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権
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井

上

満

β良

【
要
約
】
　
摂
関
政
治
の
時
代
に
か
わ
っ
て
、
十
一
世
紀
末
に
出
現
す
る
院
政
は
、
軍
事
力
編
成
の
上
か
ら
い
っ
て
も
中
世
の
状
況
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
院
政
政
権
の
軍
事
力
に
焦
点
を
あ
て
て
み
た
。
軍
防
令
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
公
民
兵
は
、
す
で
に
八
世
紀
に
お
い

て
徴
兵
不
可
能
と
な
り
、
健
児
と
い
う
選
抜
兵
に
軍
事
力
を
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
健
児
も
ほ
と
ん
ど
軍
事
的
な
意
味
を
に
な
う

こ
と
な
く
媛
少
化
し
、
つ
い
に
は
国
家
は
国
家
の
乎
に
よ
っ
て
軍
事
力
の
基
本
か
ら
組
織
す
る
と
い
う
こ
と
を
や
め
、
既
製
の
軍
事
力
を
臨
時
的
に
利
用

す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
十
世
紀
よ
り
以
後
の
、
と
く
に
姦
謀
の
乱
以
後
の
軍
事
力
は
こ
う
し
た
も
の
で
あ
り
、
院
政
政
権
に
つ
い
て
も
一
定
の
官
職
を
媒

介
と
し
て
昆
間
に
在
る
武
力
を
と
り
こ
ん
で
自
己
の
軍
事
力
に
編
成
す
る
。
そ
の
典
型
は
、
の
ち
に
院
政
を
も
打
倒
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
平
清
盛
の
よ

う
な
武
家
棟
梁
で
あ
る
。
こ
の
棟
梁
出
現
の
必
然
性
を
も
考
え
、
院
政
政
権
を
支
え
た
軍
事
力
の
編
成
と
構
成
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
五
巻
三
号
　
一
九
七
二
年
　
三
月

は
じ
め
に

　
こ
の
小
稿
で
分
析
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
十
一
世
紀
の
終
り
ご
ろ

展
開
す
る
、
い
わ
ゆ
る
院
政
期
と
呼
ば
れ
る
時
代
の
軍
事
力
の
編
成
の
仕
方

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
代
の
全
て
に
わ
た
っ
て
の
分
析
は
簡
単
に
は

で
き
な
い
し
、
ま
た
軍
事
力
全
体
の
構
成
に
い
た
る
ま
で
論
じ
お
よ
ぶ
こ
と

も
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ち
お
う
、
こ
こ
で
は
、
時
期
的
に
は

十
二
世
紀
な
か
ば
の
、
武
家
の
棟
梁
と
ふ
つ
う
称
さ
れ
る
存
在
が
政
治
権
力

の
座
に
登
壇
す
る
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
た
。
そ
れ
よ
り
の
ち
の
、
保
元

・
平
治
の
乱
か
ら
治
承
・
毒
魚
の
乱
に
か
け
て
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
に

ま
た
稿
を
起
す
つ
も
り
で
あ
る
。
た
だ
、
必
要
上
こ
れ
ら
の
蒔
期
の
史
料
を

使
っ
て
も
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
充
分
な
分
析
を
し
て
い
な
い
。
ま

た
、
軍
事
力
に
お
け
る
存
在
の
場
所
に
つ
い
て
も
、
わ
た
く
し
が
い
ま
ま
で

と
り
く
ん
で
き
た
も
の
は
中
央
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
っ
て
、
地
方
に
ま
で
は
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眼
が
い
っ
て
い
な
い
。
小
稿
に
お
い
て
も
分
析
対
象
に
な
る
の
は
主
と
し
て

中
央
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
必
要
な
か
ぎ
り
地
方
の
軍
制
に
ま
で
説

き
お
よ
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
充
分
な
分
析
を
加
え
て
い
な

知
。レ

①
地
方
の
軍
制
に
つ
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
石
井
進
氏
の
「
中
世
成
立
期
軍

　
捌
研
究
の
一
視
点
」
　
（
『
史
学
雑
誌
』
七
八
一
十
二
）
　
を
は
じ
め
と
し
て
い
く
つ

　
か
の
業
績
が
あ
る
。

1
　
院
の
武
力

　
　
　
　
　
　
　
a

　
院
政
期
に
お
け
る
武
力
の
聞
題
を
述
べ
る
に
あ
た
り
、
必
要
な
か
ぎ
り
に

お
い
て
院
政
の
政
治
的
な
構
造
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
前

提
と
な
る
。

　
ま
ず
院
政
の
政
治
的
構
成
の
問
題
が
あ
る
。
い
ま
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
分

析
を
す
す
め
て
い
る
余
裕
も
能
力
も
な
い
の
で
し
な
い
が
、
ご
く
大
ざ
つ
ば

に
諾
え
ぱ
、
国
政
を
か
な
り
独
占
的
に
左
右
す
る
専
制
君
主
と
し
て
の
院
一
－

上
皇
と
、
そ
れ
を
ま
わ
り
か
ら
さ
さ
え
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
得
て
い

る
近
臣
π
受
領
た
ち
、
こ
の
二
つ
の
階
層
を
主
た
る
政
権
荷
嵩
者
と
す
る
権

力
と
み
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
背
景
に
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
的
・
経
済

的
背
景
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
院
一
上
皇
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
天
皇
の
譲
位
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
皇

が
、
譲
位
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
退
位
し
て
か
ら
も
何
故
に
院
政

を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま
ま
で
和

田
英
松
氏
の
研
究
か
ら
は
じ
ま
っ
て
多
く
追
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
ま
は
、
摂
関
政
治
の
時
期
に
お
け
る
（
い
わ
ゆ
る
「
前
期
摂
関
政
治
」
を

も
含
め
て
）
煩
雑
な
天
皇
の
行
動
規
制
な
ど
に
よ
る
天
皇
の
政
治
力
の
後
退

を
打
解
す
る
た
め
に
退
位
し
て
の
ち
政
治
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
だ
け

し
て
お
く
。
こ
れ
は
親
王
な
ど
の
皇
族
た
ち
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
り
、

全
般
的
に
皇
室
・
天
皇
の
政
治
力
・
経
済
力
が
後
退
す
る
の
を
防
ぐ
必
要
が

あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
摂
関
家
の
政
治
権
力
な
ど
と
比
較

し
た
と
き
の
相
対
性
の
問
題
で
あ
っ
て
、
院
政
成
立
の
す
べ
て
の
要
因
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
譲
位
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
す
る
に
至
っ
た
大
き
な
原
因

で
は
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
受
領
と
は
国
司
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
林
屋
辰
三
郎
氏
の
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
い
鮨
摘
と
歴
史
的
性
格
の
分
析
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

国
司
と
は
い
う
も
の
の
、
令
に
規
定
さ
れ
た
よ
う
な
国
司
で
は
な
い
。
本
来
、

国
司
は
、
律
令
国
家
の
地
方
行
政
機
関
の
長
官
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
が
や

が
て
地
方
支
配
の
首
長
の
よ
う
な
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
摂
関
家
中
心
の
貴

族
政
治
皿
摂
関
政
治
の
中
で
、
下
級
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
貴
族
た
ち
が
、

み
ず
か
ら
の
地
位
の
向
上
を
め
ざ
し
て
ま
ず
経
済
的
な
早
事
を
行
う
。
こ
の
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致
窟
を
前
提
に
し
て
築
い
て
き
た
自
分
た
ち
の
身
分
を
、
院
と
い
う
新
し
い

政
治
権
力
老
に
集
中
し
て
自
分
た
ち
の
身
分
を
抑
圧
し
て
い
た
摂
関
政
治
体

制
を
華
墨
し
ょ
う
と
し
た
。

　
こ
の
院
と
受
領
、
そ
の
比
重
に
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
が
あ
る
が
、
基
本

的
に
は
こ
の
二
階
層
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
政
権
が
院
政
で
あ
る
。
比
重
に

変
化
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
初
期
に
あ
っ
て
は
院
1
1
上
皇
の
政
治

力
は
弱
く
、
摂
関
政
治
体
制
の
余
映
は
強
く
残
っ
て
い
る
し
、
受
領
た
ち
の

力
の
ほ
う
が
相
対
的
に
は
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
時
代
を
経
る
に
し

た
が
っ
て
、
院
御
領
の
増
加
や
源
氏
（
村
上
源
氏
）
の
登
用
な
ど
に
よ
っ
て

政
治
力
を
高
め
て
い
き
、
や
が
て
は
受
頷
補
任
や
官
職
任
命
な
ど
に
専
制
的

政
治
性
を
発
揮
し
、
専
制
君
主
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
に
い
た
る
。
こ

れ
が
い
つ
で
あ
る
か
は
判
断
に
差
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
大

治
四
年
七
月
の
白
河
法
皇
死
去
時
の
中
御
門
宗
忠
の
記
載
に
は
そ
れ
が
み
と

　
　
　
②

め
ら
れ
る
。
宗
忠
の
記
載
が
ど
こ
ま
で
客
観
的
で
あ
る
か
は
疑
問
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
内
容
に
は
専
制
君
主
と
し
て
の
白
河
法
皇
の

姿
を
ほ
う
ふ
っ
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　
い
ち
お
う
、
こ
の
よ
う
に
院
政
の
政
治
を
考
え
て
み
る
と
、
院
政
軍
事
力

の
対
象
は
院
・
受
領
と
の
対
立
者
と
い
う
こ
と
に
　
般
酌
に
は
な
る
。
も
っ

と
も
馬
こ
う
は
言
っ
て
も
、
具
体
的
な
軍
事
力
の
発
動
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
多
く
の
階
層
・
階
級
間
の
配
置
の
問
題
が
複
雑
に
か
ら
ん
で
く
る
の
で

単
純
に
規
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
全
体
的
・
総
体
的
に
は
、

院
・
受
領
の
政
権
に
主
と
し
て
対
立
す
る
の
は
庄
園
領
主
と
み
て
さ
し
つ
か

え
な
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
院
そ
の
も
の
は
庄
園
領
主
と
し
て
の
側
面
を
も
っ

て
い
る
し
、
ま
た
あ
る
揚
合
に
は
受
領
た
ち
す
ら
も
庄
園
領
主
で
あ
る
こ
と

も
あ
る
け
れ
ど
、
院
と
受
領
の
連
合
の
政
権
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

院
の
庄
園
領
主
と
い
う
経
済
的
属
性
は
顕
著
に
は
衷
面
化
し
て
い
な
い
。
院

政
の
武
力
が
も
っ
と
も
多
く
発
動
さ
れ
た
の
は
大
庄
園
領
主
で
あ
る
寺
院
の

武
力
罰
僧
兵
に
対
し
て
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
院
・
受
領
の
組
織
し
た
武
力
と
い
う
も
、
外
観
と
し
て
は
、

武
力
的
に
院
政
政
権
の
武
力
と
し
て
受
領
た
ち
の
武
力
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る

場
合
は
少
な
い
。
あ
く
ま
で
院
政
の
武
力
が
院
政
を
守
る
と
い
う
か
た
ち
を

と
り
、
連
合
武
力
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
形
成
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と

え
ば
、
北
面
な
ど
の
組
織
を
通
じ
て
武
力
が
院
政
に
集
中
さ
れ
る
と
こ
ろ
と

な
る
。
の
ち
に
み
る
け
れ
ど
も
、
北
面
に
登
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

受
領
の
も
っ
て
い
る
武
力
を
と
り
こ
も
う
と
す
る
。
北
面
の
輩
に
組
織
し

て
（
ほ
か
の
職
で
も
よ
い
が
）
軍
事
力
を
編
成
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、

既
製
の
軍
纂
力
を
北
薗
と
い
う
よ
う
な
、
な
か
ば
公
的
な
制
度
を
通
じ
て
吸

収
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
院
政
に
お
け
る
軍
事
力
の
主
た
る
部
分

は
、
外
皮
と
し
て
は
官
制
を
通
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
基
本
的

に
は
院
の
家
産
制
的
な
編
成
と
な
る
。
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b

　
次
に
、
院
政
の
軍
事
力
の
呉
体
的
な
構
成
の
問
題
を
論
じ
ね
ば
な
ら
な
い
。

院
政
期
に
お
け
る
院
の
武
力
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
院
の
家
産
制
的
な

編
成
を
と
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
武
力
は
外
皮
と
し
て
宮
制
を
通
じ

て
組
織
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
を
念
頭
に
置
い
て
、
院
の
軍
事
力
の
各
部
分

を
考
え
て
み
る
。

　
ま
ず
、
直
属
武
力
。
そ
の
う
ち
、
な
か
ば
私
的
な
編
成
を
と
る
も
の
の
ひ

と
つ
に
、
北
面
の
武
士
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
北
面
の
武
士
を
構
成
す
る
要
素
の
ひ
と
つ
は
受
領
で
あ
る
。
長
承
二
年
に

組
織
さ
れ
た
鳥
羽
院
の
北
面
の
輩
の
な
か
に
は
、
加
賀
守
顕
広
・
相
模
守
隆

盛
な
ど
の
受
領
が
ま
じ
っ
て
お
り
（
た
だ
し
在
京
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
）
、

受
領
を
北
面
に
登
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
受
領
た
ち
の
持
っ
て
い
る
、

組
織
し
う
る
武
力
を
吸
収
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
い
ま
ひ
と
つ
の
要
素
は
平
忠
盛
な
ど
の
著
名
な
例
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
武

土
、
そ
れ
も
地
方
武
士
で
あ
る
。
ほ
か
の
武
的
な
宮
職
に
就
い
て
い
る
武
士

た
ち
を
、
そ
の
持
つ
武
力
（
そ
の
官
職
を
通
じ
て
の
武
力
で
も
よ
い
）
に
注

害
し
て
北
面
と
し
て
登
用
す
る
の
で
あ
る
。
は
じ
め
か
ら
純
然
た
る
地
方
武

士
を
北
面
に
組
織
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
院
個
人
の
有
り
が
た
か
ら
し
て
も

多
分
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
武
士
た
ち
の
就
い
て
い
る
官
職
の
公
的
権

限
の
行
使
の
強
大
さ
に
注
目
し
て
吸
収
す
る
の
で
あ
る
。
中
御
門
宗
恵
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
只
今
候
北
面
人
々
郎
等
、
及
千
余
人
」
と
衷
現
し
た
「
北
面
」
と
は
、
こ

う
し
た
武
士
た
ち
の
武
力
の
有
り
か
た
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ふ
た
つ
の
要
素
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
北
面
は
大
き
な
軍
事

力
を
構
成
し
え
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
加
え
て
、
院
の
侍
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
私
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、

院
に
近
侍
し
、
小
間
使
い
的
な
仕
事
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

皇
の
御
幸
に
詠
っ
た
り
と
い
う
も
の
で
、
史
料
の
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
く
、

貴
族
た
ち
の
日
記
に
多
く
見
え
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
院
の
侍
は
存
在
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
大
き
な
武
力
に
な
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
永
久
元
年
、
南
都
の
僧
兵
た
ち
が
京
都
に

強
訴
を
企
て
る
こ
と
が
も
っ
と
も
激
し
く
な
る
が
、
こ
の
と
き
上
皇
の
居
所

鳥
羽
殿
に
警
護
の
武
士
が
置
か
れ
る
。
こ
れ
を
中
御
門
宗
忠
は
「
鳥
羽
殿
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

直
人
、
従
河
内
参
上
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
宿
直
人
」
は
ほ
か
の
と

こ
ろ
で
は
「
兵
士
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
さ
し
て
大
き
な
武
士
で
な
か
っ

た
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
。
鳥
羽
殿
と
い
う
院
の
宿
所
に
宿
直
す
る
武

士
が
河
内
か
ら
参
上
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
興
味
が
あ
る
。
河
内
地
方
出

身
に
多
く
み
ら
れ
る
検
非
違
使
と
も
思
え
ず
、
あ
る
い
は
河
内
源
氏
の
棟
梁

が
宮
制
を
通
じ
て
院
の
輩
下
と
な
っ
て
家
産
制
軍
隊
に
組
織
さ
れ
、
こ
う
し

た
宿
直
兵
士
を
出
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
時
期
を
経
る
に
し
た
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が
っ
て
棟
梁
と
「
宿
直
人
」
と
の
関
係
よ
り
も
院
と
「
宿
直
人
」
と
の
関
係

の
ほ
う
が
強
く
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
宿
直

人
」
は
ま
っ
た
く
官
制
を
通
さ
な
い
私
的
な
奉
仕
の
関
係
と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
院
の
私
的
武
力
と
し
て
、
院
武
者
所
の
武
士
が
あ
る
。
武
者
所
に

地
方
武
士
が
多
く
任
命
さ
れ
て
武
力
と
な
っ
た
こ
と
は
、
　
『
尊
卑
分
脈
臨
を

ひ
も
と
く
だ
け
で
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な

か
ろ
う
。
北
面
と
ほ
ぼ
同
質
で
あ
り
、
私
的
な
侍
よ
り
は
規
模
が
大
き
い
。

実
例
と
し
て
は
東
国
武
士
平
素
武
者
所
季
重
を
あ
げ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ

h
つ
。

　
以
上
が
な
か
ば
私
的
な
編
成
を
と
る
武
力
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
公
的
な
編

成
を
と
る
薩
属
武
力
が
あ
る
。
そ
し
て
直
属
武
力
の
う
ち
で
規
定
的
な
の
は
、

む
し
ろ
公
的
編
成
に
よ
る
武
力
の
ほ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
公
的
編
成
と
い
う
場
合
の
官
職
は
、
む
ろ
ん
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
が

い
く
つ
も
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
も
中
心
的
で
か
つ
規
定
的
な
の

は
検
非
違
使
で
あ
る
。
こ
の
、
院
政
期
に
お
け
る
検
非
違
使
に
つ
い
て
は
、

不
明
な
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
多
い
が
、
検
非
違
使
ま
た
は
検
非
違
使
庁
の
行

動
の
原
則
な
り
理
念
と
い
う
こ
と
で
は
「
使
庁
政
ハ
是
為
断
舞
也
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
と
が
適
用
し
て
い
た
こ
と
と
思
う
。
こ
れ
は
、
中
御
門
宗
忠
が
ち
ょ
う
ど

検
非
違
使
別
当
に
在
任
し
て
い
る
と
き
の
望
月
み
ず
か
ら
の
声
で
あ
る
か
ら

ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
現
実
の
存
在
形
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
お

そ
ら
く
こ
れ
と
は
か
な
り
ち
が
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
主
と
し
て
、
の
ち
に
も
述
べ
る
よ
う
に
武
士
た
ち
を
検
非
違
使
武

力
に
採
用
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。

　
検
非
違
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
の
活
動
が
、
検
非
違
使
庁
か
ら
か
け
は
な
れ

た
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
史
料
は
多
く
あ
る
。
使
庁

と
い
う
役
所
が
、
そ
の
本
来
の
機
能
で
あ
る
は
ず
の
検
非
違
使
の
統
制
と
い

う
こ
と
を
慢
性
的
に
行
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
寛
治
八
年
、
前
天
台
座
主
大
僧
正
良
真
の
房
に
強
盗
が
乱
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
て
種
々
の
物
を
取
っ
た
。
犯
人
は
逃
亡
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
人
を
疵

つ
け
て
捕
え
、
尋
問
し
た
と
こ
ろ
、
源
光
国
の
郎
等
で
あ
っ
た
。
光
国
は
こ

の
と
き
検
非
違
使
で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
美
濃
源
氏
の
「
棟
梁
」
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
武
士
団
と
し
て
の
武
力
が
そ
の
ま
ま
検
非
違
使
の
武
力
の

属
性
と
な
っ
て
い
る
。
使
庁
は
検
非
違
使
源
光
国
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
完
全
に

把
握
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
必
須
の
武
力
で
あ
る
検
非
違
使
の
輩
下
に

つ
い
て
は
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
あ
る
。

　
ま
た
、
大
治
二
年
晩
年
の
白
河
法
皇
が
大
和
御
幸
に
出
か
け
る
と
き
の
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

非
違
使
の
役
割
り
の
興
味
深
い
記
票
が
あ
る
。
源
師
疇
の
日
録
『
長
秋
記
』

の
も
の
で
あ
る
。
御
幸
の
行
路
に
お
い
て
、
検
非
違
使
乱
国
が
「
和
河
」
に

橋
を
架
け
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
自
体
は
別
に
珍
ら
し
い
こ
と

で
は
な
く
、
天
皇
や
上
皇
た
ち
の
旅
行
の
行
路
の
警
備
は
検
非
違
使
の
仕
事
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院政政権の軍事的編成（井上）

で
あ
っ
て
、
記
す
る
に
は
足
り
な
い
。
焦
点
は
そ
の
あ
と
の
叙
述
で
あ
る
。

こ
の
架
橋
が
大
和
圏
の
「
國
内
大
壁
之
愁
」
で
あ
る
と
い
い
、
つ
づ
け
て
成

國
に
つ
い
て
、

　
男
爵
、
目
来
住
此
国
、
称
量
功
馬
橋
料
責
平
民
、
巳
庄
園
所
得
巨
多
云
々

と
、
そ
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
隣
国
は
、
大
和
国
に
居
住
す

る
武
士
で
、
庄
園
（
所
領
）
を
持
っ
て
お
り
、
し
か
も
日
常
は
大
和
に
居
住
し

て
い
る
と
い
う
武
士
で
あ
る
。
大
和
の
国
検
非
違
使
か
と
も
思
っ
た
が
ほ
か

の
記
事
で
は
在
京
し
て
検
非
違
使
の
職
務
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

⑩し
、
そ
れ
か
ら
考
え
て
大
和
と
京
都
の
両
方
に
居
住
し
、
本
拠
地
は
大
和
で

あ
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
典
型
的
な
畿
内
武
土
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い

て
は
上
の
源
光
属
と
は
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
『
長
秋
記
爵
の
記
事
は
、
成
国
が
上
皇
の
行
動
に
と
も
な
う
架
橋
と

い
う
作
業
に
携
わ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
富
を
増
大
さ
せ
て
い
っ
た
と

い
う
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
夫
功
と
称
し
橋
料
と
号
し
て
平
民
を

責
め
と
る
と
い
う
行
動
は
、
上
皇
御
幸
と
い
う
行
為
に
と
も
な
っ
て
現
実
と

な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
き
ら
か
に
院
か
ら
恩
恵
を
こ
う
む
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
馬
溜
の
行
動
が
彼
自
身
の
窟
の
増
大
と
所
領
の
拡
大
に
つ
な
が

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
検
認
違
使
に
任
期
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
こ
う
し
た
傾
向
に
拍
車
を
か
け

た
。
い
っ
た
ん
任
命
さ
れ
れ
ば
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
解
任
は
さ

れ
ず
、
富
職
に
と
も
な
う
利
点
は
検
非
違
使
供
給
雑
事
を
微
収
す
る
こ
と
ぐ

ら
い
で
あ
る
が
、
三
国
の
よ
う
に
公
権
行
使
に
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
事
象

を
通
じ
て
自
己
を
拡
大
し
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
解
任
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
使
庁
が
使
庁
と
し
て
の
独
自
の
武
力
・
警
察
力
を
構
成
で
き
な
か

っ
た
こ
と
に
関
係
し
、
ほ
か
に
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
有
力
な
も
の
が
登

場
し
て
こ
な
い
か
ぎ
り
翼
然
鯉
任
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の

こ
と
は
使
庁
の
行
政
能
力
が
多
大
に
検
非
違
使
個
人
の
有
り
か
た
に
友
右
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
の
原
因
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
元
永
二
年

に
没
し
た
著
名
な
検
非
違
使
中
原
資
清
は
二
十
余
年
間
に
わ
た
っ
て
検
非
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

使
を
務
め
て
い
た
と
い
う
。

C

　
こ
の
よ
う
な
院
政
期
に
お
け
る
検
非
違
使
の
存
在
の
段
階
は
、
か
つ
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

よ
う
に
「
依
城
外
、
申
庁
移
文
」
と
い
う
よ
う
な
形
式
的
な
情
況
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
形
式
は
摂
関
政
治
に
お
け
る
諸
行
政
の

煩
雑
な
形
式
に
似
て
お
り
院
政
期
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
形
式
に
と
ら
わ

れ
な
い
行
動
が
展
開
で
き
る
か
ら
こ
そ
検
非
違
使
が
院
政
の
武
力
に
転
化
・

利
用
し
え
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
具
体
的
な
院
政
と
検
非
違
使
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
結
論
か
ら
先

に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
院
が
、
形
式
的
に
は
と
も
か
く
実
質
的
に
検
非
違
使
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権
力
を
と
り
こ
ん
で
い
く
の
が
院
政
期
の
検
非
違
使
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
動

向
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
の
史
料
を
検
討
し
て
み
る
。

　
寛
治
六
年
正
月
、
こ
の
月
二
十
五
臼
の
除
目
に
よ
っ
て
、
合
せ
て
三
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

検
非
違
使
宣
旨
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
が
兵
衛
府
の
官
人
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
検
非
違
使
に
つ
い
て
は
、
ふ
つ
う
は
衛
門
府
官
人
が
使
宣
旨

を
こ
う
む
る
の
を
常
と
す
る
が
、
こ
の
と
き
は
特
別
の
例
と
し
て
兵
衛
尉
が

加
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
藤
原
野
鶏
は
こ
れ
を
「
希
代
乱
雑
」
と
み
た
。

し
か
も
こ
の
左
兵
衛
尉
為
俊
が
宜
旨
を
も
ら
う
に
い
た
っ
た
の
は
「
院
辺
追

捕
賞
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
院
が
面
上
を
保
護
し
、
こ
れ
を
検
非
違
使
に
強

力
に
推
せ
ん
し
た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
院
政
期
に
と
く
に
特
色
的
に
あ

ら
わ
れ
る
情
況
で
あ
る
。

　
永
久
元
年
、
蔵
人
左
衛
門
尉
墨
摺
の
従
者
が
そ
の
宅
内
に
追
捕
さ
れ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

き
、
当
然
の
職
掌
と
し
て
検
非
違
使
宗
実
な
る
者
が
遣
わ
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
「
不
被
雨
下
別
当
」
ず
に
窃
は
は
こ
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、

院
が
使
庁
の
官
人
を
動
か
そ
う
と
す
る
場
合
、
院
↓
検
非
違
使
別
当
↓
使
庁

官
人
と
命
令
が
い
く
の
が
ふ
つ
う
の
有
り
か
た
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
こ
の

と
き
は
、
院
か
ら
使
別
当
中
御
門
宗
忠
に
命
令
が
い
か
ず
、
直
接
に
院
の
指

示
を
う
け
て
官
人
が
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
検
非
違
使
宗
実

は
「
候
院
者
」
で
あ
っ
た
。
検
非
違
使
個
人
と
院
と
の
私
的
関
係
を
前
提
と

し
て
院
は
使
庁
の
権
限
に
ま
で
く
い
こ
み
、
院
↓
使
庁
官
人
と
い
う
命
令
系

統
を
作
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
使
別
嶺
宗
忠
は
こ
の
こ
と
を
「
衆
人
不
出
詞
、

只
以
目
許
也
」
と
記
し
て
院
へ
の
批
難
に
代
え
て
い
る
。
院
の
、
検
非
違
使

権
力
利
用
に
関
し
て
、
ま
っ
た
く
別
当
と
い
う
命
令
系
統
を
通
じ
る
こ
と
な

し
に
事
を
処
理
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
同
じ
永
久
元
年
に
、
南
都
大
衆
が
大
挙
し
て
京
都
に
の
ぼ
ろ
う
と
し
、
宇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

治
の
あ
た
り
に
ま
で
至
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
朝
廷
に
伝
え
ら
れ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
僧
兵
の
上
洛
を
防
が
ん
た
め
に
防
衛
軍
が
派
遣
さ
れ
る
。
「
武

士
丹
後
守
正
盛
以
下
、
天
下
武
者
源
氏
平
氏
輩
」
が
主
な
構
成
要
案
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
中
に
は
検
非
違
使
で
あ
る
平
正
盛
・
源
重
時
・
平
忠
盛
な
ど
が

含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
派
遣
に
関
し
史
料
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
是
依
群
議
院
所
指
遣
也
、
但
検
非
違
使
可
被
仰
別
当
也
、
而
今
度
不
被
仰

　
別
当
、
頗
錐
不
得
心
、
被
射
興
密
漁
大
衆
了
、
予
不
仰
下
、
何
事
之
有
哉
、

　
つ
ま
り
こ
の
派
遣
は
「
群
議
」
を
経
て
ば
い
る
が
実
質
的
に
は
院
が
指
示

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
き
ら
か
に
院
が
主
導
権
を
に
ぎ
っ
て
検
非
違
使
の

武
力
を
駆
使
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
と
き
に
検
非
違
使
の
武
力
は
、

検
非
違
使
と
い
う
官
職
を
通
し
て
公
的
に
は
組
織
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
命
令
系
統
に
お
い
て
は
公
的
な
ル
ー
ト
、
す
な
わ
ち
使
別
当
を
経

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
何
事
之
有
意
」
と
い
う
別
当
宗
忠
の
嘆
き
は
、
ま

さ
に
そ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
使
別
妾
が
す
べ
て
に
わ
た

っ
て
検
非
違
便
の
活
動
を
統
制
で
き
た
と
は
思
わ
な
い
が
、
永
久
二
年
の
宗
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忠
別
当
当
時
の
彼
の
日
記
『
中
右
記
』
を
み
て
み
る
と
、
使
庁
官
人
と
別
当

と
の
接
触
は
き
わ
め
て
頻
繁
で
あ
っ
て
、
多
く
の
こ
ま
か
い
命
令
を
出
し
て

い
る
。
そ
う
し
た
別
当
の
権
限
を
無
視
し
て
院
が
検
泣
面
使
を
駆
使
で
き
る

ほ
ど
の
力
を
も
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
、
院
に
よ
る
検
非
違
使
権
力
の
利
用
が
可
能
な
の
は
、
政
務
を

決
定
す
る
い
ろ
ん
な
近
所
に
（
た
と
え
ば
上
述
史
料
の
「
群
議
」
）
院
近
臣

や
そ
れ
に
準
ず
る
勢
力
が
は
い
り
こ
ん
で
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

と
し
て
さ
ら
に
、
使
庁
に
つ
い
て
い
え
ば
、
佐
ク
ラ
ス
・
尉
ク
ラ
ス
の
官
人

を
院
勢
力
が
把
握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
院
と
の
あ
い
だ
に
発

生
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
私
的
な
関
係
を
基
礎
と
し
て
、
使
庁
上
級
官
人
に
送
り

こ
ま
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
今
度
は
そ
の
当
人
が
官
職
体
系
を
帯
し
て
院
と
の

私
的
な
関
係
で
行
動
す
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
、
佐
に
つ
い
て
一
例
を
あ
げ
る
と
、
大
治
二
年
に
起
っ
た
比
叡
山
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

カ
と
検
非
違
使
と
の
間
に
お
け
る
問
題
が
あ
る
。
問
題
と
い
っ
て
も
さ
し
て

特
筆
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
山
上
に
ま
で
検
非
違
使
が
行
く
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
延
暦
寺
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
　
「
兵
使
」
は
山
上

に
上
ら
せ
な
い
の
が
原
則
だ
と
い
い
、
検
非
違
使
は
兵
使
で
は
な
い
け
れ
ど

も
由
下
に
留
め
ら
れ
、
別
当
の
み
が
登
由
す
る
の
が
前
例
で
あ
る
と
い
う
。

こ
れ
は
、
寺
域
治
外
法
権
問
題
の
か
ら
む
複
雑
な
要
素
を
も
っ
て
い
た
け
れ

ど
も
、
結
局
は
佐
（
権
佐
）
が
別
当
に
准
じ
る
と
い
う
こ
と
で
登
山
し
て
い

る
。
こ
の
権
佐
は
藤
原
顕
能
で
あ
る
。
彼
は
「
夜
の
関
白
」
と
呼
ば
れ
て
白

河
院
政
を
支
え
る
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
葉
室
顕
隆
の
次
男
で
、
こ
の
障
に

は
備
前
守
で
の
ち
院
別
当
に
も
な
っ
て
院
政
を
支
え
る
重
要
な
人
物
で
あ
っ

た
。
こ
う
い
う
か
た
ち
で
佐
の
権
限
を
高
く
し
て
い
き
、
さ
ら
に
そ
の
佐
を

院
勢
力
の
側
か
ら
出
す
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
院
が
検
非
違
使

を
自
由
に
動
員
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
こ
う
し
た
結
果
、
本
来
院
と
は
関
係

の
な
い
検
非
違
使
と
い
う
公
的
組
織
が
そ
の
膝
下
に
入
っ
た
よ
う
な
情
況
と

な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
使
庁
・
別
当
は
だ
ん
だ
ん
と
無
力
と
な
っ
て
く
る
。
元
永
二
年

二
月
、
前
夜
に
治
部
大
夫
時
忠
が
強
盗
の
た
め
に
迂
り
殺
さ
れ
た
こ
と
を
宗

忠
に
報
じ
た
検
非
違
使
成
国
は
、
　
「
凡
慮
中
連
夜
強
盗
入
人
家
、
重
殺
害
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

甚
多
、
大
略
使
庁
力
不
及
敷
」
　
と
嘆
い
て
い
る
。
　
こ
れ
を
聞
い
た
宗
忠
は

　
　
　
　
（
亡
脱
力
）

「
只
天
下
之
滅
法
、
可
立
時
獄
」
と
言
っ
た
。
三
年
前
ま
で
検
非
違
使
別
当

で
あ
っ
た
宗
忠
は
、
こ
う
し
た
情
況
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
と
な
っ
た
ひ
と
つ

の
原
因
が
、
院
に
よ
る
恣
意
的
な
検
非
違
使
利
用
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
長
承
二
年
九
月
、
左
衛
門
督
・
検
非
違
使
別
当
で
あ
っ
た
源
雅
定
は
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

職
の
辞
任
を
申
し
出
た
。

　
　
居
別
当
漸
及
両
三
年
、
有
恐
上
、
近
日
多
重
犯
、
然
而
不
御
沙
汰
候
、

　
　
且
是
別
当
運
尽
由
、
所
令
露
量
、
又
検
非
違
使
等
一
人
無
罪
庁
事
之
者
、
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凶
漁
身
不
覚
故
也
、
如
此
毎
事
無
面
艮
故
、
強
所
今
辞
退
申
也
。

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
心
中
の
犯
罪
が
き
わ
め
て
多

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
御
沙
汰
」
（
院
の
沙
汰
と
い
う
こ
と
か
）
が
な
く
、
検

非
違
使
別
当
と
し
て
の
職
務
が
遂
行
で
き
な
い
。
あ
ま
っ
さ
え
検
非
違
使
は

一
人
と
し
て
庁
事
を
務
め
ず
、
こ
れ
は
不
徳
の
い
た
す
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら

辞
任
し
た
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
院
が
実
質
的
に
使
庁
を
私
し
て
い
る

こ
と
に
対
す
る
抗
議
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
「
御
沙
汰
」
の
な

か
っ
た
事
例
と
し
て
二
つ
の
こ
と
を
あ
げ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
美
作
国
か

ら
上
洛
し
て
く
る
者
が
あ
り
、
そ
の
主
従
三
人
が
白
昼
に
捕
え
ら
れ
、
大
江

山
で
首
を
斬
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
は
右
兵
衛
督
門
衛
の
家
人
の
仕
業
で

あ
っ
た
。
鷲
敷
は
い
う
ま
で
も
な
く
葉
室
毒
舌
の
長
男
で
、
み
ず
か
ら
も
鳥

羽
院
政
を
支
え
る
有
力
な
近
臣
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
処
罰
に
つ
い
て
院

に
申
し
た
け
れ
ど
も
沙
汰
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
検
非
違
使

為
義
の
郎
等
が
丹
波
国
で
殺
人
を
犯
し
、
こ
の
処
置
を
求
め
た
こ
と
に
つ
い

て
も
結
局
沙
汰
さ
れ
な
か
っ
た
。
顕
頼
も
為
義
も
院
に
は
き
わ
め
て
近
く
、

そ
の
保
護
を
う
け
た
家
人
に
対
し
て
す
ら
検
非
違
使
庁
は
手
を
出
せ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
使
庁
、
別
当
の
無
力
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
例
を
眼
前
に

し
て
、

　
　
皆
是
」
身
不
叶
器
量
故
也
、
可
然
旧
居
此
職
、
定
如
此
事
断
絶
鉱

と
嘆
き
に
嘆
い
た
。
『
長
秋
記
』
の
筆
者
源
師
時
は
美
福
門
院
得
子
の
お
じ

に
も
あ
た
り
鳥
羽
院
政
と
近
か
っ
た
か
ら
雅
定
が
ど
の
て
い
ど
の
と
こ
ろ
ま

で
言
い
得
た
か
は
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
な
り
の
皮
肉
を
こ
め
て
考
え

る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
雅
定
が
「
可
然
人
」
と
師
事
に

言
っ
た
然
る
べ
き
人
と
い
う
の
は
、
　
「
御
沙
汰
」
を
獲
得
で
き
る
よ
う
な
院

に
近
い
人
i
院
近
臣
一
が
別
当
を
や
れ
ば
す
べ
て
う
ま
く
い
く
だ
ろ
う
と
い

う
皮
肉
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
院
政
は
検
非
違
使
と
い
う
公
的
宮
職
の
武
力
を
吸
収
し
よ

う
と
し
、
そ
れ
に
成
功
す
る
。
検
非
違
使
は
、
本
来
国
家
機
関
の
公
的
な
武

力
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
公
的
に
で
は
な
く
私
酌
に
利
用
す
る
こ
と
を
可
能
に

し
た
。
検
非
違
使
庁
の
官
人
と
な
る
人
物
た
ち
と
の
間
に
私
的
な
主
従
関
係

を
も
ち
、
そ
れ
を
通
じ
て
公
的
な
武
力
を
と
り
こ
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
わ
た
く
し
に
は
、
院
と
い
う
天
皇
の
退
位
し
た
人
物
を
中
心
と

し
て
公
的
機
関
が
そ
の
下
に
集
ま
っ
て
武
力
と
な
っ
た
と
い
う
よ
う
に
は
考

え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

＠＠＠＠＠o
林
屋
辰
三
郎
或
『
古
代
国
家
の
解
体
』
に
収
め
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
論
文
。

中
右
記
　
大
治
四
年
七
月
十
八
日
条
。

告
村
茂
樹
氏
「
院
北
性
心
」
　
（
『
法
翻
史
研
究
』
第
二
号
所
収
）

中
右
誰
元
永
元
年
五
月
二
十
置
日
条
。

中
右
記
　
永
長
元
年
二
月
二
十
二
臼
条
。

永
久
元
年
記
所
引
中
右
記
　
永
久
元
年
四
月
十
八
日
条
。

42 （314）



院政敷権の軍事的編成（井上）

＠o＠＠＠o
中
右
記

中
右
記

長
秋
記

巾
右
記

中
右
記

永
久
二
年
八
月
二
十
四
臼
条
。

寛
治
八
年
九
月
「
臼
条
。

大
治
二
年
十
一
月
一
日
条
。

元
永
二
年
二
月
三
十
日
条
。

元
永
二
年
七
月
二
十
三
日
置
。

　
　
九
条
家
本
延
喜
式
紙
背
文
書
、
長
元
四
年
六
月
日
左
二
二
長
清
原
兼
時
解
（
『
平

　
安
遺
文
』
五
二
〇
号
〉

⑬
為
房
卿
記
寛
治
六
年
正
月
二
十
五
日
条
。

⑭
永
久
元
年
記
蝋
引
中
右
記
永
久
元
年
四
月
三
十
臼
条
。

⑮
　
永
久
元
年
記
所
引
中
霜
記
　
永
久
元
年
四
月
三
十
日
条
。

⑯
長
秋
記
大
治
二
年
十
「
月
二
日
条
。

⑰
中
右
記
元
永
二
年
二
月
三
十
日
条
。

⑱
長
秋
記
長
承
二
年
九
月
十
五
日
条
。

笈
’

a
諸
権
門
と
そ
の
武
力

　
院
政
期
の
中
央
の
武
力
の
有
り
か
た
を
め
ぐ
っ
て
、
つ
ぎ
に
貴
族
た
ち
の

も
っ
て
い
た
武
力
に
つ
い
て
論
じ
及
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
貴
族
の
私
的
兵
力
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
は
ず

で
、
系
譜
と
し
て
は
貴
族
に
与
え
ら
れ
た
帳
内
資
人
の
よ
う
な
も
の
を
先
駆

形
態
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
そ
の
実
例
は
多
く
、
と
く
に
律
令
国
家
が
弱
体
化
し
、
そ
の
保
護
を
う
け

ら
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
貴
族
た
ち
は
私
的
兵
力
を
持
ち
は
じ
め
る
。
初
期
の

う
ち
は
出
か
け
る
と
き
の
警
衛
と
か
い
っ
た
よ
う
な
帳
内
資
人
制
の
系
譜
の

活
動
が
多
く
、
そ
し
て
武
力
的
に
注
目
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

思
う
。
荘
園
の
支
配
や
国
司
と
し
て
の
支
配
を
通
じ
て
関
係
の
で
き
た
在
地

の
有
力
百
姓
ク
ラ
ス
を
登
用
す
る
の
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。
百
姓
た
ち
の

ほ
う
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
勧
農
機
能
や
国
司
支
配
権
力
の
末
端
に
あ
ず
か

れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
し
、
あ
わ
よ
く
ば
そ
の
主
人
と
あ
お
い
だ
貴
族
の

政
治
的
な
能
力
に
よ
っ
て
下
級
の
中
央
の
官
職
に
就
く
こ
と
も
可
能
な
こ
と

で
は
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
承
平
四
年
に
は
、
式
部
卿
言
誤
と
し
て
伴
友
高
た
る
者
が
み
え
て
い
る
。

名
前
か
ら
し
て
も
在
地
の
土
豪
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
も
こ
の
友

高
は
伊
賀
国
名
張
郡
夏
見
郷
の
刀
禰
で
あ
っ
た
。
安
和
二
年
に
は
、
右
大
将

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

家
（
藤
原
伊
歩
）
侍
と
し
て
布
勢
壱
城
な
る
人
物
が
あ
る
。
こ
れ
は
山
城
国

紀
伊
郡
深
草
郷
の
刀
禰
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
時
期
の
貴
族
の
武
力
の
有
り
か
た
に
つ
い
て
は
、
長
徳
二
年
正
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

起
っ
た
藤
原
伊
周
が
花
山
院
を
射
た
と
き
の
事
件
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
大
園
で
あ
っ
た
伊
周
が
失
脚
す
る
著
名
な
事
件
で
あ
る
。
伊
周
は
廷
内
に

「
多
甲
兵
」
っ
て
お
り
、
ま
た
家
司
董
定
の
宅
内
を
検
非
違
使
た
ち
が
捜
査

し
た
と
こ
ろ
、
八
人
の
兵
と
弓
箭
二
選
を
発
見
し
た
と
い
う
。
首
謀
者
は
す

で
に
逃
げ
去
っ
た
あ
と
で
の
捜
査
で
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
多
く
の
兵
力
が
貯

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
「
兵
」
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
な
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在
地
有
力
農
民
た
ち
を
供
給
源
と
す
る
侍
が
主
た
る
梅
成
要
員
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
中
央
貴
族
た
ち
の
地
方
支
配
は
さ
し
て
強
い
も
の
で
は
な
い
し
、

し
た
が
っ
て
｝
国
内
を
動
乱
の
情
況
に
追
い
こ
む
と
い
う
よ
う
な
強
い
武
力

と
は
な
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
侍
所
と
い
う
武
的
家
産
機
関
が
貴
族
の

経
営
の
中
に
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は
上
記
の
よ
う
な
刀

禰
ク
ラ
ス
の
人
々
が
ま
っ
た
く
現
地
を
離
れ
て
完
全
な
武
力
提
供
者
に
な
っ

た
と
も
思
え
ず
、
畿
内
近
国
の
在
地
有
力
農
罠
た
ち
が
主
と
し
て
貴
族
の
武

力
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
将
門
が
忠
平
に
名
義
を
捧
げ
た
と
い
う
有
名
な

事
例
が
あ
る
よ
う
に
、
東
国
の
よ
う
な
遠
い
地
域
か
ら
京
に
上
っ
て
費
族
に

武
力
奉
仕
を
す
る
こ
と
も
有
り
う
る
こ
と
で
は
あ
っ
た
。

院
政
期
に
な
・
て
か
ら
も
・
た
と
え
ば
「
左
爾
督
螢
一
天
」
だ
と
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
九
条
殿
侍
」
と
か
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
存
在
し
て
お
り
、
侍
所
が
あ
っ

て
、
そ
こ
に
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
侍
所
以
外
の
家
産
機
関
を

通
じ
て
の
武
力
の
編
成
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
う
。
た
と
え
ば
保
元
元

年
八
月
に
は
、
藤
原
忠
通
の
御
堂
預
に
右
衛
門
尉
源
資
経
が
任
命
さ
れ
て
い

⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
。
彼
は
ま
た
検
非
違
使
で
あ
っ
て
、
検
非
違
使
と
し
て
の
公
的
な
武
力
の

あ
る
部
分
が
忠
通
の
も
と
に
編
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
、
康
治
二
年
に
相
対
立
し
て
合
戦
を
企
だ
て
、
宇
治
嬢
子
野
辺
で
陣

を
張
っ
た
源
頼
盛
（
字
検
壌
太
郎
、
『
尊
卑
分
脈
』
で
は
檜
坂
太
郎
）
と
源

公
正
（
字
辻
二
郎
）
は
、
と
も
に
入
道
大
相
国
藤
原
忠
実
に
「
祖
候
」
す
る

　
　
　
　
⑧

者
で
あ
っ
た
。
　
「
源
家
末
葉
」
と
し
て
両
者
と
も
に
「
仮
武
士
名
」
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
「
祖
候
」
の
具
体
的
内
容
が
不
明
で
は
あ
る
が
、
忠
実
が
こ

れ
ら
の
武
士
を
武
力
と
し
て
頼
ん
で
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
も
っ
と
も
こ

の
戦
い
は
「
叢
論
之
戯
」
と
称
さ
れ
て
は
い
る
が
。

　
い
ま
ひ
と
つ
貴
族
の
私
兵
の
存
在
に
つ
い
て
史
料
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
藤

原
明
認
が
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
手
紙
を
集
め
た
と
い
わ
れ
る
往
来
物
の
一
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

『
明
衡
往
来
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
史
料
で
あ
ろ
。

　
　
　
　
二
部
給
精
兵
一
人

　
　
雪
明
三
跡
参
長
谷
寺
侍
、
奈
良
坂
之
問
、
有
梁
上
公
之
恐
、
錐
非
黒
鴨
、

　
　
只
少
有
武
備
要
言
、
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
九
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
議
藤
…
原

　
　
　
前
将
軍
幕
下

　
　
　
謹
兵
士
一
人
墓

　
右
兵
士
事
、
謹
以
照
明
候
畢
、
可
令
参
勤
之
由
、
申
含
青
侍
「
人
畢
、

　
定
令
参
勤
侍
鰍
、
指
非
精
兵
、
重
代
名
物
也
、
頗
可
謂
一
人
当
千
敷
、

　
奈
良
坂
素
奇
景
野
兎
也
、
尤
可
遷
御
用
意
也
、
以
此
中
聖
堂
之
様
、
可

　
令
書
露
量
無
才
件
、

　
　
　
即
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平

要
す
る
に
、
参
議
藤
原
某
が
、
兵
土
を
借
る
べ
く
前
将
軍
平
体
に
発
し
た
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手
紙
で
あ
る
。
往
来
物
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ
の
「
藤
原
」
が
誰
で
あ
っ
た

の
か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
彼
が
大
和
国
長
谷
寺
に
詣
る
の
に
侍
が
ほ
し
い

と
い
う
。
京
か
ら
大
和
に
行
く
と
き
、
奈
良
坂
を
越
え
な
け
ば
な
ら
な
い
が
、

奈
良
坂
辺
は
古
来
盗
賊
の
出
る
と
こ
ろ
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
藤
原
某
も

「
梁
上
公
」
　
（
盗
賊
の
異
称
）
の
恐
れ
が
あ
る
か
ら
「
武
備
」
を
し
て
お
く

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
発
信
者
は
参
議
で
あ
る
か
ら
侍
所
も
持
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
が
、
よ
い
兵
士
に
め
ぐ
ま
れ
な
か
っ
た
か
、
も
し
く
は
そ
の
侍
所
の

侍
は
ほ
と
ん
ど
儀
礼
的
な
役
割
し
か
果
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
す
る
返
信
と
し
て
、
前
将
軍
平
某
は
兵
士
を
貸
す
と
い
う
。
そ

の
派
遣
兵
士
の
役
に
あ
た
っ
た
の
は
平
某
の
「
青
侍
」
一
人
で
あ
っ
た
。
こ

の
青
侍
は
、
指
し
た
る
精
兵
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
重
代
の
名
物
と
い

い
、
　
「
頗
可
謂
一
人
豪
千
鰍
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
武
技
の
す
ぐ
れ
た
人
物

で
あ
っ
た
。
こ
の
表
現
に
み
る
か
ぎ
り
、
平
某
の
持
っ
て
い
た
青
侍
は
明
ら

か
に
強
力
な
武
力
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
し
か
も
「
重
代
名
物
」
と
言
わ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
し
て
侍
身
分
が
家
と
し
て
固
定
し
て
い
た
。
　
『
明
旦
往

来
』
は
、
平
安
時
代
末
の
成
立
と
い
わ
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
こ
れ
を
院
政
期
の

惰
況
と
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
十
一
世
紀
ご
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い

て
、
国
衙
と
の
関
係
で
地
方
の
武
士
身
分
が
成
立
・
進
行
し
て
い
る
の
と
ほ

ぼ
平
行
し
て
、
京
都
に
お
い
て
も
貴
族
家
産
制
の
中
と
い
う
枠
づ
き
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
侍
身
分
、
侍
の
家
と
い
っ
た
も
の
が
成
立
し
て
い
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
明
解
往
来
』
に
見
え
て
い
る
「
青
侍
」
と
い
う
の
は
、
貴
族
に
仕
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

下
級
武
士
の
こ
と
を
い
う
場
合
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
地
方
で
は
か
な
り
の
規

模
を
ほ
こ
る
有
力
武
士
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
中
央
貴
族
の
家
に
仕
え
て
官
職

就
職
の
機
会
の
あ
っ
せ
ん
と
到
来
を
待
つ
わ
け
で
あ
る
。
さ
き
に
も
引
い
た

藤
原
忠
平
と
平
針
門
の
関
係
が
そ
の
典
型
と
も
な
ろ
う
。

　
青
侍
を
も
含
め
て
、
貴
族
の
武
力
の
具
体
的
な
存
在
形
態
は
ど
う
で
あ
っ

た
か
。
　
『
袋
草
紙
』
の
次
の
記
載
は
そ
の
点
に
つ
い
て
興
味
あ
る
材
料
を
提

　
　
　
　
　
⑪

供
し
て
く
れ
る
。

　
　
俊
綱
朝
臣
家
二
、
詠
水
上
月
歌
講
之
、
而
田
舎
兵
土
中
門
辺
二
宿
テ
聞

　
　
此
事
、
脊
N
侍
ユ
詫
㎜
云
、
今
夜
ノ
顕
一
ヲ
コ
ソ
ツ
カ
ウ
マ
ツ
リ
テ
候
ヘ
ト
一
写

　
　
々
、
侍
云
、
有
罪
事
也
如
何
、
兵
士
詠
吟
、

　
　
　
水
や
空
々
や
水
と
も
み
え
わ
か
す
か
よ
ひ
て
す
め
る
秋
の
よ
の
月

　
　
侍
来
テ
申
此
由
、
万
人
驚
歎
テ
詠
吟
メ
、
且
感
心
恥
テ
、
各
退
出
云
々
、

　
こ
の
『
袋
草
紙
』
は
、
歌
人
と
し
て
も
有
名
な
藤
原
清
輔
の
手
に
よ
っ
て

成
っ
た
歌
学
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立
は
、
お
お
よ
そ
保
元
元
年

の
こ
ろ
と
さ
れ
て
お
り
、
院
政
期
の
情
況
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な

い
。　

内
容
は
、
橘
俊
綱
家
に
お
い
て
催
さ
れ
た
歌
会
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
青
侍
」
と
「
田
舎
兵
士
」
の
ふ
た
つ
の
こ
と
ば
が
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出
て
く
る
。
こ
の
「
田
舎
兵
士
」
は
俊
綱
の
廷
宅
の
中
門
の
辺
り
に
宿
し
て

お
り
、
偶
然
に
歌
会
の
も
た
れ
る
こ
と
を
聞
い
た
。
こ
の
「
田
舎
兵
士
」
の

実
体
が
何
で
あ
る
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
「
田
舎
」
と
い
う
の
は
、
大

治
五
年
の
大
江
仲
子
の
解
文
に
も
「
京
都
之
家
地
、
田
舎
之
庄
園
」
と
あ
る

　
　
⑫

よ
う
に
、
地
方
・
庄
園
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
地
方
1
1
庄
園
か
ら
何
ら
か
の
か
た
ち
で
徴
発
さ
れ
た
兵
士
が
「
田
舎
兵

士
」
の
内
容
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
の
ち
に
み
る
庄
園
兵
士
の
例
か
ら
し
て
、

こ
の
「
田
舎
兵
士
」
は
庄
園
か
ら
　
定
期
間
を
徴
発
さ
れ
、
中
門
の
警
衛
に

あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
歌
会
の
こ
と
を
間
い
て
、
青
侍
に
題
は
何
か
と
尋
ね
て
い
る
。
つ

ま
り
俊
綱
家
の
家
産
機
関
の
中
で
は
、
青
侍
が
俊
綱
と
「
田
舎
兵
士
扁
と
の

中
間
に
位
置
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
青
侍
は
ま
た
単
に
「
侍
」
と
も
表
現

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
青
侍
か
ら
歌
を
き
い
た
兵
土
が
｝
首
詠
み
、
一
同
が

感
歎
す
る
と
い
う
筋
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
俊
綱
…
一
青
侍
一
田
舎
兵
士
、
と
い
う
円
が
ひ
と
つ
描

け
よ
う
。
寝
殿
造
の
貴
族
の
廷
宅
を
思
い
う
か
べ
た
と
き
、
そ
の
中
心
と
な

る
寝
殿
と
そ
の
周
辺
は
青
侍
が
守
り
、
そ
の
外
側
の
部
分
の
警
備
が
田
舎
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

土
に
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
京
極
殿
を
守
っ
て
い
た
兵
士
や
押
小
路
殿

　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
守
っ
て
い
た
兵
土
な
ど
も
こ
う
し
た
田
舎
兵
士
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
記

録
に
は
姓
名
は
ま
っ
た
く
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
純
然
た
る
都
市
貴
族
と
、
こ
の
青
侍
と
の
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
強

い
も
の
と
は
思
え
な
い
。
そ
の
証
拠
に
は
、
京
都
に
お
い
て
も
ま
た
そ
の
他

の
地
に
お
い
て
も
、
庄
園
領
主
軍
は
展
開
し
な
い
。
武
力
編
成
の
主
体
は
あ

く
ま
で
武
士
層
に
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
院
の
よ
う
な
強
力
な
政
治
力
が
展

開
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
地
方
武
土
た
ち
の
奉
公
を
う
け
た
貴
族
た
ち
は
、

彼
ら
を
し
か
る
べ
き
政
治
的
地
位
に
就
か
せ
て
や
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
で
危
険
が
あ
っ
た
。
就
職
推
せ
ん
は
そ
の
貴
族
の
政
治
的
地
位
と
能
力
に

よ
る
可
能
性
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
青
侍
た
ち
も
強
力
な
奉
公
を
す
る
必

要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
貴
族
た
ち
が
必
要
と
し
た
武
力
は
、
さ
き
に
も
引
い
た
奈
良
坂
で
の
警
衛

の
よ
う
な
も
の
が
中
心
で
あ
っ
て
、
武
力
的
に
強
力
に
自
分
を
守
る
も
の
と

し
て
は
中
央
政
府
の
軍
事
力
を
た
の
ん
で
い
た
。
自
分
個
人
を
単
位
と
し
て

強
力
な
武
力
組
織
を
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
組
織
し
て
も
、
政
府

内
部
に
お
け
る
政
治
的
地
位
の
変
動
に
よ
っ
て
は
、
一
個
の
武
力
と
し
て
は

ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い
。

　
ま
た
、
現
実
に
貴
族
の
墾
下
と
し
て
武
力
を
に
な
っ
た
武
士
た
ち
は
、
べ

つ
に
特
定
の
貴
族
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
よ
り
多
く
の
御
恩
を
も
た
ら
す
ほ

う
に
つ
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
そ
の
結
合
の
タ
イ
プ
は
単
純
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
明
衡
往
来
』
に
み
え
た
忠
心
軍
平

某
の
「
重
代
」
の
青
侍
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
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貴
族
の
政
治
的
地
位
の
変
動
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
あ
ま
り
強

い
関
係
を
結
ば
な
い
ほ
う
が
有
利
で
あ
っ
た
と
い
う
場
舎
も
あ
り
え
た
。
こ

れ
も
よ
く
引
か
れ
る
史
料
で
あ
る
が
、
藤
原
二
上
と
源
為
義
と
の
関
係
に
お

い
て
、
為
義
は
、
　
「
未
称
臣
里
余
、
以
臣
干
禅
閤
、
所
懸
軍
也
」
と
表
現
さ

　
　
　
　
　
　
⑮

れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
実
に
は
頼
長
に
仕
え
て
い
た
け
れ
ど
も
名
簿
を
捧
げ

て
臣
下
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
父
忠
実
と
為
義
と
の

関
係
を
そ
の
ま
ま
引
き
つ
い
で
「
雨
具
」
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
為

義
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
軽
い
関
係
の
ほ
う
が
よ
か
っ
た
と
い
う

側
颪
を
も
そ
こ
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
あ
く
ま
で
武
力
編
成

の
主
体
的
条
件
は
武
士
の
ほ
う
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

b

　
貴
族
の
武
力
に
つ
づ
い
て
、
寺
院
の
武
力
に
つ
い
て
み
る
。
こ
の
時
代
の

寺
院
の
武
力
が
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
断
わ
る
ま
で
も
な

く
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
｝
は
僧
徒
た
ち
自
身
の
武
装
に
よ
る
武
力
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
平
田
俊
春
氏
の
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
い
く
つ
か
の
も
の
が
あ
り
、

僧
兵
の
制
度
的
な
こ
と
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は

ふ
れ
な
い
。
寺
院
は
発
生
の
ほ
ぼ
嶺
初
か
ら
あ
る
程
度
の
武
力
を
備
え
て
は

い
る
が
、
平
安
時
代
中
期
、
寄
進
墨
型
庄
園
制
の
成
立
と
前
後
し
て
寺
院
の

権
門
化
が
進
行
し
、
そ
れ
と
同
時
に
武
力
も
整
備
さ
れ
、
僧
兵
が
起
る
。

　
こ
の
僧
兵
の
ほ
か
に
、
一
般
の
兵
士
が
居
た
。
当
時
の
歴
史
的
用
語
に
し

た
が
っ
て
「
俗
兵
士
」
と
よ
ん
で
お
く
。

　
永
久
元
年
、
南
都
大
衆
が
蜂
起
し
た
と
き
の
記
事
に
い
く
つ
か
の
事
例
が

み
え
る
。
四
月
、
合
戦
に
よ
っ
て
京
か
ら
派
遣
さ
れ
た
兵
士
に
よ
っ
て
僧
徒

三
〇
余
人
が
射
殺
さ
れ
、
　
「
俗
兵
士
」
九
人
（
異
本
で
は
九
〇
人
）
が
疵
つ

　
　
　
⑯

け
ら
れ
た
。
五
月
に
は
、
合
戦
に
よ
っ
て
「
俗
兵
士
」
四
人
を
検
雰
違
使
が

　
　
　
　
⑰

召
し
と
っ
た
。
こ
れ
は
、
他
の
箇
所
で
は
「
俗
兵
」
と
も
表
現
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
「
俗
」
は
「
僧
」
に
対
立
す
る
概
念
で
あ
り
、
明
ら
か
に
僧
徒
の
武
力

と
は
ち
が
っ
た
兵
力
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
有
力
寺
院
が
一
般
的
に

か
か
え
て
い
た
兵
士
で
あ
り
、
僧
徒
の
武
力
と
あ
い
補
っ
て
寺
院
武
力
を
構

成
し
て
い
た
。

　
俗
兵
士
の
な
か
に
は
、
ど
う
も
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
武
士
層
を
登
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
傭
兵
と
い
う

形
式
を
と
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
仁
安
三
年
の
大
伝
法
院
の
解
状
に
よ

る
と
、
高
野
山
の
武
力
を
形
成
し
た
一
要
素
に
「
配
筋
武
士
於
隣
国
比
郡
」

　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
い
う
文
学
が
あ
り
、
武
士
を
傭
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
今
昔
物
語
』

（
三
十
一
一
二
十
四
）
に
も
「
［
］
ノ
公
正
・
平
ノ
致
頼
ト
云
フ
兵
ノ
郎
等
共

ヲ
雇
寄
セ
テ
、
楯
ヲ
儲
ヶ
、
軍
ヲ
調
テ
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
確
か
め
ら

れ
る
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
武
土
の
武
力
を
そ
の
ま
ま
傭
兵
と
し
て
駆
使
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し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
、
何
が
彼
ら
に
与
え
ら
れ
た
か
は
知
れ
な
い
が
、

寺
領
庄
園
内
の
所
職
と
か
、
寺
院
の
も
っ
て
い
た
流
通
機
構
の
「
部
と
か
が

委
譲
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
寺
院
の
た
め
に
戦
う
武
士

に
も
何
ら
か
の
利
益
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
武
士
の
、
傭
兵
化
の
ほ
か
に
、
何
ら
か
の
宗
教
的
契
機
に
よ
っ

て
寺
院
の
武
力
を
か
っ
て
出
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
源
為
義
は
、
保
延
六
年
に

伝
法
院
の
外
護
者
た
る
べ
く
誓
状
を
差
し
出
す
が
、
款
状
そ
の
も
の
に
為
義

が
伝
法
院
の
武
力
荷
担
者
に
な
る
旨
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
現

実
に
伝
法
院
が
僧
兵
の
武
力
を
貯
え
て
い
く
中
で
為
義
が
兵
力
と
な
る
こ
と

は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
有
り
え
た
こ
と
で
も
あ

っ
た
。

　
俗
兵
士
の
い
ま
ひ
と
つ
の
タ
イ
プ
は
、
の
ち
に
分
析
す
る
庄
園
兵
士
と
し

て
徴
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
預
所
・
下
司
な
ど
を
通
じ
て
、
庄
園
の
上
役

と
し
て
徴
収
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
永
久
元
年
の
南
都
兵
力
の
な
か
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

「
大
和
国
土
民
庄
島
携
弓
箭
之
輩
」
と
か
、
　
「
大
和
国
井
金
華
由
寺
所
領
住

　
　
　
　
　
⑳

人
」
と
か
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
よ
り
の
ち
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
　
「
催
上
士

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

駈
之
所
司
住
人
等
」
「
催
末
寺
荘
園
之
武
篇
」
な
ど
と
も
あ
っ
て
、
遺
民
・
土

民
が
武
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
院
政
期
に

な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
庄
園
制
（
い
わ
ゆ
る
寄
進
地
系
庄

園
制
）
の
展
開
と
密
接
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
　
「
土
昆
」
も
基
本
的
に
は

同
じ
く
庄
園
制
の
展
開
と
関
係
し
て
い
る
。

　
庄
園
の
、
本
免
田
・
出
作
田
に
つ
い
て
は
、
い
ち
お
う
領
主
の
支
配
地
で

あ
る
か
ら
庄
民
が
兵
士
役
と
し
て
激
発
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
個

人
に
か
け
ら
れ
る
力
役
の
一
種
で
あ
っ
て
、
上
に
あ
げ
た
兵
士
に
つ
い
て
も

こ
う
し
た
形
式
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
預
所
や
下
司
に
よ
っ

て
直
接
に
徴
収
さ
れ
た
課
役
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
恨
常
的
な
寺
院
の
武
力
と
し
て
は
、
さ
し
て
大
き
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
騒
動
を
起
し
て
京
に
上
ろ
う
と
し
た
り
す
る
と
き

に
は
興
編
寺
領
庄
園
に
臨
時
に
大
き
な
武
力
負
担
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
の
ち

に
み
る
醍
醐
三
宝
院
や
長
講
堂
の
例
の
よ
う
に
、
た
え
ず
上
番
し
て
寺
に
勤

め
て
い
る
兵
力
は
人
数
は
少
な
く
、
ま
た
兵
士
家
の
よ
う
な
も
の
も
成
立
し

て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
庄
民
が
基
本
的
に
は
課
役
と
し
て
徴
兵
さ
れ
だ
と
す
る
と
、

「
土
民
」
は
ど
う
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
徴
兵
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
同
じ
諜
役
と
い
う
形
式
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、

土
民
は
庄
外
の
民
衆
で
あ
る
か
ら
、
里
民
と
ま
っ
た
く
同
じ
手
続
き
で
は
不

可
能
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
加
納
田
・
余
田
と
い
っ
た
よ
う
な
、
経
済
的

な
庄
園
と
の
関
係
で
微
関
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宗
忠
は
そ
れ
を
「
土

民
」
と
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
・
加
納
田
と
は
、
本
田
以
外
の
地
で
庄
民
以
外

に
耕
作
さ
れ
て
い
る
土
地
の
こ
と
で
あ
り
、
余
田
と
は
、
領
主
直
轄
の
新
開
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院敷政権の軍事的編成（井上）

田
で
あ
る
。
こ
の
両
軍
の
地
は
、
本
来
は
国
衙
に
官
物
を
納
め
る
べ
き
地
で

あ
っ
て
、
こ
こ
を
庄
園
領
主
の
論
理
で
も
っ
て
貢
納
さ
せ
る
よ
う
に
関
係
を

作
り
あ
げ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
庄
民
と
し
て
の
論
理
を
適
用
し
て
兵
士
を

も
徴
発
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

C

　
つ
ぎ
に
、
庄
園
と
兵
士
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

詳
し
い
十
分
な
分
析
が
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
が
、
相
田
二
郎
．
中

村
直
勝
・
清
水
三
男
各
氏
に
よ
る
論
考
が
あ
り
、
庄
園
に
兵
土
が
存
在
し
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
平
治
元
年
の
宝
荘
厳
垂
領
の
注
文
に
は
、
備
中
国
多
気
保
の
課
役
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

「
月
別
兵
士
二
人
」
と
あ
る
。
　
『
醍
醐
雑
事
記
』
の
中
に
は
、
寺
領
曾
禰

荘
の
雑
事
と
し
て
、
　
「
宝
蔵
兵
土
五
人
　
九
十
両
月
井
十
二
月
下
旬
内
九
介

日
　
庄
家
役
」
と
あ
っ
て
、
兵
士
が
庄
家
役
と
し
て
負
担
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
同
じ
く
、
三
宝
院
宿
直
兵
士
の
こ
と
に
つ
い
て
、
正
月
か
ら
十
二
月
に
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
る
ま
で
寺
領
庄
園
に
五
人
つ
つ
わ
り
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

仁
安
四
年
、
賀
茂
庄
の
伝
馬
・
人
夫
等
が
注
進
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
兵
仕
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

人
」
　
「
庄
司
二
人
井
田
住
人
等
兵
士
」
と
あ
る
。

　
建
久
二
年
の
長
講
堂
領
の
注
文
の
中
に
は
、
各
庄
園
の
負
担
が
詳
し
く
か

き
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
門
兵
士
」
　
「
御
倉
兵
士
」
　
「
兵
士
」
な
ど

が
多
く
の
庄
園
の
負
担
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
　
「
門
兵
士
」
は
二
〇
～
三

〇
碍
ほ
ど
の
期
間
で
、
三
～
六
人
で
あ
り
、
　
「
御
倉
丘
陸
士
」
は
一
ケ
月
ほ
ど

で
一
人
、
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
守
備
範
囲
の
明
示
さ
れ
な
い
兵
士
も
あ
る
わ

け
で
あ
る
。

　
ほ
か
に
も
例
は
い
く
ら
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
が
庄
園
兵
士
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
寺
領
ば
か
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
貴
族
領
・
院
領
な
ど
も
同
じ
パ

タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　
こ
の
ほ
か
に
、
庄
園
年
貢
の
運
上
・
警
備
に
あ
た
る
運
上
兵
士
と
も
い
う

べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
も
諸
庄
園
に
多
く
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　
東
大
寺
領
大
井
・
茜
部
庄
関
係
の
文
書
の
中
に
、
文
永
元
年
、
茜
部
立
の

年
貢
・
絹
運
上
者
の
う
ち
と
し
て
「
ア
フ
リ
ヤ
ウ
シ
大
夫
」
が
書
か
れ
て
い

⑳る
。
こ
れ
は
戸
田
氏
な
ど
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
零
下
押
領
使
の
系
譜
を
ひ
く

　
　
　
　
⑳

も
の
で
あ
る
。
文
永
五
年
の
両
庄
年
貢
運
上
兵
士
と
し
て
「
兵
士
弘
真
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
兵
土
足
尊
」
な
ど
の
名
が
み
え
て
お
り
、
同
様
の
例
は
多
く
あ
る
。
文
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
年
、
大
井
庄
の
手
一
会
料
絹
が
「
兵
土
平
恒
」
に
付
し
て
送
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
同
様
例
は
多
く
あ
る
。

　
ま
た
、
東
寺
領
の
太
良
庄
関
係
に
つ
い
て
も
、
こ
の
兵
士
の
存
在
を
示
す

史
料
は
多
く
あ
る
。
弘
安
六
年
の
文
書
の
中
に
、
　
「
弘
安
五
年
分
御
米
未
進

支
配
事
」
と
あ
り
、
そ
の
中
の
除
分
雑
用
四
石
余
り
の
う
ち
に
「
兵
士
米
」

　
　
　
　
　
　
⑪

が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
未
進
年
買
を
運
上
し
た
兵
士
の
た
め
の
米
で
あ
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る
。
嘉
元
三
年
に
は
「
太
良
庄
点
定
物
支
配
事
」
と
あ
っ
て
、
す
べ
て
四
貫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

六
百
文
。
そ
の
除
分
の
中
に
五
〇
・
文
が
「
中
山
兵
士
用
途
」
と
あ
る
。
ま
た
、

正
和
三
年
に
も
太
良
保
の
正
和
ご
年
年
貢
の
送
文
の
中
に
除
号
雑
用
と
し
て

「
凝
集
」
一
斗
が
あ
触
こ
れ
ら
も
運
圭
ハ
吉
給
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち

が
い
な
か
ろ
う
。

　
こ
の
運
上
兵
士
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
大
井
・
茜
部
庄
の
史
料
を
め
ぐ

っ
て
、
網
田
氏
の
名
説
（
『
大
日
本
古
文
書
』
も
同
じ
）
と
、
中
村
氏
の
人
説

　
　
　
⑭

と
が
あ
る
。
名
に
課
さ
れ
た
課
役
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
個
人
に
課
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
か
は
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ど
う
も
両
方
と
も
あ
っ
た
よ

う
だ
。
し
か
し
、
年
貢
運
上
に
は
一
定
の
武
力
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
基
本

と
し
て
は
個
人
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
貴
族
の
庄
園
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
あ
ま
り
材
料
が
な

く
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
　
『
今
昔
物
語
』
　
（
美
濃
国
ノ
紀
遠
助
、
値

女
霊
遂
死
語
）
に
み
え
る
話
は
興
味
が
あ
る
。

　
　
今
ハ
昔
、
長
門
ノ
前
司
、
藤
原
ノ
孝
範
斗
星
フ
者
有
キ
。
其
レ
が
下
総
ノ
権

　
　
守
ト
云
・
シ
時
二
、
関
白
殿
二
候
ヒ
シ
者
・
＝
ア
、
美
濃
・
国
二
有
ル
生
津
・
御

　
　
庄
ト
云
フ
所
ヲ
預
ヵ
リ
テ
知
ヶ
ル
晶
、
其
御
庄
二
紀
遠
助
ト
云
フ
回
心
キ
。
人

　
　
数
有
ヶ
ル
中
二
孝
範
、
此
ノ
立
前
ヲ
仕
ヒ
付
テ
、
菓
三
条
殿
ノ
長
宿
直
晶
召

　
　
上
タ
リ
ヶ
ル
ガ
、
其
ノ
宿
直
畢
　
ヶ
レ
バ
、
暇
取
セ
テ
返
シ
遣
ヶ
レ
バ
、
美
濃
へ

　
　
下
ケ
ル
ニ
、
勢
田
ノ
橋
ヲ
渡
ル
ニ
、
　
（
下
略
）

　
以
下
、
遠
助
の
美
濃
へ
の
道
中
と
美
濃
で
の
奇
怪
談
が
語
ら
れ
る
わ
け
で

あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
長
門
前
司
藤
原
孝
範
が
下
総
権
守
で
あ
っ
た
と
き
、
関

白
殿
に
仕
え
る
者
で
あ
っ
て
、
美
濃
国
生
玄
翁
を
「
窺
知
」
し
て
い
た
。
こ

の
「
預
知
」
の
内
容
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
預
所
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
の
孝
範
を
通
し
て
庄
園
の
紀
遠
写
な
る
者
が
東
三
条

殿
の
長
宿
世
、
す
な
わ
ち
警
衛
に
か
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ほ
か
の
庄
園

で
も
、
ま
た
ほ
か
の
貴
族
領
に
お
い
て
も
同
様
の
パ
タ
ー
ン
で
兵
士
が
微
発

さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
　
「
関
白
殿
」
　
（
領
家
）
↓
藤
原
孝

範
駐
「
預
知
」
者
（
預
所
）
↓
紀
遠
助
（
荘
昆
）
と
い
う
命
令
系
統
と
な

る
わ
け
で
あ
る
。

　
庄
園
の
兵
士
が
、
兵
乱
に
あ
た
っ
て
徴
兵
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
保
元

の
乱
の
と
き
に
、

　
　
今
日
蔵
人
頭
左
中
弁
雅
教
朝
臣
、
奉
　
勅
定
、
以
御
教
書
仰
諸
国
司
云
、

　
　
入
道
前
太
政
大
臣
井
左
大
臣
、
催
庄
園
軍
兵
之
由
有
其
聞
、
髄
可
令
停

　
　
止
者
、

　
　
⑳

と
あ
り
、
ま
た
　
　
　
　
　
．

　
　
今
日
頭
弁
奉
勅
、
仰
下
書
国
司
云
、
宇
治
入
道
猶
性
心
追
々
軍
兵
由
、

　
　
回
忌
聞
者
、
件
庄
園
井
左
大
臣
所
領
、
槌
令
没
官
、
可
聴
停
止
彼
好
濫

　
　
朝
家
乱
逆
、
已
当
此
時
、
国
司
若
書
僻
緩
者
、
可
有
罪
科
者
、
依
論
旨
、
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執
啓
如
件
、

　
　
　
　
⑰

と
も
あ
っ
て
、
乱
に
あ
た
っ
て
忠
実
や
頼
長
が
笹
分
の
庄
園
か
ら
兵
を
催
し

た
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
源
平
の
内
乱
の
と
き
も
、
や
は
り
、

　
　
豪
富
内
弁
行
隆
奉
行
、
女
院
御
庄
々
、
葦
舟
方
領
等
、
皆
悉
可
召
進
武

　
　
士
之
由
、
副
番
下
、
天
慶
例
云
々
、

と
あ
っ
て
、
平
氏
が
、
左
少
量
藤
原
行
隆
を
媒
介
と
し
て
八
条
院
領
・
藤
原

兼
実
領
か
ら
官
軍
に
庄
園
兵
を
微
し
て
い
る
。

　
呉
体
的
な
命
令
系
統
は
不
明
で
あ
る
が
、
庄
園
の
課
役
と
し
て
、
庄
宮
が

徴
発
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
醍
醐
寺
領
の
例
に
み
え
た
庄
家
役
と
か
、
生

手
触
の
預
断
役
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
時
代
は
か
な
り
遅
れ
る
が
、
徳
治
二
年
の
文
書
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
言
が

　
㊧

あ
る
。

　
　
　
　
不
断
経
兵
士
条
々

　
　
一
、
諸
軍
兵
土
、
皆
以
可
為
正
員
、
但
於
其
身
、
或
現
病
、
或
禁
忌
出

　
　
来
者
、
捧
厳
重
起
請
文
、
以
子
息
罫
親
類
、
可
立
代
官
、
若
無
親
類
者

　
　
、
可
立
三
身
代
官
寮
、

　
　
　
　
　
（
以
下
略
）

　
「
諸
荘
兵
士
」
は
必
ら
ず
其
身
を
奉
仕
し
、
病
気
・
禁
忌
な
ど
の
と
き
に

は
起
請
文
を
捧
げ
て
子
息
・
親
類
を
代
理
に
立
て
よ
と
い
う
。
き
わ
め
て
強

力
な
支
配
と
徴
兵
組
織
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
具
体
的
な
徴

兵
者
は
書
い
て
な
い
が
、
　
「
若
於
背
此
条
輩
者
、
可
改
易
激
職
」
と
あ
る
か

ら
、
預
所
か
下
司
か
が
庄
官
と
し
て
の
微
兵
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
兵
士
役
に
つ
い
て
は
、
　
「
大
山
庄
兵
士
役
」
、
「
合
力
等
兵
士
役
」
と
あ

⑪
る
。
応
永
三
十
一
年
の
文
書
に
は
靹
淵
庄
の
下
司
範
景
が
「
主
翼
之
百
姓

外
、
対
惣
庄
之
百
姓
、
致
多
数
非
例
之
中
、
殊
更
号
勤
軍
役
、
背
往
古
之

掟
」
と
あ
っ
て
、
下
司
が
軍
役
を
微
す
る
役
目
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。　

こ
れ
ら
の
庄
園
糞
土
が
、
院
政
の
武
力
と
し
て
動
い
た
と
い
う
史
料
は
遂

に
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
構
造
的
に
は
院
領
荘
園
も
同

じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
し
、
史
料
も
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
よ
う
。

い
ま
ま
で
に
あ
げ
た
例
の
み
で
い
え
ば
、
長
講
堂
の
例
が
論
じ
る
に
ふ
さ
わ

し
．
い
。
長
講
堂
が
後
白
河
院
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
、
長
講
堂
領
が
院
政
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

き
な
基
礎
に
な
っ
た
こ
と
は
有
名
な
事
実
で
あ
る
が
、
さ
す
れ
ば
、
長
講
堂

領
に
み
え
た
兵
士
た
ち
は
い
っ
た
ん
事
が
あ
れ
ば
嶺
平
茸
白
河
院
武
力
の
下

級
の
構
成
員
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

①
光
明
寺
古
文
書
承
平
酉
年
十
二
月
十
九
日
伊
賀
国
夏
見
郷
刀
禰
解
案
（
『
平
安

　
遣
文
』
一
　
四
四
号
）

②
　
仁
和
寺
文
書
　
安
和
二
年
七
月
八
三
法
勝
院
領
目
録
（
『
平
安
長
文
』
三
〇
二

　
号
）

③
小
右
記
長
徳
二
年
正
月
十
六
臼
玉
。

④
長
秋
記
長
承
三
年
十
｝
予
算
｝
日
条
。
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⑤
陽
明
文
庫
所
蔵
兵
範
記
紙
背
文
書
年
未
詳
二
月
二
十
八
日
某
書
状
（
『
平
安

　
遺
文
』
三
一
四
〇
号
）

⑥
兵
範
記
保
元
元
年
八
月
十
六
日
間
。

⑦
兵
範
記
久
寿
三
年
三
月
十
罠
条
、
ほ
か
。

⑧
本
朝
世
紀
康
治
二
年
六
月
十
三
日
条
。

⑨
な
お
、
こ
の
史
料
は
か
っ
て
西
剛
虎
之
助
氏
に
よ
り
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
「
王

　
朝
時
代
の
武
士
の
発
達
概
観
」
　
『
日
本
兵
制
史
』
所
収
）
。

⑩
　
た
と
え
ば
、
刑
部
豊
平
忠
盛
に
仕
え
て
い
た
青
侍
源
望
遠
は
若
狭
濁
の
住
人
で

　
あ
っ
た
（
『
尊
卑
分
豚
』
）
。

⑪
袋
草
紙
　
巻
四

⑫
大
治
五
年
大
江
仲
子
解
案
（
『
平
安
遺
文
』
一
＝
七
七
号
）

⑬
墨
刺
世
紀
久
安
五
年
九
月
二
十
二
日
条
。

⑭
　
台
記
　
久
安
六
年
五
月
一
二
〇
三
条
。

⑮
台
記
康
治
二
年
穴
月
三
〇
日
条
。

⑯
永
久
元
年
記
所
引
中
右
記
永
久
元
年
四
月
三
〇
厩
条
。

⑰
　
同
右
　
永
久
元
年
五
月
一
臼
条
。

⑱
根
来
要
書
仁
安
三
年
八
旦
百
紀
伊
年
号
然
法
院
僧
徒
解
案
（
畢
安
遺
文
』

　
四
八
六
〇
号
）

⑲
永
久
元
年
記
所
引
中
右
記
永
久
元
年
囲
月
十
四
日
条
。

⑳
同
右
永
久
元
年
六
月
五
日
条
。

⑳
⑱
に
同
じ
。

⑳
　
玉
葉
　
治
承
四
年
十
二
月
十
二
臼
条
。

⑬
　
東
寺
百
合
文
書
　
平
治
元
年
閏
五
月
日
窯
荘
厳
院
領
荘
園
注
文
（
『
平
安
遣
文
』

　
二
九
八
六
号
）

⑳
醍
醐
雑
事
記
巻
十
　
。

㊧
．
翼
福
寺
本
因
明
四
相
違
紙
背
文
書
　
仁
安
四
年
正
月
十
八
目
賀
茂
庄
伝
馬
人
夫

　
召
仕
注
進
状
（
『
平
安
遺
文
』
三
思
八
六
号
）

⑳
　
九
条
家
本
延
喜
式
紙
背
文
書
　
長
元
九
年
正
月
九
日
六
条
二
会
三
保
刀
禰
解

　
（
『
平
｛
女
蹴
嵐
文
』
五
五
六
暑
）

⑳
　
來
大
寺
図
讃
館
所
蔵
東
大
寺
文
雷
　
文
永
元
年
十
二
月
十
九
日
茜
部
庄
年
貢
絹

　
送
状
。

⑳
　
戸
田
芳
実
氏
前
掲
論
文
。

㊧
　
東
大
寺
図
雷
館
所
蔵
東
大
寺
文
書
　
文
永
五
年
十
～
月
十
四
日
茜
部
庄
年
貫
絹

　
綿
送
状
。

⑳
同
右
文
保
二
年
十
月
二
〇
日
大
井
庄
三
職
連
署
年
貢
本
裟
塗
料
絹
送
状
。

⑳
　
東
土
寸
芭
A
口
文
露
　
弘
｛
女
六
年
二
月
二
一
日
晶
削
年
出
く
進
分
古
｛
配
状
。

⑫
　
岡
右
　
嘉
元
一
　
一
年
分
若
狭
国
太
良
荘
年
貢
支
配
状
。

　
　
同
右
　
正
和
三
年
三
月
十
二
日
若
狭
国
太
良
保
領
家
年
貢
送
文
。

⑭
　
相
田
二
郎
氏
「
中
世
の
兵
士
及
び
兵
士
米
に
つ
い
て
」
（
『
中
世
の
関
所
』
所
収
）

　
ほ
か
。
中
村
直
勝
氏
「
荘
園
の
兵
士
に
就
い
て
」
（
『
荘
園
の
研
究
』
所
収
）
。

　
　
『
今
昔
物
語
』
二
十
七
i
二
十
一
。

　
　
兵
範
記
　
保
元
元
年
七
月
八
日
条
。

⑰
　
岡
右
　
保
元
元
年
七
月
十
七
日
条
。

　
　
玉
葉
　
治
承
四
年
十
二
月
五
聞
条
。

　
　
音
阿
野
山
文
書
　
焔
偲
治
二
陥
牛
七
n
月
山
ハ
日
条
。

⑳
東
寺
芭
合
文
書
年
未
詳
（
正
澗
三
年
か
）
若
狭
太
良
丹
波
大
山
両
月
等
事
評

　
定
書
案
。

＠
　
高
野
山
文
轡
　
年
未
詳
阿
琢
河
荘
下
司
非
法
停
翫
陳
状
。

⑫
　
八
代
隅
治
氏
「
長
講
堂
領
の
研
究
」
　
（
『
国
史
叢
説
』
所
収
）

斑
　
院
政
の
対
応

院
政
が
、
一
個
の
政
権
と
し
て
、
と
り
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
軍
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事
問
題
は
、
僧
兵
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

僧
兵
と
の
関
係
で
武
家
棟
梁
が
政
界
上
層
部
に
進
出
し
て
く
る
こ
と
も
事
実

で
あ
り
、
僧
兵
問
題
は
直
接
的
に
院
政
の
と
り
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大

問
題
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
僧
兵
に
対
し
て
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
も
の
と
し
て
絶
え
ず
み
え
る

の
は
、
検
非
違
使
で
あ
り
、
こ
れ
は
前
に
も
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
天
仁

元
年
に
「
神
人
衆
徒
」
が
群
集
し
た
と
き
、
　
「
髪
又
為
相
禦
、
公
家
駈
指
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

之
検
非
違
使
井
源
氏
平
氏
天
下
砲
兵
範
士
武
勇
尊
爵
数
万
人
」
と
あ
る
。
ま

た
、
元
永
元
年
に
は
同
じ
よ
う
な
事
件
に
、
　
「
於
今
負
軍
武
土
検
非
違
使
丼

下
人
等
於
河
原
、
心
墨
禁
甦
」
と
あ
り
、
　
「
只
今
候
北
爾
人
々
郎
等
山
千
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

人
、
野
毛
河
原
了
」
と
も
あ
る
。

　
こ
の
例
か
ら
み
る
と
、
検
非
違
使
と
い
う
公
的
機
関
と
、
北
面
と
い
う
半

公
的
機
関
と
が
動
い
て
い
る
。
院
政
の
公
的
活
動
の
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
院
の
ま
っ
た
く
私
的
な
武
力
の
発
動
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
も
、

完
全
に
私
的
な
編
成
を
と
る
わ
け
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
関
係
に
お
い
て
公

的
機
関
と
接
触
し
て
編
成
す
る
。
院
が
国
政
の
機
関
で
あ
る
以
上
こ
れ
は
嶺

然
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
院
と
の
私
的
な
関
係
に
よ
っ
て

組
織
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
上
に
引
い
た
「
源
氏

平
氏
天
下
弓
兵
之
士
武
勇
重
層
」
と
い
う
の
は
、
院
ま
た
は
院
政
の
私
的
な

編
成
で
あ
り
、
国
家
機
関
・
官
職
の
ど
こ
に
も
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。　

こ
う
し
た
、
院
と
の
私
的
な
関
係
を
基
礎
と
し
て
存
在
し
、
院
の
武
力
の

中
心
と
な
っ
た
規
模
の
大
き
い
武
士
た
ち
を
、
　
「
京
武
者
」
と
い
う
言
葉
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

よ
ん
で
お
き
た
い
。
こ
れ
は
中
御
門
宗
忠
の
使
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

　
　
今
日
申
時
許
　
南
京
大
衆
於
宇
治
一
聯
南
原
辺
与
京
武
者
已
合
戦
、
各

　
　
死
者
、
互
蒙
早
期
多
云
丸

　
い
っ
ぽ
う
で
院
な
ど
の
重
要
政
務
機
関
を
守
り
、
ま
た
い
つ
ぼ
う
で
宇
治

な
ど
へ
派
遣
さ
れ
て
僧
兵
を
防
ぐ
わ
け
で
あ
る
。

　
派
遣
の
仕
方
と
し
て
は
、
永
久
元
年
に
み
え
る
「
天
下
武
者
．
源
氏
．
平

氏
」
は
、
さ
き
に
も
引
い
た
よ
う
に
院
の
群
議
に
よ
っ
て
遣
わ
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
院
の
私
的
な
意
向
を
く
み
と
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。

少
く
と
も
従
来
の
国
政
の
機
関
に
属
し
た
武
力
で
は
な
い
。
そ
の
中
に
は
、

当
然
こ
う
い
う
と
き
に
公
的
な
働
き
を
し
て
し
か
る
べ
き
検
非
違
使
も
ま
じ

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
使
別
当
宗
忠
を
経
な
い
私
的
な
動
員
で
あ
り
、
ま
た

岡
時
に
派
遺
さ
れ
た
出
羽
守
源
光
国
な
ど
、
本
来
の
官
職
か
ら
い
け
ば
こ
の

事
件
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
源
光
国
の
持
つ
美
濃
源
氏
と
し
て
の
武
力
が

利
用
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
。
い
わ
ば
ま
っ
た
く
の
院
の
私
兵
と
し
て
の
活
動

を
す
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
検
非
違
使
や
出

羽
守
と
し
て
の
公
権
が
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
武
力
編
成
に
影
響
を
お
よ
ぼ

し
た
こ
と
は
薄
徳
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
し
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か
も
そ
れ
は
、
院
と
武
士
た
ち
の
私
的
な
関
係
を
基
礎
と
し
て
公
権
の
利
用

と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
院
は
公
権
を
直
接
に
必
ら

ず
し
も
葎
取
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
京
武
者
は
「
国
武
者
」
に
対
す
る
概
念
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
国
武
者

は
石
井
進
氏
の
言
わ
れ
る
「
国
ノ
兵
共
」
に
あ
た
ろ
う
。
三
針
と
の
関
係
で

爵
禄
身
分
を
獲
得
し
た
武
士
た
ち
で
、
か
つ
｝
定
の
意
味
で
国
司
の
支
配
か

ら
独
立
し
て
い
た
。
　
「
国
武
者
」
の
話
の
み
え
る
の
は
『
吉
記
』
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
④

つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
労
兵
若
人
国
尚
、
為
備
前
守
行
家
随
兵
下
向
西
国
、
自
途
中
送
書
状
云
、

　
　
虫
九
日
、
三
位
中
将
重
衡
為
大
将
軍
、
以
三
百
露
払
勢
、
令
寄
備
前
国

　
　
東
川
之
間
、
轟
国
管
非
違
使
所
別
当
惟
資
、
国
武
気
相
共
合
戦
、
臨
写

　
　
負
手
、
武
蔵
国
住
人
□
四
郎
介
井
子
息
被
打
取
了
、
衡
惟
資
不
二
府
入

　
　
口
占
之
後
、
命
懸
自
西
川
、
以
千
騎
許
勢
、
申
轟
音
令
寄
之
闘
、
平
属

　
　
兵
勝
了
、
少
々
物
具
脱
棄
云
々
、
件
日
暮
了
、
明
暁
已
鳥
寄
之
由
、
国

　
　
人
虚
血
申
、
検
非
違
使
所
別
当
即
時
奪
回
之
間
、
酉
時
夕
虹
寄
合
戦
、

　
　
平
氏
方
五
十
四
人
被
打
取
、
源
氏
方
国
人
雑
人
仁
人
許
豆
打
聾
者
、

　
源
氏
（
義
仲
）
と
平
氏
の
、
備
前
国
を
め
ぐ
っ
て
の
戦
い
に
つ
い
て
の

叙
述
で
あ
る
。
す
で
に
義
仲
軍
は
備
前
国
衙
を
支
配
下
に
お
い
た
の
ち
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
登
場
す
る
こ
と
を
図
式
化
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な

る
。

㎞｛
T
国
衙
軍
）
｛
黙
離
使
所
別
当

＝

　
　
　
　
　
重
衡
軍

　
　
　
　
　
平
氏
方
国
人

　
石
井
氏
の
整
理
さ
れ
た
地
方
軍
制
の
概
念
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
検
非
違

使
一
別
幽
は
在
庁
官
人
、
国
武
者
は
「
国
ノ
兵
共
偏
、
国
人
は
地
方
豪
族
軍
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。
「
国
ノ
漫
罵
」
は
、
石
井
氏
の
言
に
よ
れ

ば
、
　
「
国
司
薩
属
軍
と
は
㎜
応
異
な
る
、
国
司
の
下
に
組
織
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
地
方
豪
族
軍
」
で
あ
る
と
い
う
。
京
武
老
も
ま
さ
に
こ
う
し
た
も
の
で
、

院
と
の
関
係
で
中
央
に
お
い
て
素
胎
身
分
を
獲
得
し
、
あ
る
程
度
独
立
し
な

が
ら
も
院
に
属
し
て
い
る
武
士
が
京
武
者
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
在
京
武
士
と
い
う
の
と
ほ
ぼ
同
じ
概
念
で
あ
る
が
、
在
京
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
院
と
何
ら
か
の
私
的
な
関
係
を
有
し
て
い

る
と
い
う
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
院
と
京
武
者
と
の
関
係
は
ま
っ
た

く
私
的
な
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
そ
れ
に
よ
っ
て
京
武
者
た
ち
の
も
っ
て

い
る
官
職
の
動
員
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
在
京
の
武
家
棟
栗

た
ち
は
、
結
局
こ
う
し
た
院
と
の
関
係
を
基
本
と
し
て
拡
大
し
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。

　
京
武
者
は
、
単
に
京
武
者
個
人
の
持
っ
て
い
る
兵
員
を
動
員
す
る
だ
け
で

な
く
、
官
職
に
付
属
す
る
兵
員
を
も
動
員
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
に
、
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院政政権の軍事的編成（井上）

た
と
え
ば
海
賊
追
討
な
ど
が
命
ぜ
ら
れ
れ
ば
、
国
々
の
兵
士
が
付
け
ら
れ
る

の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
を
指
揮
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

も
ま
た
嶺
然
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
容
易
に
国
々
の
兵
士
へ
の
支

配
権
、
す
な
わ
ち
国
衙
の
軍
制
の
あ
る
部
分
の
行
使
に
つ
な
が
っ
て
く
る
は

ず
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
京
武
老
は
国
衙
の
軍
制
へ
の
あ
る
種
の
命
令
・

指
揮
権
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
中
央
の
み
で
は
な
く
、
地
方
に
も
軍

事
的
基
盤
を
国
家
公
権
の
行
使
と
し
て
築
ぎ
え
た
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
武
家

棟
梁
で
は
な
か
ろ
う
か
。
地
方
軍
制
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
下
か
ら
の
そ
の

の
っ
と
り
が
在
庁
官
入
の
武
士
化
な
り
武
士
の
在
庁
化
な
り
と
す
れ
ば
、
上

か
ら
の
の
っ
と
り
が
棟
梁
へ
の
道
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
場
舎
の
棟
梁
の

国
衙
軍
事
権
の
の
っ
と
り
は
、
一
国
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
く
、
多
数
の
地

域
に
わ
た
る
は
ず
で
あ
る
。
国
衙
を
軍
事
的
に
指
揮
す
る
権
限
を
国
家
か
ら

与
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
衙
と
い
う
範
騒
を
越
え
て
起

る
軍
事
問
題
－
反
乱
と
か
海
賊
と
か
一
に
有
効
な
役
割
り
を
果
し
え
た

の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
前
九
年
の
役
の
と
き
に
、
源
頼
義
は
、
　
「
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

賜
官
爵
、
徴
発
諸
国
兵
士
、
兼
三
兵
根
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
棟
梁
を
通
じ
て
（
棟
梁
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
が
、

私
は
平
忠
盛
・
清
盛
な
ど
を
そ
の
典
型
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
政
権

へ
の
指
向
性
を
も
つ
武
士
。
武
士
の
貴
族
化
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
）
、
国
家

は
、
地
方
軍
制
と
有
効
に
か
か
わ
っ
た
と
思
う
。
い
っ
ぽ
う
で
近
臣
受
領
た

ち
と
院
と
の
個
人
的
な
関
係
を
基
礎
と
し
て
中
央
は
地
方
軍
制
と
接
触
を
も

つ
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
関
係
の
も
ち
か
た
は
き
わ
め
て
個
別
的
な
も
の
で

あ
っ
て
、
地
方
軍
制
の
横
の
つ
な
が
り
と
は
な
ら
な
い
。
院
は
、
受
領
た
ち

の
政
治
的
結
節
点
で
は
あ
っ
て
も
、
軍
事
的
組
織
と
し
て
国
衙
軍
を
恒
常
的

な
兵
力
と
し
て
組
織
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
作
り

出
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
が
棟
梁
で
あ
っ
た
。

e＠＠＠¢
中
右
記
　
天
仁
元
年
四
月
一
日
条
。

中
右
記
　
元
永
元
年
五
月
二
十
五
日
条
。

永
久
元
年
記
所
引
中
宿
記
　
永
久
元
年
四
月
三
十
瞬
条
。

三
二
　
寿
永
二
年
十
一
月
二
十
八
日
条
。

陸
奥
話
記
。ま

　
と
　
め

　
以
上
述
べ
き
た
っ
た
と
こ
ろ
を
図
式
化
し
て
み
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　　

@　
@　
@　
@一

A
｛
戯
属
軍
器
難
者

難
∵
「
墨
難
士

　
院
政
政
権
の
武
力
は
、
や
は
り
直
属
軍
と
同
盟
軍
と
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
れ
と
は
別
に
庄
園
か
ら
徴
集
す
る
兵
土
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
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で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
A
の
院
直
属
軍
は
、
や
は
り
a
直
属
軍
と
b
「
京
武
者
」
と
に
珊
け
て
お

い
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
a
は
院
個
人
に
ま
っ
た
く
直
属
す
る
も
の

で
、
河
内
か
ら
鳥
羽
殿
に
宿
薗
に
上
っ
て
い
た
「
宿
直
人
」
の
よ
う
な
α
私

的
従
者
と
、
院
に
付
属
す
る
北
面
・
武
者
所
の
よ
う
な
家
産
的
付
属
機
関
か

ら
供
給
さ
れ
る
β
家
産
的
従
者
と
に
分
け
ら
れ
る
。
b
「
京
武
者
」
は
、
院

に
準
直
属
と
も
い
え
る
。
ほ
か
の
宮
職
を
持
つ
場
合
が
多
く
、
彼
ら
は
院
と

の
私
的
な
関
係
に
も
と
ず
い
て
そ
の
も
と
に
官
職
を
通
じ
て
組
織
し
う
る
武

力
を
動
員
す
る
。
α
棟
梁
は
国
衙
軍
制
に
接
触
す
る
。
国
司
を
経
験
し
て
、

あ
る
程
度
自
分
自
身
の
手
に
よ
っ
て
在
地
に
基
盤
を
築
い
て
お
り
、
京
都
に

お
い
て
も
当
然
武
的
官
職
に
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
が
院
宣
な
ど
を
も
ら
っ
て

国
衙
軍
制
の
指
揮
権
を
獲
得
す
る
。
β
在
京
武
士
は
国
衙
軍
制
に
ま
で
は
接

触
せ
ず
、
α
ほ
ど
規
模
が
大
き
く
な
い
。
し
か
し
在
地
で
は
も
ち
ろ
ん
か
な

り
の
武
士
団
の
長
で
あ
っ
て
、
京
都
で
も
検
雰
違
使
を
中
心
と
し
た
武
的
官

職
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
を
裏
打
ち
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
こ
れ
を
武
力
の
存
在
す
る
場
所
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
第
一
は
私

的
武
力
。
第
二
は
京
都
に
お
い
て
組
織
す
る
暑
中
武
力
。
第
三
は
地
方
に
お

け
る
国
衙
武
力
。

　
B
に
お
い
て
は
、
同
盟
軍
と
し
て
の
貴
族
・
寺
社
の
武
力
が
あ
る
。
こ
れ

は
原
則
的
に
い
え
ば
院
政
軍
と
同
格
の
存
在
で
あ
る
。
と
き
に
は
敵
対
し
、

と
き
に
は
同
盟
す
る
。
僧
兵
が
敵
対
の
よ
い
例
で
あ
り
、
同
盟
は
保
元
の
乱

の
と
き
に
典
型
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
私
案
の
図
式
が
ど
う
発
展
す
る
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
大
き

な
ネ
ッ
ク
と
な
る
の
は
肋
の
棟
梁
で
あ
る
。
院
政
は
、
中
央
に
お
い
て
は
相

対
的
に
か
な
り
大
き
な
武
力
の
中
心
と
な
り
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方

に
お
け
る
軍
職
力
と
の
接
触
は
受
領
を
通
じ
て
し
か
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は

個
別
的
な
関
係
に
す
ぎ
ず
、
よ
り
有
効
な
横
の
連
絡
を
持
っ
た
院
を
頂
点
と

す
る
集
約
的
・
広
域
的
な
武
力
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た

め
に
は
、
院
み
ず
か
ら
が
軍
聴
力
の
頂
点
と
な
る
べ
く
新
し
い
政
治
組
織
を

考
え
出
す
か
、
そ
れ
と
も
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
を
利
用
す
る
か
の
ど
ち

ら
か
で
あ
る
。
院
政
は
こ
の
う
ち
後
者
を
選
ん
だ
。
そ
こ
で
作
り
出
す
の
が

棟
梁
で
あ
り
、
そ
れ
に
地
方
琵
国
衙
の
軍
事
的
指
揮
権
を
付
与
し
た
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
大
治
四
年
に
海
賊
追
討
を
命
ぜ
ら
れ
た
備
前
守
平
忠
盛
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

　
　
検
非
違
使
移
　
山
陽
南
海
両
道
国
衙

　
　
　
欲
被
令
備
前
守
忠
盛
朝
甑
躍
進
海
賊
隻

　
　
右
　
院
宣
儒
、
男
呼
者
、
頃
日
海
路
之
間
、
凶
賊
滋
夏
、
乗
数
十
艘
之

　
　
船
、
浮
百
万
里
之
波
、
或
殺
略
往
反
之
旅
客
、
或
却
奪
公
私
之
勝
載
、

　
　
積
悪
弥
長
、
宿
暴
日
成
、
塞
惟
諸
国
司
等
、
各
潭
號
勇
、
無
心
捉
搦
之

　
　
所
致
也
、
宜
令
忠
盛
朝
臣
搦
進
件
輩
者
、
欲
被
爆
任
院
宣
、
令
搦
進
彼
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院政政権の軍事的編成（井上）

　
　
賊
徒
之
状
、
依
別
当
宣
、
翠
雨
如
件
、
平
茸
勲
状
、
故
移
、

　
　
　
　
大
治
四
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
連
署
略
）

　
忠
盛
に
、
海
賊
を
追
討
す
る
べ
き
旨
の
白
河
院
の
院
宣
が
博
せ
ら
れ
、
こ

れ
を
う
け
て
検
非
違
使
庁
が
山
陽
道
・
南
海
道
の
国
々
の
国
衙
に
、
軍
事
的

指
揮
を
忠
盛
に
仰
ぐ
よ
う
に
と
の
狂
文
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
海
賊
な
ど
と

い
う
広
域
的
反
体
制
武
力
に
対
し
て
は
、
到
底
国
衙
の
み
の
単
独
の
軍
事
力

で
は
対
抗
レ
え
ず
、
受
領
と
か
国
衙
と
か
の
範
囲
を
越
え
た
軍
事
力
を
備
え

た
も
の
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
軍
事
的
指
揮
権
は
、
時
と
場
合
に
慈
じ
て
容
易
に
拡
大
す
る
。

こ
の
権
限
は
、
当
初
は
与
え
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
具
体
的

な
行
使
の
過
程
に
お
い
て
、
付
与
老
の
お
も
わ
く
を
越
え
て
独
立
的
に
な
っ

て
く
る
。
国
衙
と
の
関
係
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
す
で
に
久
安
三
年
、
播
磨

守
で
あ
っ
た
平
忠
盛
は
、
延
暦
寿
が
訴
え
た
砥
園
社
で
の
闘
乱
事
件
の
下
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

人
を
、
「
無
煙
以
前
」
に
捕
え
て
院
主
に
召
し
進
め
て
い
る
。
そ
し
て
犯
人

は
仁
心
か
ら
検
非
違
使
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
忠
盛
の
行
為
は
、
院

の
意
向
を
先
取
り
し
て
の
も
の
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
も
う
す
で
に
院
の

命
令
を
越
え
て
軍
事
的
に
行
動
す
る
と
い
う
様
式
が
訂
し
は
じ
め
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
単
に
、
臨
時
的
に
棟
梁
の
権
限
と
し
て
与
え
ら
れ
た
、
国
衙
の
軍
事

的
指
揮
権
が
、
命
令
権
と
い
っ
た
上
下
関
係
に
転
化
す
る
。
加
え
て
中
央
に

お
い
て
も
そ
の
関
係
が
基
本
に
な
っ
て
在
京
武
士
を
も
自
己
の
支
配
・
命
令

の
も
と
に
組
み
こ
む
。
在
京
武
士
た
ち
は
、
地
方
に
お
い
て
は
武
士
団
の
長

で
あ
る
か
ら
、
地
方
武
士
団
へ
の
支
配
に
も
な
る
。
こ
う
し
て
出
現
す
る
の

が
武
家
棟
梁
で
あ
り
、
平
清
盛
は
こ
の
よ
う
に
築
い
た
権
限
を
拡
大
し
、
遂

に
は
武
力
的
に
院
政
を
し
の
ぎ
、
平
氏
政
権
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

か
く
の
ご
と
く
し
て
作
り
あ
げ
た
政
権
で
あ
る
か
ら
、
独
自
の
特
徴
的
な
政

策
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
必
然
的
に
軍
事
独
裁
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
ふ
う
に
棟
梁
を
軍
事
的
に
理
解
す
る
と
、
棟
梁
は
自
分
の
支
配

し
て
い
た
現
地
に
つ
い
て
は
在
地
に
い
た
る
ま
で
支
配
を
貫
徹
し
う
る
が
、

大
部
分
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
武
士
団
の
長
し
か
直
接
の
命
令
の
対
象
に
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
平
氏
政
権
の
崩
壊
は
、
結
局
そ
の
間
の
矛
盾
が

露
呈
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
武
士
団
の
長
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
在
地
で

の
支
配
の
有
り
か
た
な
ど
に
も
と
ず
い
て
頼
朝
を
新
し
い
棟
梁
と
し
て
い
た

だ
い
た
の
で
あ
る
。
頼
朝
の
貴
種
性
と
か
清
盛
の
種
族
化
と
か
い
う
こ
と
は
、

棟
梁
に
必
然
的
に
付
属
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
蛮
土
た
ち
に
対
す

る
号
令
の
権
利
の
出
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
鎌
倉

殿
と
御
家
人
と
の
関
係
が
、
武
家
棟
梁
と
在
京
武
士
と
の
関
係
を
モ
デ
ル
と

し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
鎌
倉
殿
が
、
御
家
人
の

主
従
関
係
や
惣
領
制
内
部
に
口
入
で
き
な
か
っ
た
の
は
妾
然
の
こ
と
で
あ
る
。
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①
　
朝
野
群
載
　
巻
十
一
、
廷
尉
、
大
治
四
年
三
月
検
非
違
使
庁
移
文
。

②
本
朝
琶
紀
久
安
三
年
六
月
二
十
六
日
条
。

付
記
　
投
稿
し
た
と
き
は
閥
○
○
字
詰
八
五
枚
か
ら
成
っ
て
い
た
が
、
枚
数
削
…
減
し
、

　
序
章
と
第
一
章
律
令
軍
制
の
崩
壊
、
と
い
う
項
目
を
落
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
大
学
講
師
・
京
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The　Military　Organizatlon　under　the　Insei． @政Government

By

M．　Inoue

　　The　Insei　Government　which　had　overcome　the　Sekhαn－Regime摂関

政治in　the　end　of　the　eleventh　century　had　shown　the　medieval　charac－

teristics　from　the　viewpoint　of　the　military　organization．　1　will　focus

on　the　military　forces　under　’ 狽?ｅ　lnsei　Govermnent　in　order　to　testify　it．

　　In　the　eighth　century，　the　Goverment　Army　had　already　been　cornpel－

1ed　to　recruit　from　the　elite　soldiers　called　Kondei健児instead　of　public

soldiers　recruited　by　the　Edict　of　Military　Defense軍防令．　This　system，

however，　collapsed　without　having　any　military　significance　and　at　last

the　Government，　giving　up　organizing　the　army　by　itself，　liad　come　to．

use　the　ready－made　forces　temporarily．　This　case　was　predominant　in

the　tenth　century，　espec圭ally　af£er　the　Revolt　of　Masakado将門の乱．

　　In　the　lnsei　Period　too，　the　Govenment　organized　its　own　army　by

admitting　the’ 垂窒奄魔≠狽?　forces　through　the　medium　of　offering　public

o缶ces．　This　pattern　was　typically　seen　in　the　chief　of　the　soldiers武

家棟梁such　as　Kiyomori　Taira平清盛who　would　defeat　even　the　Insei

Government．　We　will　analize　the　organization　and　the　compositiQn　of

these　military　forces，　connecting　with　the　inevitable　emergence　of　the

chief　of　the　soldiers．

The　Clz‘an9－6姥長者in　the　Early　Han漢．　Period；the

Idealistic　Type　of　Man　Expressed　in　Shih－chi史記

By

S．　Ueda

　　In　the　early　Han　Period　when　several　kings　and　lords　had　been　power－

ful，　the　Huang－lao－shu黄老術which　had　insisted　on　the　principle　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（411）




