護
良
親
王
は
、
政
治
的
に
担
が
れ
る
た
ん
な
る
飾
り
で
は
な
く
、
自
ら
意
志
的

に
、
政
治
・
軍
事
活
動
を
推
し
進
め
る
存
在
で
あ
っ
た
。
自
分
の
頭
で
戦
略
を
練
り
、

自
分
の
意
思
で
作
戦
を
実
行
す
る
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
倒
幕
戦
争
に
勝
利
し
た
の

で
あ
る
。
護
良
親
王
が
戦
争
を
主
導
し
な
け
れ
ば
、
天
皇
家
の
戦
い
に
は
な
ら
な
い

し
、
こ
れ
に
勝
利
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
護
良
親
王
が
主

体
的
・
主
導
的
に
動
け
ば
動
く
ほ
ど
に
天
皇
の
名
代
と
し
て
は
逸
脱
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
、主
体
的
・
主
導
的
で
あ
る
の
は
後
醍
醐
天
皇
で
あ
っ

護良親王が幽閉されていたといわれる土牢（鎌倉宮）

7

護良親王と後醍醐天皇の確執

て
、
名
代
の
護
良
親
王
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
護
良
親
王
に
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
考
え
る
ゆ
と
り
は
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
政
治
性
も
身
に
付
け
て
い
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
己
の
す
べ
て
を
使
っ
て
勝
ち
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
鎌
倉
幕
府

倒
幕
に
お
け
る
自
分
の
役
割
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
、

後
醍
醐
天
皇
と
護
良
親
王
と
の
間
に
生
じ
た
矛
盾
は
、
の
ち
に
、
護
良
親
王
を
軍
務

か
ら
外
し
、
戦
争
指
揮
権
を
回
収
し
、
法
体
に
戻
す
、
と
い
っ
た
動
き
と
な
っ
て
あ

ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
護
良
親
王
の
代
わ
り
か
の
よ
う
に
、
足
利
尊
氏
が
活
躍
し
て
い

く
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、十
分
な
政
治
性
を
身
に
付
け
て
い
な
か
っ
た
護
良
親
王
は
、

真
っ
向
か
ら
押
し
返
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　後
醍
醐
天
皇
と
護
良
親
王
と
の
間
に
生
じ
た
確
執
は
、
取
り
払
わ
れ
る
こ
と
な
く

大
き
く
な
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
足
利
尊
氏
や
阿
野
廉
子
ら
の
策
略
も
加
わ
り
、結
局
、

後
醍
醐
天
皇
と
護
良
親
王
の
間
に
生
じ
た
確
執
、
対
立
は
出
口
の
な
い
ま
ま
護
良
親

王
の
死
を
も
っ
て
終
息
す
る
。

護
良
親
王
の
遺
児

　護
良
親
王
に
は
、
北
畠
親
房
の
妹
と
の
間
に
で
き
た
子
と
さ
れ
る
遺
児
が
い
た
。

（『
太
平
記
』
巻
三
四
）
こ
の
子
は
、
父
・
護
良
親
王
が
大
塔
宮
で
あ
っ
た
こ
と
に
ち

な
ん
で
、「
大
塔
若
宮
」
と
称
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
興
良
親
王
と
称
し
、
ま
た
、
常
陸

親
王
、
赤
松
宮
と
も
呼
ば
れ
た
。
彼
は
、
何
歳
の
頃
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
武

家
に
た
い
し
て
烈
し
い
反
抗
活
動
を
畿
内
で
展
開
し
、
十
四
世
紀
中
こ
ろ
ま
で
全
国

を
東
に
西
に
戦
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
彼
は
突
如
南
朝
拠
点

の
賀
名
生
を
襲
う
。
大
塔
若
宮
の
こ
の
行
動
は
、
父
・
護
良
親
王
の
怨
念
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
と
新
井
氏
は
述
べ
て
い
る
。こ
の
事
件
の
あ
と
、興
良
親
王
は
消
息
を
絶
ち
、

そ
の
後
の
足
取
り
は
杳
と
し
て
わ
か
ら
ず
、
歴
史
の
闇
に
消
え
る
の
で
あ
る

）
（

（
注

。

伝
説
と
な
っ
た
護
良
親
王

　あ
ま
り
に
も
悲
劇
的
で
あ
り
、
残
酷
だ
っ
た
護
良
親
王
の
死
は
庶
民
の
間
で
悲
劇

の
皇
子
と
し
て
伝
説
化
さ
れ
た
。
護
良
親
王
が
幽
閉
さ
れ
た
際
、
護
良
親
王
の
愛
妾

で
あ
っ
た
南
御
方
だ
け
が
、
幽
閉
さ
れ
た
護
良
親
王
の
側
に
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。
南
御
方
は
、
殺
害
さ
れ
た
護
良
親
王
の
首
を
携
え
て
戦
乱
の
東
海
道

を
越
え
て
都
へ
向
か
う
途
中
、
甲
斐
国
秋
山
の
里
（
現
山
梨
県
南
都
留
郡
秋
山
村
）

に
来
た
と
こ
ろ
で
護
良
親
王
の
子
を
産
む
が
、
難
産
が
た
た
り
死
ん
で
し
ま
う
と
い

う
。
そ
の
後
の
語
り
伝
え
に
は
い
ろ
い
ろ
の
内
容
が
あ
り
、

一
、
雛
鶴
姫
は
産
後
す
ぐ
他
界
し
、
王
子
も
間
も
な
く
は
か
な
い
命
を
絶
っ
た
。

二
、
王
子
は
し
は
ら
く
生
存
し
た
が
幼
児
の
う
ち
に
他
界
し
、
雛
鶴
姫
も
そ
の
あ
と

間
も
な
く
他
界
し
た
。

三
、
姫
は
産
後
間
も
な
く
他
界
し
た
が
、
王
子
は
十
二
〜
十
三
歳
ま
で
生
存
し
て
他

界
し
た
。

な
ど
、
様
々
な
言
い
伝
え
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
産
み
落
と
し
た
皇
子
は
興
良
親
王

と
は
別
の
皇
子
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
雛
鶴
伝
説
」
で
あ
り
、

こ
の
伝
説
に
関
連
し
て
、
相
模
国
北
部
か
ら
甲
斐
国
南
都
留
地
方
に
か
け
て
、
護
良

親
王
や
南
御
方
（
雛
鶴
姫
）
に
ち
な
む
地
名
や
神
社
な
ど
が
分
布
し
て
い
る

）
（

（
注

。
雛
鶴

姫
が
越
え
よ
う
と
し
た
山
梨
県
上
野
原
市
と
同
県
の
都
留
市
の
境
界
に
あ
る
峠
は

「
雛
鶴
峠
」
と
呼
ば
れ
、
山
梨
県
都
留
市
に
は
雛
鶴
姫
が
祀
ら
れ
て
い
る
雛
鶴
神
社

が
あ
り
、
同
じ
く
山
梨
県
都
留
市
に
あ
る
石
船
神
社
に
は
護
良
親
王
と
さ
れ
る
首
級

が
祀
ら
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
の
は
こ
の
二
つ
の
神
社
で
あ
る
が
、
他
に
も
各
地
に

護
良
親
王
と
雛
鶴
姫
に
ち
な
む
神
社
が
あ
る
。

　ま
た
、
護
良
親
王
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
東
光
寺
跡
に
は
、
護
良
親
王
に
想
い
を
は

せ
た
明
治
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
、
護
良
親
王
を
祭
神
と
す
る
鎌
倉
宮
が
あ
り
、
護
良

親
王
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
と
い
う
土
牢
も
残
っ
て
い
る
。
鎌
倉
宮
の
近
く
に
は
宮
内

庁
が
管
理
し
て
い
る
護
良
親
王
の
墓
も
あ
る
。

　護
良
親
王
の
死
は
史
実
は
さ
て
お
き
、人
々
の
感
情
に
深
く
刺
さ
る
も
の
で
あ
り
、

南
御
方
の
護
良
親
王
へ
の
献
身
的
な
愛
や
子
を
産
み
死
ぬ
と
い
う
悲
し
い
最
期
が
同

情
を
誘
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
高
校
の
日
本
史
の
授
業
等
で
は
触
れ
ら
れ
ぬ

存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
近
年
、
護
良
親
王
に
関
す
る
書
籍
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、「
雛
鶴
伝
説
」
を
も
と
に
し
た
梅
谷
百
氏
の
『
キ
ミ
ノ
名
ヲ
。』（
ア
ス
キ
ー
・

メ
デ
ィ
ア
ワ
ー
ク
ス

　二
〇
一
〇
年
刊
）
な
ど
の
小
説
や
漫
画
が
出
版
さ
れ
、
若
者

の
間
で
話
題
を
呼
ん
だ
。

　帝
の
皇
子
で
あ
り
、
武
勇
に
優
れ
、
僧
兵
を
率
い
て
活
躍
し
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
に

お
い
て
多
大
な
る
功
績
を
残
し
な
が
ら
も
、
実
の
父
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇
と
の
間
に

253
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て
、
名
代
の
護
良
親
王
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
護
良
親
王
に
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
考
え
る
ゆ
と
り
は
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
政
治
性
も
身
に
付
け
て
い
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
己
の
す
べ
て
を
使
っ
て
勝
ち
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
鎌
倉
幕
府

倒
幕
に
お
け
る
自
分
の
役
割
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
、

後
醍
醐
天
皇
と
護
良
親
王
と
の
間
に
生
じ
た
矛
盾
は
、
の
ち
に
、
護
良
親
王
を
軍
務

か
ら
外
し
、
戦
争
指
揮
権
を
回
収
し
、
法
体
に
戻
す
、
と
い
っ
た
動
き
と
な
っ
て
あ

ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
護
良
親
王
の
代
わ
り
か
の
よ
う
に
、
足
利
尊
氏
が
活
躍
し
て
い

く
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、十
分
な
政
治
性
を
身
に
付
け
て
い
な
か
っ
た
護
良
親
王
は
、

真
っ
向
か
ら
押
し
返
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　後
醍
醐
天
皇
と
護
良
親
王
と
の
間
に
生
じ
た
確
執
は
、
取
り
払
わ
れ
る
こ
と
な
く

大
き
く
な
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
足
利
尊
氏
や
阿
野
廉
子
ら
の
策
略
も
加
わ
り
、結
局
、

後
醍
醐
天
皇
と
護
良
親
王
の
間
に
生
じ
た
確
執
、
対
立
は
出
口
の
な
い
ま
ま
護
良
親

王
の
死
を
も
っ
て
終
息
す
る
。

護
良
親
王
の
遺
児

　護
良
親
王
に
は
、
北
畠
親
房
の
妹
と
の
間
に
で
き
た
子
と
さ
れ
る
遺
児
が
い
た
。

（『
太
平
記
』
巻
三
四
）
こ
の
子
は
、
父
・
護
良
親
王
が
大
塔
宮
で
あ
っ
た
こ
と
に
ち

な
ん
で
、「
大
塔
若
宮
」
と
称
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
興
良
親
王
と
称
し
、
ま
た
、
常
陸

親
王
、
赤
松
宮
と
も
呼
ば
れ
た
。
彼
は
、
何
歳
の
頃
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
武

家
に
た
い
し
て
烈
し
い
反
抗
活
動
を
畿
内
で
展
開
し
、
十
四
世
紀
中
こ
ろ
ま
で
全
国

を
東
に
西
に
戦
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
彼
は
突
如
南
朝
拠
点

の
賀
名
生
を
襲
う
。
大
塔
若
宮
の
こ
の
行
動
は
、
父
・
護
良
親
王
の
怨
念
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
と
新
井
氏
は
述
べ
て
い
る
。こ
の
事
件
の
あ
と
、興
良
親
王
は
消
息
を
絶
ち
、

そ
の
後
の
足
取
り
は
杳
と
し
て
わ
か
ら
ず
、
歴
史
の
闇
に
消
え
る
の
で
あ
る

）
（

（
注

。

伝
説
と
な
っ
た
護
良
親
王

　あ
ま
り
に
も
悲
劇
的
で
あ
り
、
残
酷
だ
っ
た
護
良
親
王
の
死
は
庶
民
の
間
で
悲
劇

の
皇
子
と
し
て
伝
説
化
さ
れ
た
。
護
良
親
王
が
幽
閉
さ
れ
た
際
、
護
良
親
王
の
愛
妾

で
あ
っ
た
南
御
方
だ
け
が
、
幽
閉
さ
れ
た
護
良
親
王
の
側
に
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。
南
御
方
は
、
殺
害
さ
れ
た
護
良
親
王
の
首
を
携
え
て
戦
乱
の
東
海
道

を
越
え
て
都
へ
向
か
う
途
中
、
甲
斐
国
秋
山
の
里
（
現
山
梨
県
南
都
留
郡
秋
山
村
）

に
来
た
と
こ
ろ
で
護
良
親
王
の
子
を
産
む
が
、
難
産
が
た
た
り
死
ん
で
し
ま
う
と
い

う
。
そ
の
後
の
語
り
伝
え
に
は
い
ろ
い
ろ
の
内
容
が
あ
り
、

一
、
雛
鶴
姫
は
産
後
す
ぐ
他
界
し
、
王
子
も
間
も
な
く
は
か
な
い
命
を
絶
っ
た
。

二
、
王
子
は
し
は
ら
く
生
存
し
た
が
幼
児
の
う
ち
に
他
界
し
、
雛
鶴
姫
も
そ
の
あ
と

間
も
な
く
他
界
し
た
。

三
、
姫
は
産
後
間
も
な
く
他
界
し
た
が
、
王
子
は
十
二
〜
十
三
歳
ま
で
生
存
し
て
他

界
し
た
。

な
ど
、
様
々
な
言
い
伝
え
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
産
み
落
と
し
た
皇
子
は
興
良
親
王

と
は
別
の
皇
子
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
雛
鶴
伝
説
」
で
あ
り
、

こ
の
伝
説
に
関
連
し
て
、
相
模
国
北
部
か
ら
甲
斐
国
南
都
留
地
方
に
か
け
て
、
護
良

親
王
や
南
御
方
（
雛
鶴
姫
）
に
ち
な
む
地
名
や
神
社
な
ど
が
分
布
し
て
い
る

）
（

（
注

。
雛
鶴

姫
が
越
え
よ
う
と
し
た
山
梨
県
上
野
原
市
と
同
県
の
都
留
市
の
境
界
に
あ
る
峠
は

「
雛
鶴
峠
」
と
呼
ば
れ
、
山
梨
県
都
留
市
に
は
雛
鶴
姫
が
祀
ら
れ
て
い
る
雛
鶴
神
社

が
あ
り
、
同
じ
く
山
梨
県
都
留
市
に
あ
る
石
船
神
社
に
は
護
良
親
王
と
さ
れ
る
首
級

が
祀
ら
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
の
は
こ
の
二
つ
の
神
社
で
あ
る
が
、
他
に
も
各
地
に

護
良
親
王
と
雛
鶴
姫
に
ち
な
む
神
社
が
あ
る
。

　ま
た
、
護
良
親
王
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
東
光
寺
跡
に
は
、
護
良
親
王
に
想
い
を
は

せ
た
明
治
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
、
護
良
親
王
を
祭
神
と
す
る
鎌
倉
宮
が
あ
り
、
護
良

親
王
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
と
い
う
土
牢
も
残
っ
て
い
る
。
鎌
倉
宮
の
近
く
に
は
宮
内

庁
が
管
理
し
て
い
る
護
良
親
王
の
墓
も
あ
る
。

　護
良
親
王
の
死
は
史
実
は
さ
て
お
き
、人
々
の
感
情
に
深
く
刺
さ
る
も
の
で
あ
り
、

南
御
方
の
護
良
親
王
へ
の
献
身
的
な
愛
や
子
を
産
み
死
ぬ
と
い
う
悲
し
い
最
期
が
同

情
を
誘
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
高
校
の
日
本
史
の
授
業
等
で
は
触
れ
ら
れ
ぬ

存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
近
年
、
護
良
親
王
に
関
す
る
書
籍
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、「
雛
鶴
伝
説
」
を
も
と
に
し
た
梅
谷
百
氏
の
『
キ
ミ
ノ
名
ヲ
。』（
ア
ス
キ
ー
・

メ
デ
ィ
ア
ワ
ー
ク
ス

　二
〇
一
〇
年
刊
）
な
ど
の
小
説
や
漫
画
が
出
版
さ
れ
、
若
者

の
間
で
話
題
を
呼
ん
だ
。

　帝
の
皇
子
で
あ
り
、
武
勇
に
優
れ
、
僧
兵
を
率
い
て
活
躍
し
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
に

お
い
て
多
大
な
る
功
績
を
残
し
な
が
ら
も
、
実
の
父
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇
と
の
間
に
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分
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
護
良
親
王
が
帝
位
を
狙
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
後
醍

醐
天
皇
に
と
っ
て
許
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
書
状
を
読
む
こ
と
す
ら
も
し
な

か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　結
局
、
ど
う
あ
っ
て
も
護
良
親
王
が
後
醍
醐
天
皇
か
ら
許
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　諸
説
あ
る
が
、
そ
の
後
、
九
ヵ
月
近
く
幽
閉
さ
れ
た
護
良
親
王
は
、
そ
の
後
、
足

利
直
義
の
密
命
を
受
け
た
渕
辺
伊
賀
守
義
博
に
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
。
長
い
幽
閉
生

活
は
護
良
親
王
の
体
力
や
筋
力
を
著
し
く
奪
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
、
護
良
親
王
が

頑
強
に
抵
抗
し
、
渕
辺
の
刀
を
歯
で
咥
え
て
折
っ
た
と
い
う
逸
話
は
有
名
で
あ
る
。

　…
…
宮
は
土
の
楼
に
半
年
ば
か
り
居
曲
ま
さ
せ
給
ひ
て
、
御
足
も
快
く
立
た

ざ
り
け
る
に
や
、
御
心
は
矢
武
に
思
し
召
し
け
れ
ど
も
、
打
臥
に
倒
れ
さ
せ
給

ひ
け
る
を
、
起
し
も
立
て
進
ら
せ
ず
、
御
胸
の
上
に
乘
り
懸
か
り
、
腰
の
刀
を

抜
い
て
、
御
頸
を
か
か
ん
と
し
け
る
を
、
宮
御
頸
縮
め
さ
せ
給
ひ
て
、
刀
の
鋒

を
し
か
と
く
は
へ
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
渕
辺
も
強
な
る
物
に
て
は
あ
り
、
刀
を

奪
は
れ
進
ら
せ
じ
と
引
き
も
ぎ
け
る
程
に
、
刀
の
さ
き
一
寸
余
り
折
れ
て
失
せ

に
け
る
。
渕
辺
そ
の
刀
を
ば
打
ち
捨
て
て
、
脇
指
の
刀
に
て
御
胸
元
を
二
刀
ま

で
指
し
た
り
け
れ
ば
、
宮
些
し
弱
ら
せ
給
ひ
け
る
と
こ
ろ
を
、
御
ぐ
し
を
つ
か

ん
で
、
御
頸
を
か
き
落
と
す
。（
前
掲
『
太
平
記
』
巻
十
三
よ
り
）

　護
良
親
王
を
殺
害
し
た
渕
辺
伊
賀
守
義
博
は
、
護
良
親
王
の
首
が
あ
ま
り
に
恐
ろ

し
い
形
相
で
睨
み
つ
け
て
い
た
の
で
恐
れ
お
の
の
き
、
首
を
や
ぶ
の
中
に
捨
て
入
れ

た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
護
良
親
王
の
首
は
、
近
く
に
あ
っ
た
理
智
光
寺
の
住
職
が

こ
れ
を
埋
葬
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
同
寺
は
明
治
の
初
め
に
廃
寺
と
な
り
、
寺

の
跡
地
に
あ
る
護
良
親
王
の
墓
は
現
在
、
宮
内
庁
が
管
理
し
て
い
る
。

　幽
閉
さ
れ
る
ま
で
の
護
良
親
王
を
め
ぐ
る
事
態
の
流
れ
か
ら
、
護
良
親
王
の
烈
し

い
尊
氏
へ
の
憎
し
み
が
、
か
え
っ
て
自
分
を
取
り
巻
く
政
治
関
係
を
見
え
な
く
さ
せ

た
た
め
に
行
動
の
判
断
を
あ
や
ま
ら
せ
た
と
い
え
る
。
不
撓
不
屈
と
謀
略
、
多
分
に

柔
軟
性
を
持
っ
た
目
的
主
義
を
身
上
と
す
る
後
醍
醐
天
皇
、
一
つ
判
断
を
間
違
え
れ

ば
一
族
を
滅
ぼ
し
か
ね
な
い
北
条
専
制
の
も
と
で
、
バ
ラ
ン
ス
と
手
練
手
管
で
生
き

て
き
た
足
利
尊
氏
、
他
の
女
性

を
押
し
の
け
て
「
便
佞
」（
こ
と

ば
巧
み
で
人
の
気
に
入
る
よ
う

に
立
ち
回
る
の
が
う
ま
い
こ
と
）

ゆ
え
に
後
醍
醐
天
皇
の
寵
を
独

占
し
、
宮
中
政
治
へ
の
容
喙
を

ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
阿
野
廉
子
。

こ
う
し
た
人
々
を
ま
え
に
し
て
、

も
っ
ぱ
ら
戦
闘
に
あ
け
く
れ
て

き
た
青
年
貴
公
子
護
良
親
王
は

あ
ま
り
に
も
純
朴
で
あ
っ
た
と

新
井
氏
は
述
べ
る
。

　確
か
に
、
幼
く
し
て
梶
井
門

跡
の
大
塔
に
入
り
、
武
勇
に
明

け
暮
れ
て
き
た
護
良
親
王
は
後

醍
醐
天
皇
、足
利
尊
氏
、阿
野
廉
子
の
三
人
と
比
べ
れ
ば
、政
治
に
疎
く
、素
朴
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
幕
府
倒
幕
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
自
負

も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
後
醍
醐
天
皇
の
考
え
に
合
わ
な
い

政
治
的
志
向
に
進
ん
で
い
き
、
後
醍
醐
天
皇
の
機
嫌
を
そ
こ
ね
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
。
ま
た
、
尊
氏
や
阿
野
廉
子
と
い
っ
た
後
醍
醐
天
皇
の
周
囲
の
人
物
た
ち
と
も
対

立
す
る
よ
う
に
な
り
、
二
人
の
策
略
に
判
断
を
あ
や
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　鎌
倉
幕
府
倒
幕
の
第
一
の
功
労
者
は
護
良
親
王
で
あ
る
と
新
井
氏
は
述
べ
て
い

る
。
護
良
親
王
は
、
政
治
的
に
担
が
れ
る
た
ん
な
る
飾
り
で
は
な
く
、
自
ら
意
志
的

に
、
政
治
・
軍
事
活
動
を
推
し
進
め
る
存
在
で
あ
っ
た
。
自
分
の
頭
で
戦
略
を
練
り
、

自
分
の
意
思
で
作
戦
を
実
行
す
る
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
倒
幕
戦
争
に
勝
利
し
た
の

で
あ
る
。
護
良
親
王
が
戦
争
を
主
導
し
な
け
れ
ば
、
天
皇
家
の
戦
い
に
は
な
ら
な
い

し
、
こ
れ
に
勝
利
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
護
良
親
王
が
主

体
的
・
主
導
的
に
動
け
ば
動
く
ほ
ど
に
天
皇
の
名
代
と
し
て
は
逸
脱
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
、主
体
的
・
主
導
的
で
あ
る
の
は
後
醍
醐
天
皇
で
あ
っ

護良親王が幽閉されていたといわれる土牢（鎌倉宮）
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て
、
名
代
の
護
良
親
王
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
護
良
親
王
に
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
考
え
る
ゆ
と
り
は
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
政
治
性
も
身
に
付
け
て
い
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
己
の
す
べ
て
を
使
っ
て
勝
ち
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
鎌
倉
幕
府

倒
幕
に
お
け
る
自
分
の
役
割
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
、

後
醍
醐
天
皇
と
護
良
親
王
と
の
間
に
生
じ
た
矛
盾
は
、
の
ち
に
、
護
良
親
王
を
軍
務

か
ら
外
し
、
戦
争
指
揮
権
を
回
収
し
、
法
体
に
戻
す
、
と
い
っ
た
動
き
と
な
っ
て
あ

ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
護
良
親
王
の
代
わ
り
か
の
よ
う
に
、
足
利
尊
氏
が
活
躍
し
て
い

く
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、十
分
な
政
治
性
を
身
に
付
け
て
い
な
か
っ
た
護
良
親
王
は
、

真
っ
向
か
ら
押
し
返
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　後
醍
醐
天
皇
と
護
良
親
王
と
の
間
に
生
じ
た
確
執
は
、
取
り
払
わ
れ
る
こ
と
な
く

大
き
く
な
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
足
利
尊
氏
や
阿
野
廉
子
ら
の
策
略
も
加
わ
り
、結
局
、

後
醍
醐
天
皇
と
護
良
親
王
の
間
に
生
じ
た
確
執
、
対
立
は
出
口
の
な
い
ま
ま
護
良
親

王
の
死
を
も
っ
て
終
息
す
る
。

護
良
親
王
の
遺
児

　護
良
親
王
に
は
、
北
畠
親
房
の
妹
と
の
間
に
で
き
た
子
と
さ
れ
る
遺
児
が
い
た
。

（『
太
平
記
』
巻
三
四
）
こ
の
子
は
、
父
・
護
良
親
王
が
大
塔
宮
で
あ
っ
た
こ
と
に
ち

な
ん
で
、「
大
塔
若
宮
」
と
称
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
興
良
親
王
と
称
し
、
ま
た
、
常
陸

親
王
、
赤
松
宮
と
も
呼
ば
れ
た
。
彼
は
、
何
歳
の
頃
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
武

家
に
た
い
し
て
烈
し
い
反
抗
活
動
を
畿
内
で
展
開
し
、
十
四
世
紀
中
こ
ろ
ま
で
全
国

を
東
に
西
に
戦
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
彼
は
突
如
南
朝
拠
点

の
賀
名
生
を
襲
う
。
大
塔
若
宮
の
こ
の
行
動
は
、
父
・
護
良
親
王
の
怨
念
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
と
新
井
氏
は
述
べ
て
い
る
。こ
の
事
件
の
あ
と
、興
良
親
王
は
消
息
を
絶
ち
、

そ
の
後
の
足
取
り
は
杳
と
し
て
わ
か
ら
ず
、
歴
史
の
闇
に
消
え
る
の
で
あ
る

）
（

（
注

。

伝
説
と
な
っ
た
護
良
親
王

　あ
ま
り
に
も
悲
劇
的
で
あ
り
、
残
酷
だ
っ
た
護
良
親
王
の
死
は
庶
民
の
間
で
悲
劇

の
皇
子
と
し
て
伝
説
化
さ
れ
た
。
護
良
親
王
が
幽
閉
さ
れ
た
際
、
護
良
親
王
の
愛
妾

で
あ
っ
た
南
御
方
だ
け
が
、
幽
閉
さ
れ
た
護
良
親
王
の
側
に
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。
南
御
方
は
、
殺
害
さ
れ
た
護
良
親
王
の
首
を
携
え
て
戦
乱
の
東
海
道

を
越
え
て
都
へ
向
か
う
途
中
、
甲
斐
国
秋
山
の
里
（
現
山
梨
県
南
都
留
郡
秋
山
村
）

に
来
た
と
こ
ろ
で
護
良
親
王
の
子
を
産
む
が
、
難
産
が
た
た
り
死
ん
で
し
ま
う
と
い

う
。
そ
の
後
の
語
り
伝
え
に
は
い
ろ
い
ろ
の
内
容
が
あ
り
、

一
、
雛
鶴
姫
は
産
後
す
ぐ
他
界
し
、
王
子
も
間
も
な
く
は
か
な
い
命
を
絶
っ
た
。

二
、
王
子
は
し
は
ら
く
生
存
し
た
が
幼
児
の
う
ち
に
他
界
し
、
雛
鶴
姫
も
そ
の
あ
と

間
も
な
く
他
界
し
た
。

三
、
姫
は
産
後
間
も
な
く
他
界
し
た
が
、
王
子
は
十
二
〜
十
三
歳
ま
で
生
存
し
て
他

界
し
た
。

な
ど
、
様
々
な
言
い
伝
え
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
産
み
落
と
し
た
皇
子
は
興
良
親
王

と
は
別
の
皇
子
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
雛
鶴
伝
説
」
で
あ
り
、

こ
の
伝
説
に
関
連
し
て
、
相
模
国
北
部
か
ら
甲
斐
国
南
都
留
地
方
に
か
け
て
、
護
良

親
王
や
南
御
方
（
雛
鶴
姫
）
に
ち
な
む
地
名
や
神
社
な
ど
が
分
布
し
て
い
る

）
（

（
注

。
雛
鶴

姫
が
越
え
よ
う
と
し
た
山
梨
県
上
野
原
市
と
同
県
の
都
留
市
の
境
界
に
あ
る
峠
は

「
雛
鶴
峠
」
と
呼
ば
れ
、
山
梨
県
都
留
市
に
は
雛
鶴
姫
が
祀
ら
れ
て
い
る
雛
鶴
神
社

が
あ
り
、
同
じ
く
山
梨
県
都
留
市
に
あ
る
石
船
神
社
に
は
護
良
親
王
と
さ
れ
る
首
級

が
祀
ら
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
の
は
こ
の
二
つ
の
神
社
で
あ
る
が
、
他
に
も
各
地
に

護
良
親
王
と
雛
鶴
姫
に
ち
な
む
神
社
が
あ
る
。

　ま
た
、
護
良
親
王
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
東
光
寺
跡
に
は
、
護
良
親
王
に
想
い
を
は

せ
た
明
治
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
、
護
良
親
王
を
祭
神
と
す
る
鎌
倉
宮
が
あ
り
、
護
良

親
王
が
幽
閉
さ
れ
て
い
た
と
い
う
土
牢
も
残
っ
て
い
る
。
鎌
倉
宮
の
近
く
に
は
宮
内

庁
が
管
理
し
て
い
る
護
良
親
王
の
墓
も
あ
る
。

　護
良
親
王
の
死
は
史
実
は
さ
て
お
き
、人
々
の
感
情
に
深
く
刺
さ
る
も
の
で
あ
り
、

南
御
方
の
護
良
親
王
へ
の
献
身
的
な
愛
や
子
を
産
み
死
ぬ
と
い
う
悲
し
い
最
期
が
同

情
を
誘
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
高
校
の
日
本
史
の
授
業
等
で
は
触
れ
ら
れ
ぬ

存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
、
近
年
、
護
良
親
王
に
関
す
る
書
籍
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、「
雛
鶴
伝
説
」
を
も
と
に
し
た
梅
谷
百
氏
の
『
キ
ミ
ノ
名
ヲ
。』（
ア
ス
キ
ー
・

メ
デ
ィ
ア
ワ
ー
ク
ス

　二
〇
一
〇
年
刊
）
な
ど
の
小
説
や
漫
画
が
出
版
さ
れ
、
若
者

の
間
で
話
題
を
呼
ん
だ
。

　帝
の
皇
子
で
あ
り
、
武
勇
に
優
れ
、
僧
兵
を
率
い
て
活
躍
し
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
に

お
い
て
多
大
な
る
功
績
を
残
し
な
が
ら
も
、
実
の
父
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇
と
の
間
に
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確
執
が
生
じ
て
し
ま
い
、
残
酷
な
最
期
を
迎
え
た
悲
劇
の
皇
子
と
、
そ
ん
な
護
良
親

王
の
寵
姫
で
あ
り
、
幽
閉
さ
れ
た
護
良
親
王
を
支
え
、
身
重
で
あ
り
な
が
ら
、
殺
害

さ
れ
た
護
良
親
王
の
首
を
抱
え
て
都
へ
向
か
い
、
難
産
の
す
え
に
亡
く
な
っ
た
雛
鶴

姫
の
伝
説
は
現
代
の
人
々
の
同
情
を
誘
い
、特
に
若
者
に
注
目
さ
れ
、今
な
お
、様
々

な
形
で
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

　最
近
の
二
年
の
間
に
護
良
親
王
を
題
材
と
す
る
書
籍
が
発
売
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

今
後
も
護
良
親
王
に
関
す
る
書
籍
は
増
え
て
い
く
よ
う
に
感
じ
る
。
ま
た
、
護
良
親

王
に
限
ら
ず
、少
な
か
っ
た
南
北
朝
時
代
に
つ
い
て
の
書
籍
も
増
え
て
い
く
だ
ろ
う
。

六
、
ま
と
め

　幼
く
し
て
梶
井
門
跡
に
入
り
、
二
十
歳
と
い
う
若
さ
で
比
叡
山
延
暦
寺
の
天
台
座

主
と
な
っ
た
護
良
親
王
は
、
武
勇
に
秀
で
、
元
弘
の
乱
に
て
僧
兵
を
率
い
て
活
躍
、

鎌
倉
幕
府
倒
幕
や
後
醍
醐
天
皇
の
新
政
に
尽
力
し
、
建
武
の
中
興
で
征
夷
大
将
軍
・

兵
部
卿
に
任
ぜ
ら
れ
る
な
ど
、
後
醍
醐
天
皇
の
分
身
と
し
て
、
多
大
な
る
功
績
を
残

し
た
。
倒
幕
後
、鎌
倉
幕
府
倒
幕
に
尽
力
し
た
英
雄
と
し
て
、輝
か
し
い
未
来
が
待
っ

て
い
る
か
と
思
い
き
や
、
そ
の
武
勇
と
利
発
さ
か
ら
、
自
覚
の
な
い
ま
ま
、
後
醍
醐

天
皇
の
分
身
と
い
う
枠
を
飛
び
越
え
る
行
動
を
し
て
し
ま
い
、
後
醍
醐
天
皇
と
の
間

に
確
執
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
足
利
尊
氏
や
阿
野
廉
子
ら
と
い
っ
た
一
癖
も

二
癖
も
あ
る
二
人
と
の
政
治
的
思
惑
に
も
負
け
て
し
ま
い
、
捕
ら
え
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
、
奇
し
く
も
、
自
身
が
倒
し
た
鎌
倉
の
地
に
幽
閉
さ
れ
、
そ
こ
で
首
を
落
と
さ

れ
最
期
を
迎
え
る
。

　ま
た
、
護
良
親
王
は
、
幽
閉
さ
れ
た
鎌
倉
の
地
で
「
武
家
よ
り
も
君
の
恨
め
し
く

渡
ら
せ
給
ふ
」
と
こ
ぼ
し
た
と
い
う
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
梶
井
門
跡
に
入
り
、
父
・
後

醍
醐
天
皇
の
た
め
武
勇
を
磨
き
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
や
後
醍
醐
天
皇
の
新
政
に
尽
力
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
に
は
尊
氏
と
阿
野
廉
子
ら
に
政
治
的
に
負
け
、
結
果
的

に
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
意
思
に
沿
っ
た
形
で
刺
客
と
し
て
使
わ
れ
、
最
後
に
は
見
放

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
護
良
親
王
が
、「
武
家
よ
り
も
君
の
恨

め
し
く
渡
ら
せ
給
ふ
」、
つ
ま
り
、「
帝
位
を
狙
っ
て
い
る
」
な
ど
と
告
げ
口
を
し
た

尊
氏
よ
り
も
、
そ
の
言
葉
を
信
じ
、
護
良
親
王
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
な
く
、

流
罪
に
処
し
た
後
醍
醐
天
皇
へ
の
恨
み
の
ほ
う
が
は
る
か
に
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
幼
い
こ
ろ
よ
り
父
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇
の
た
め
に
生
き
て
い
た
よ
う
に
も
思
え

る
人
生
を
送
っ
て
い
た
護
良
親
王
に
と
っ
て
、
息
子
で
あ
る
自
身
の
訴
え
よ
り
も
敵

方
で
あ
っ
た
は
ず
の
尊
氏
の
言
葉
を
父
・
後
醍
醐
天
皇
が
信
じ
た
こ
と
は
、
ひ
ど
い

裏
切
り
の
よ
う
に
感
じ
、
見
捨
て
ら
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
父
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇
の
た
め
に
尽
力
し
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
を
果
た
し
な

が
ら
も
、
そ
の
後
醍
醐
天
皇
に
信
じ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
護
良
親
王

の
心
に
深
い
傷
を
つ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
想
像
し
て
み
る
と
、「
武

家
よ
り
も
君
の
恨
め
し
く
渡
ら
せ
給
ふ
」
と
こ
ぼ
し
、
後
醍
醐
天
皇
を
深
く
恨
ん
で

い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
も
頷
け
る
。

　だ
が
、後
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
護
良
親
王
は
、己
の
分
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
、
後
醍
醐
天
皇
の
分
身
と
し
て
動
き
、
後
醍
醐
天
皇
が

親
政
を
進
め
る
う
え
で
有
力
な
存
在
で
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
決
し
て
、
そ
の
分

身
と
い
う
枠
を
飛
び
越
え
、
主
体
的
・
主
導
的
に
動
い
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
）
（

（
注

。
幼
い
こ
ろ
、
東
宮
に
と
考
え
る
ほ
ど
認
め
て
い
た
護
良
親
王
の
優
れ
た
武
力
と

大
胆
な
利
発
さ
は
、
い
つ
し
か
後
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
の
足
か
せ
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
護
良
親
王
と
の
間
に
徐
々
に
確
執
が
生
じ
て
い
き
、
鎌

倉
幕
府
倒
幕
後
の
行
動
に
表
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

　南
北
朝
と
い
う
日
本
史
の
中
で
も
最
も
混
沌
と
し
た
時
代
を
駆
け
抜
け
た
護
良
親

王
。
彼
の
死
後
、
尊
氏
は
室
町
幕
府
を
興
し
、
栄
華
を
極
め
て
い
く
。
護
良
親
王
の

行
動
の
一
つ
ひ
と
つ
は
室
町
幕
府
に
と
っ
て
利
益
を
与
え
る
行
動
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
護
良
親
王
の
死
は
、
護
良
親
王
独
自
の
政
治
的
な
志
向
か
ら
後
醍
醐
天

皇
と
の
そ
り
が
合
わ
な
く
な
り
、
後
醍
醐
天
皇
の
分
身
と
い
う
枠
を
飛
び
越
え
て
し

ま
っ
た
こ
と
や
、
武
勇
に
は
優
れ
て
い
た
も
の
の
、
十
分
な
政
治
性
を
身
に
付
け
て

い
な
か
っ
た
た
め
に
、
尊
氏
や
阿
野
廉
子
と
い
っ
た
後
醍
醐
天
皇
の
周
囲
の
人
間
の

策
略
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
負
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
原
因
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

251

護良親王と後醍醐天皇の確執

（42）（43）



9

護良親王と後醍醐天皇の確執

注（

　森
茂
暁

　『
後
醍
醐
天
皇

　南
北
朝
動
乱
を
彩
っ
た
覇
王
』
中
央
公
論
新
社

二
〇
〇
〇
年
二
月
刊

（

　森
茂
暁

　『
皇
子
た
ち
の
南
北
朝

　後
醍
醐
天
皇
の
分
身
』
中
央
公
論
新
社

二
〇
〇
七
年
十
月
刊

（

　『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』、
応
永
三
十
三
年
（
一
四
二
六
年
）
成
立
。『
群
書
類
従
』

系
譜
部
巻
六
十
に
よ
る
。

（

　『
太
平
記
』
巻
十
二

　兵
部
卿
宮
御
消
息
の
事

（

　亀
田
俊
和

　『
シ
リ
ー
ズ
【
実
像
に
迫
る
】
〇
〇
七

　征
夷
大
将
軍
・
護
良
親
王
』

戎
光
祥
出
版

　二
〇
一
七
年
四
月
刊

（

　注
（
に
同
じ
。

（

　新
井
孝
重

　『
護
良
親
王
―
―
武
家
よ
り
も
君
の
恨
め
し
く
渡
ら
せ
給
ふ
―
―
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
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確
執
が
生
じ
て
し
ま
い
、
残
酷
な
最
期
を
迎
え
た
悲
劇
の
皇
子
と
、
そ
ん
な
護
良
親

王
の
寵
姫
で
あ
り
、
幽
閉
さ
れ
た
護
良
親
王
を
支
え
、
身
重
で
あ
り
な
が
ら
、
殺
害

さ
れ
た
護
良
親
王
の
首
を
抱
え
て
都
へ
向
か
い
、
難
産
の
す
え
に
亡
く
な
っ
た
雛
鶴

姫
の
伝
説
は
現
代
の
人
々
の
同
情
を
誘
い
、特
に
若
者
に
注
目
さ
れ
、今
な
お
、様
々

な
形
で
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

　最
近
の
二
年
の
間
に
護
良
親
王
を
題
材
と
す
る
書
籍
が
発
売
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

今
後
も
護
良
親
王
に
関
す
る
書
籍
は
増
え
て
い
く
よ
う
に
感
じ
る
。
ま
た
、
護
良
親

王
に
限
ら
ず
、少
な
か
っ
た
南
北
朝
時
代
に
つ
い
て
の
書
籍
も
増
え
て
い
く
だ
ろ
う
。

六
、
ま
と
め

　幼
く
し
て
梶
井
門
跡
に
入
り
、
二
十
歳
と
い
う
若
さ
で
比
叡
山
延
暦
寺
の
天
台
座

主
と
な
っ
た
護
良
親
王
は
、
武
勇
に
秀
で
、
元
弘
の
乱
に
て
僧
兵
を
率
い
て
活
躍
、

鎌
倉
幕
府
倒
幕
や
後
醍
醐
天
皇
の
新
政
に
尽
力
し
、
建
武
の
中
興
で
征
夷
大
将
軍
・

兵
部
卿
に
任
ぜ
ら
れ
る
な
ど
、
後
醍
醐
天
皇
の
分
身
と
し
て
、
多
大
な
る
功
績
を
残

し
た
。
倒
幕
後
、鎌
倉
幕
府
倒
幕
に
尽
力
し
た
英
雄
と
し
て
、輝
か
し
い
未
来
が
待
っ

て
い
る
か
と
思
い
き
や
、
そ
の
武
勇
と
利
発
さ
か
ら
、
自
覚
の
な
い
ま
ま
、
後
醍
醐

天
皇
の
分
身
と
い
う
枠
を
飛
び
越
え
る
行
動
を
し
て
し
ま
い
、
後
醍
醐
天
皇
と
の
間

に
確
執
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
足
利
尊
氏
や
阿
野
廉
子
ら
と
い
っ
た
一
癖
も

二
癖
も
あ
る
二
人
と
の
政
治
的
思
惑
に
も
負
け
て
し
ま
い
、
捕
ら
え
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
、
奇
し
く
も
、
自
身
が
倒
し
た
鎌
倉
の
地
に
幽
閉
さ
れ
、
そ
こ
で
首
を
落
と
さ

れ
最
期
を
迎
え
る
。

　ま
た
、
護
良
親
王
は
、
幽
閉
さ
れ
た
鎌
倉
の
地
で
「
武
家
よ
り
も
君
の
恨
め
し
く

渡
ら
せ
給
ふ
」
と
こ
ぼ
し
た
と
い
う
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
梶
井
門
跡
に
入
り
、
父
・
後

醍
醐
天
皇
の
た
め
武
勇
を
磨
き
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
や
後
醍
醐
天
皇
の
新
政
に
尽
力
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
に
は
尊
氏
と
阿
野
廉
子
ら
に
政
治
的
に
負
け
、
結
果
的

に
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
意
思
に
沿
っ
た
形
で
刺
客
と
し
て
使
わ
れ
、
最
後
に
は
見
放

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
護
良
親
王
が
、「
武
家
よ
り
も
君
の
恨

め
し
く
渡
ら
せ
給
ふ
」、
つ
ま
り
、「
帝
位
を
狙
っ
て
い
る
」
な
ど
と
告
げ
口
を
し
た

尊
氏
よ
り
も
、
そ
の
言
葉
を
信
じ
、
護
良
親
王
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
な
く
、

流
罪
に
処
し
た
後
醍
醐
天
皇
へ
の
恨
み
の
ほ
う
が
は
る
か
に
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
幼
い
こ
ろ
よ
り
父
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇
の
た
め
に
生
き
て
い
た
よ
う
に
も
思
え

る
人
生
を
送
っ
て
い
た
護
良
親
王
に
と
っ
て
、
息
子
で
あ
る
自
身
の
訴
え
よ
り
も
敵

方
で
あ
っ
た
は
ず
の
尊
氏
の
言
葉
を
父
・
後
醍
醐
天
皇
が
信
じ
た
こ
と
は
、
ひ
ど
い

裏
切
り
の
よ
う
に
感
じ
、
見
捨
て
ら
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
父
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇
の
た
め
に
尽
力
し
、
鎌
倉
幕
府
倒
幕
を
果
た
し
な

が
ら
も
、
そ
の
後
醍
醐
天
皇
に
信
じ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
護
良
親
王

の
心
に
深
い
傷
を
つ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
想
像
し
て
み
る
と
、「
武

家
よ
り
も
君
の
恨
め
し
く
渡
ら
せ
給
ふ
」
と
こ
ぼ
し
、
後
醍
醐
天
皇
を
深
く
恨
ん
で

い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
も
頷
け
る
。

　だ
が
、後
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
護
良
親
王
は
、己
の
分
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
、
後
醍
醐
天
皇
の
分
身
と
し
て
動
き
、
後
醍
醐
天
皇
が

親
政
を
進
め
る
う
え
で
有
力
な
存
在
で
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
決
し
て
、
そ
の
分

身
と
い
う
枠
を
飛
び
越
え
、
主
体
的
・
主
導
的
に
動
い
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
）
（

（
注

。
幼
い
こ
ろ
、
東
宮
に
と
考
え
る
ほ
ど
認
め
て
い
た
護
良
親
王
の
優
れ
た
武
力
と

大
胆
な
利
発
さ
は
、
い
つ
し
か
後
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
の
足
か
せ
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
護
良
親
王
と
の
間
に
徐
々
に
確
執
が
生
じ
て
い
き
、
鎌

倉
幕
府
倒
幕
後
の
行
動
に
表
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

　南
北
朝
と
い
う
日
本
史
の
中
で
も
最
も
混
沌
と
し
た
時
代
を
駆
け
抜
け
た
護
良
親

王
。
彼
の
死
後
、
尊
氏
は
室
町
幕
府
を
興
し
、
栄
華
を
極
め
て
い
く
。
護
良
親
王
の

行
動
の
一
つ
ひ
と
つ
は
室
町
幕
府
に
と
っ
て
利
益
を
与
え
る
行
動
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
護
良
親
王
の
死
は
、
護
良
親
王
独
自
の
政
治
的
な
志
向
か
ら
後
醍
醐
天

皇
と
の
そ
り
が
合
わ
な
く
な
り
、
後
醍
醐
天
皇
の
分
身
と
い
う
枠
を
飛
び
越
え
て
し

ま
っ
た
こ
と
や
、
武
勇
に
は
優
れ
て
い
た
も
の
の
、
十
分
な
政
治
性
を
身
に
付
け
て

い
な
か
っ
た
た
め
に
、
尊
氏
や
阿
野
廉
子
と
い
っ
た
後
醍
醐
天
皇
の
周
囲
の
人
間
の

策
略
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
負
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
原
因
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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