
鎌
倉
幕
府
…
に
於
け
る
支
配
精
漿
の
…
愛
遷

藤

直

幹

　
　
　
　
　
　
　
　
嗣

　
源
頼
朝
及
び
そ
の
後
輪
潜
を
糠
梁
と
仰
ぐ
鎌
倉
武
士
團
は
、
李
氏
滅
亡
の
あ
と
を
う
け
、
彼
等
に
代
っ
て
新
ら
し
く

滋
會
の
中
心
的
地
位
を
膿
む
る
て
ふ
急
激
な
る
狡
展
に
際
し
て
、
種
々
の
方
面
に
於
い
て
、
彼
等
が
從
寒
の
地
方
に
於

け
る
武
士
生
活
、
に
あ
っ
て
は
緯
験
せ
ざ
り
し
事
物
に
常
面
し
、
そ
れ
に
適
癒
す
る
新
た
な
る
生
活
様
式
を
警
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
武
士
團
に
固
有
な
る
も
の
、
墾
質
を
成
し
途
げ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
考
量
の
由
照
す
る
と
こ
ろ
に
就
い
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

て
は
、
次
の
二
方
面
か
ら
の
槻
察
が
可
能
で
あ
る
。

　
一
に
は
、
元
來
地
方
に
於
い
て
擾
申
し
、
そ
れ
濁
膚
の
生
活
標
式
と
そ
れ
の
中
に
特
有
の
精
紳
と
を
有
っ
た
武
士
の

集
團
が
、
生
活
戚
情
の
総
て
に
亙
っ
て
全
く
異
質
的
な
る
も
の
を
有
つ
公
卿
耐
湿
と
の
薩
接
な
る
交
渉
に
際
し
て
、
一

面
新
ら
し
く
接
燭
し
た
、
武
士
膚
身
の
有
つ
も
の
よ
り
は
遙
か
に
高
度
な
る
黒
化
の
種
々
相
を
享
受
し
て
そ
の
中
に
爵

己
に
固
有
な
る
生
活
戚
情
を
解
濡
し
よ
う
と
し
つ
、
、
他
面
に
は
樹
永
き
傳
統
に
墓
く
爵
己
猫
自
の
生
活
へ
の
反
省
か

ら
武
士
的
な
る
秩
序
を
守
っ
て
、
既
等
の
新
た
な
る
異
質
的
な
る
も
の
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
と
い
ふ
彼
等
の
京
都
文

化
に
謁
す
る
二
元
的
な
る
態
度
を
灘
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
に
は
、
彼
等
の
急
遽
な
る
中
央
趾
會
一
曲
庭
に
中
央

　
　
　
　
働
蝋
倉
費
驚
肘
に
「
於
け
る
小
又
剛
幽
閉
…
融
…
の
雛
窟
巡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
十
七
藻
管
　
第
一
鞭
翫
　
　
　
　
山
掛
一
二



　
　
　
　
鍛
同
門
府
に
於
け
る
支
醗
精
榊
の
饗
悪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
＋
七
巻
猿
一
飲
　
　
梵
鐘

と
云
ふ
は
、
地
域
的
な
る
意
昧
に
於
い
て
や
な
く
、
た
と
へ
邉
在
地
に
あ
っ
て
も
爾
三
儀
勢
力
の
中
核
と
し
て
あ
る
地

位
を
意
味
す
る
一
へ
の
進
出
の
結
果
と
し
て
、
元
來
は
地
方
に
於
け
る
私
的
團
膿
に
す
ぎ
な
か
つ
だ
も
の
が
全
國
的

な
る
政
治
團
膿
に
ま
で
礎
化
す
る
て
ふ
飛
躍
的
な
る
登
展
に
相
癒
し
て
、
其
内
部
な
る
諸
秩
序
に
於
い
て
も
自
ら
古
き

も
の
を
止
揚
し
て
新
た
な
る
形
態
を
と
る
も
の
、
有
る
に
至
っ
た
の
を
観
察
す
る
事
に
よ
っ
て
“
あ
る
。
前
者
の
思
考

に
於
け
る
鍵
質
の
原
因
を
外
部
よ
り
の
刺
戟
に
あ
り
と
す
る
時
、
後
者
に
於
い
て
は
内
部
的
な
る
薗
己
襲
展
そ
の
も
の

の
中
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
か
、
る
攣
質
は
、
新
誓
言
會
の
接
鰯
に
際
し
て
若
き
就
會
に
於
い
て
著
し
く
見
受
け
ら
る
～
現
象
で
あ
り
，
特
に
鎌

倉
武
士
團
に
繁
い
て
は
、
彼
等
の
集
團
と
し
て
の
畿
生
が
態
文
化
の
團
外
に
あ
う
從
っ
て
そ
の
有
つ
生
活
機
式
の
諸
相

が
全
く
蕾
胤
會
め
も
の
と
異
り
、
そ
の
影
響
が
直
接
に
明
瞭
な
る
形
態
を
と
っ
て
現
れ
る
と
い
ふ
黙
か
ら
、
叉
彼
等
の

飛
會
構
造
が
極
め
て
清
純
な
i
一
素
朴
嫁
形
態
で
あ
り
、
一
の
刺
戟
が
直
ち
に
集
團
全
騰
に
大
な
る
波
紋
を
描
き
出
す

て
ふ
事
に
よ
っ
て
、
上
蓮
の
現
象
が
最
も
よ
く
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
此
等
の
譜
方
面
に
於
い
て
見
得
る
墾
質
の
中
で
、
雷
管
に
は
政
治
襟
式
の
憂
欝
、
そ
の
中
に
観
察
さ
る
㌧
支
配
精
紳

の
晶
質
を
問
題
と
す
都
の
で
あ
る
が
、
斯
く
云
ふ
こ
と
の
意
昧
は
、
武
士
團
が
中
央
政
界
へ
の
進
出
と
共
に
整
備
さ
れ

た
鎌
倉
幕
府
の
組
織
に
つ
い
て
、
又
地
方
的
な
る
政
治
毒
腺
で
あ
る
守
護
・
地
頭
の
職
制
に
つ
い
て
、
叉
武
士
團
以
外
の

世
堺
に
封
ず
る
勢
力
行
使
の
仕
方
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で
は
な
い
。
若
き
武
士
團
が
急
激
な
る
政
治
的
…
進
鵬
に
随
偉
し

（　o－i　）



て
現
れ
る
、
武
士
團
内
部
に
於
け
る
支
配
的
精
紳
の
墾
化
i
こ
の
事
は
幕
府
紐
織
の
整
備
…
と
共
に
交
互
作
用
と
し
て

生
ま
れ
出
つ
る
も
の
で
あ
る
が
・
一
に
就
い
て
問
題
と
し
て
論
じ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
鎌
倉
武
士
團
の
有
つ
胤
會
構
造
の
考
察
は
、
仁
安
末
の
登
生
期
に
於
け
冶
武
士
團
の
組
織
に
就
い
て
の
理
解
を
前
提

と
す
る
Q
登
生
期
に
於
け
る
武
士
團
の
組
織
形
態
の
特
質
に
就
い
て
は
既
に
屡
≧
論
ぜ
ら
れ
て
あ
り
、
今
改
め
て
縷
述
す
・

る
を
要
せ
な
い
。
た
や
本
論
に
必
要
と
す
る
も
の
に
就
い
て
結
論
的
に
要
約
す
れ
ば
、
（
一
）
武
士
團
に
於
い
て
見
ら
る

る
主
導
關
係
が
國
司
と
人
民
と
の
聞
に
於
い
て
成
立
せ
る
治
者
と
被
治
者
と
の
關
係
の
反
立
と
し
て
登
生
し
た
も
の
で

あ
る
事
．
即
ち
後
者
に
於
い
て
は
導
者
の
間
を
繋
ぐ
も
の
が
法
に
よ
り
政
治
す
る
て
ふ
理
性
的
な
る
も
の
で
あ
っ
π
に
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

樹
し
、
前
者
に
あ
っ
て
は
主
は
從
の
生
命
財
産
を
保
護
し
、
從
は
そ
の
恩
に
報
い
仕
ふ
る
て
ふ
戚
情
を
墓
誌
と
せ
る
事
で

あ
る
。
厩
こ
の
爾
者
の
關
係
を
特
質
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
後
者
に
於
い
て
は
、
國
司
は
そ
の
任
命
に
際
し
て
は
治
李
の

爲
で
な
爵
己
の
富
有
を
計
る
を
目
的
と
し
、
手
証
倒
響
胴
土
・
轡
L
（
今
昔
物
語
集
奪
八
蝶
羅
平
入
と

す
る
考
が
あ
り
、
地
方
政
溶
に
於
け
る
國
司
の
壁
貫
詠
求
が
行
は
れ
て
政
治
の
棄
観
を
將
曝
し
、
國
司
と
人
民
の
乖
離

す
る
結
果
と
な
る
の
に
毒
し
、
前
者
に
あ
っ
て
は
主
は
從
の
所
領
保
護
の
爲
に
は
兄
弟
相
孚
ふ
こ
と
も
敢
て
し
、
從
は

主
に
覇
し
て
、
「
犬
馬
ソ
ラ
哀
ン
ニ
爲
ル
人
上
郡
尾
ヲ
不
振
ヌ
様
ヤ
ハ
候
フ
、
何
二
戸
シ
軍
議
ム
ヤ
、
入
二
丁
テ
モ
己
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
レ
ナ

喜
キ
事
ヲ
バ
喜
喜
、
軸
キ
事
ヲ
バ
悩
シ
ト
コ
ソ
バ
思
ヒ
餌
取
候
二
、
無
限
キ
御
棚
ノ
替
ニ
ハ
生
死
モ
景
仰
二
随
ハ
ム
ト

　
　
　
　
鎌
禽
㎝
幕
府
に
n
於
け
る
略
読
精
融
唖
の
轍
鍵
遜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藁
」
丁
七
巻
　
　
第
｝
號
　
　
　
　
山
脚
五



、

　
　
　
　
論
蝋
倉
幕
磁
朋
に
「
師
於
師
り
ろ
支
㎜
醗
精
融
僻
の
ノ
鎌
覧
蓬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
十
七
巷
　
　
第
一
號
　
　
　
　

晶晶

R
ハ

コ
ソ
バ
思
ヒ
給
へ
候
へ
」
（
今
昔
物
語
集
奪
古
年
謬
籔
）
と
す
る
力
強
い
結
合
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
二
）
に
は

李
氏
源
氏
の
入
々
に
よ
り
全
國
購
に
結
成
さ
れ
た
武
士
圏
に
就
い
て
見
る
時
、
そ
の
内
部
に
於
い
て
、
そ
れ
を
形
成
す

る
塁
審
が
一
個
人
で
な
く
一
族
…
蕪
で
あ
っ
た
事
．
且
つ
此
等
諸
蕪
が
源
李
二
氏
を
棟
梁
と
す
る
全
國
的
な
主
從
閥
係

の
結
成
さ
る
、
よ
り
前
に
既
に
組
織
さ
れ
て
み
た
事
で
あ
る
。
郎
ち
孝
孫
二
氏
は
武
士
團
全
員
の
組
織
法
で
は
な
く
、

既
に
形
成
ざ
れ
て
あ
る
歯
黒
の
統
合
澹
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
は
源
李
武
士
團
の
結
成
の
後
に
も
そ
の
内
部
に
於
い
て
は

蕪
が
樹
猶
自
の
存
在
を
保
ち
、
蚊
慌
し
て
武
家
青
青
を
形
成
す
る
事
を
意
害
す
る
の
で
あ
る
が
、
此
等
の
各
小
集
團
は

主
從
「
膿
と
な
っ
て
行
動
し
、
そ
の
行
爲
が
常
に
若
き
積
極
的
な
る
精
紳
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
み
る
事
か
ら
、
蛇
立
す

る
集
團
相
互
に
は
膚
ら
野
立
者
と
し
て
の
意
識
が
醗
さ
れ
、
從
っ
て
講
者
の
問
に
は
協
同
よ
り
は
む
し
ろ
反
製
す
る
傾

向
が
あ
っ
た
。
こ
の
排
他
的
傾
向
は
、
錦
鶏
内
部
に
於
け
る
結
合
の
緊
密
な
る
に
比
例
し
て
強
か
つ
穴
事
が
考
へ
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
地
方
に
於
い
て
屡
よ
繰
り
返
さ
る
㌧
蕪
相
互
の
孚
ひ
は
た
や
近
接
し
て
武
を
競
ふ
て
ふ
爲
に
故
な
く

し
て
抗
孚
を
生
じ
、
其
際
に
醸
さ
る
、
抗
孚
の
激
化
が
再
び
内
部
の
結
合
を
二
三
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
の
現
象
を
通
じ
て
武
士
團
の
組
織
構
造
を
理
解
す
る
時
、
互
に
排
他
的
傾
向
に
富
む
製
出
の
多
数
が
、
源

氏
卒
氏
な
る
棟
梁
に
主
と
從
と
の
愚
書
の
戚
情
で
も
っ
て
繋
が
る
形
で
あ
る
。
源
氏
忍
野
の
珊
々
と
累
代
直
接
な
る
威

情
に
よ
っ
て
輩
固
な
主
從
の
醐
係
を
む
す
ぶ
入
々
が
、
彼
等
相
互
に
あ
っ
て
は
寧
ろ
反
黒
し
合
ふ
傾
向
に
あ
っ
た
事
が

理
解
さ
れ
る
。
斯
標
に
縦
の
結
合
が
緊
密
で
あ
る
に
拘
ら
す
横
の
連
鎖
の
む
し
ろ
拒
ま
れ
た
黙
が
、
武
士
團
の
有
つ
集

（66）



麟
的
性
格
を
見
る
上
に
根
本
的
な
條
件
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
前
述
の
如
き
事
溝
は
、
鎌
倉
武
士
團
の
護
身
に
於
い
て
も
そ
の
ま
、
受
け
綴
が
れ
た
。
源
頼
朝
は
そ
の
畢
兵
の
當
初

伊
豆
國
の
一
流
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
す
、
源
氏
の
正
統
と
し
て
不
仁
よ
り
追
討
の
目
標
と
さ
れ
た
。
他
方
源
」

家
に
慰
す
る
累
代
の
御
家
人
に
と
っ
て
は
、
「
貴
種
再
興
之
潔
し
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
印
ち
彼
は
李
治
観
よ
り
後

二
十
除
年
の
雌
伏
よ
り
超
っ
て
、
入
幡
太
郎
の
遽
跡
を
つ
ぎ
、
東
國
入
ケ
國
の
軍
兵
を
從
へ
て
再
び
源
家
を
興
す
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
又
武
士
團
の
中
に
あ
っ
て
は
、
保
元
季
治
の
働
に
加
は
り
そ
の
有
心
を
目
の
あ
た
り
見
た
記
億
を
二

つ
者
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
昔
語
が
悦
び
聴
か
れ
て
武
士
の
行
爲
を
規
定
す
る
力
を
有
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
か
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

か
る
人
々
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
鎌
倉
武
士
團
に
は
、
規
模
の
大
小
こ
そ
あ
れ
そ
の
形
態
と
精
牌
に
於
い
て
前
代
に
於

け
る
と
同
じ
き
も
の
あ
る
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
、
る
愈
愈
的
生
活
へ
の
反
省
が
武
士
團
の
春
画
を
規
定
す

る
原
動
力
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　
斯
か
る
昔
乍
ら
の
姿
を
有
っ
彼
等
が
、
た
い
地
方
的
な
る
集
團
た
る
に
止
ま
ら
す
、
新
に
政
治
團
膿
と
し
て
中
央
へ

進
出
す
る
事
に
よ
っ
て
必
然
に
生
じ
る
就
會
的
必
要
か
ら
、
そ
の
集
團
内
部
の
秩
序
に
於
い
て
も
墾
化
を
來
た
す
も
の

あ
る
は
止
む
を
得
八
事
で
あ
っ
だ
。
今
此
邊
に
問
題
と
す
る
幕
府
内
部
に
於
け
る
支
配
精
…
紳
に
つ
い
て
見
る
晴
、
そ
の

墾
化
の
第
一
が
云
ふ
ま
で
も
な
く
頼
朝
に
よ
る
鎌
倉
幕
府
開
設
の
事
で
あ
る
Q

　
　
　
　
㈱
蝋
倉
…
学
府
に
於
け
ろ
支
酬
麟
…
紳
の
轍
製
蓬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
第
十
一
七
巷
　
　
第
…
號
　
　
　
　
論
ハ
・
七



　
　
　
　
鎌
倉
幕
府
に
於
け
る
門
島
…
精
工
の
讐
藩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牌
麟
轟
轟
鳩
綴
〕
　
第
…
號
　
　
　
　
山
ひ
八

　
幕
府
の
開
設
は
、
御
家
人
達
に
彼
等
の
支
配
潜
と
し
て
の
頼
朝
の
地
位
を
閉
ら
か
に
し
た
。
其
庭
に
整
備
さ
れ
た
請

機
關
を
通
じ
て
頼
朝
の
支
配
す
る
意
志
が
よ
う
具
膿
化
せ
ら
れ
、
御
家
人
の
依
愛
す
べ
き
も
の
が
確
立
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
頼
朝
の
意
志
の
代
行
者
と
し
て
の
紐
織
が
彼
と
御
家
人
と
の
間
に
介
在
す
る
事
と
な
り
、
更
に
平
等

の
組
織
内
部
に
在
る
謝
々
が
御
家
入
に
樹
し
て
頼
朝
の
意
志
の
代
行
者
と
し
て
特
殊
の
地
位
を
占
む
る
事
と
な
り
、
主

從
閣
係
の
上
に
新
な
る
性
質
を
附
加
す
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
著
し
き
現
象
が
頼
朝
の
右
近
衛
大
腿
拝
任

の
事
に
よ
っ
て
惹
き
匙
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
新
地
位
に
よ
っ
て
彼
は
政
所
の
組
織
を
整
へ
、
別
当
以
下
の
家
司
を

補
し
て
幕
府
政
務
の
総
癒
所
と
し
て
雪
景
を
完
備
し
た
が
、
建
久
二
年
正
月
十
五
疑
政
所
始
の
儀
に
お
い
て
、
從
來
御

家
人
が
恩
讐
に
浴
す
る
時
、
頼
朝
の
下
文
に
或
は
彼
の
判
を
載
せ
或
は
奉
書
の
形
で
あ
っ
た
の
を
、
こ
れ
を
機
工
と
し

て
其
等
の
歌
を
召
返
し
て
右
大
当
家
の
下
文
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
、
し
た
。
こ
の
下
文
に
お
い
て
は
家
司
が
連
署
の
形

式
に
よ
り
前
々
の
も
の
に
代
っ
て
新
た
な
る
三
思
を
有
つ
も
の
で
あ
る
。
持
ち
且
て
は
或
は
頼
朝
の
御
劃
叉
は
奉
書
の

形
式
に
よ
り
、
頼
朝
の
意
志
の
直
接
な
る
現
れ
と
し
て
施
行
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
こ
の
新
形
式
に
お
い
て
は
、
頼
朝
の

意
志
の
代
行
者
と
し
て
政
所
の
権
が
確
認
せ
ら
れ
、
彼
と
御
家
人
の
間
に
介
在
す
る
こ
と
、
な
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
か

る
新
ら
し
い
現
象
が
主
從
間
の
支
配
精
神
に
唱
の
墾
化
を
及
ぼ
し
た
の
は
當
然
の
事
で
あ
っ
た
。

　
建
久
三
年
八
月
、
源
頼
朝
は
將
軍
に
曝
せ
ら
れ
て
後
初
度
の
政
所
始
の
儀
を
行
っ
た
が
、
其
霊
前
に
規
定
さ
れ
た
如

《
、
從
來
は
下
文
に
覇
朝
脅
ら
判
を
茄
へ
た
の
を
、
改
め
て
家
詞
の
連
署
に
な
る
政
所
下
文
を
賜
は
ら
う
と
し
だ
。
此

（68）



時
最
初
に
こ
の
新
形
式
の
下
文
を
受
け
た
の
が
千
葉
介
常
胤
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
に
抗
干
し
て
、
政
所
の
下
文
は
家

司
の
署
名
で
あ
る
爲
め
後
鑑
に
備
へ
難
い
、
自
身
に
は
別
に
御
判
を
爾
へ
て
賜
は
り
子
孫
末
代
の
鶉
鑑
と
し
だ
き
旨
を

申
請
し
て
、
所
望
の
如
く
許
さ
れ
た
事
が
あ
る
。
ハ
吾
妻
鏡
、
建
久
三
心
入
月
五
日
條
）

　
　
こ
の
常
胤
の
態
度
か
ら
一
の
問
題
が
引
き
出
だ
さ
れ
る
。
既
に
頼
朝
が
將
軍
と
し
て
立
ち
、
彼
の
意
志
の
執
行
機
閣

と
し
て
政
所
の
組
織
が
確
立
し
、
そ
れ
に
よ
る
新
政
の
始
に
お
い
て
爾
斯
か
る
態
度
を
示
す
の
は
、
頼
朝
の
麗
な
る
立

場
に
就
い
て
理
解
せ
す
、
從
っ
て
そ
の
新
地
位
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
新
ら
し
い
支
配
の
形
態
を
拒
ま
う
と
す
る
、
換

言
す
れ
ば
頼
朝
を
そ
の
新
地
位
か
ら
蕾
き
立
場
に
引
き
戻
さ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
武
士
團
自
署
の
登
展
な
る
立
場

か
ら
云
へ
ば
、
反
動
的
態
度
で
あ
る
と
云
は
れ
る
の
・
で
あ
ら
う
。
而
も
か
、
る
常
胤
に
よ
っ
て
代
表
さ
る
、
威
情
が
武

士
團
構
成
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
頼
朝
の
意
志
の
代
行
者
と
し
て
の
政
所
の
家
司
の
有
つ
権
を
認
容
す
る
て
ふ

．
如
き
理
性
的
態
度
を
執
る
こ
と
は
、
彼
等
の
生
活
経
験
が
圭
從
生
死
を
共
に
す
る
て
ふ
素
朴
な
る
恩
義
の
威
情
に
よ
っ

て
満
た
さ
れ
て
み
る
響
け
に
到
底
不
可
能
の
事
で
あ
る
。
斯
か
る
制
度
の
整
備
と
共
に
起
る
べ
き
理
性
的
傾
向
と
、
從

來
の
武
士
團
に
固
有
の
戚
情
的
傾
向
と
の
孚
ひ
が
幕
府
設
麗
の
始
に
於
い
て
當
面
し
た
一
の
摩
擦
で
あ
り
、
こ
れ
が
形

を
か
へ
て
他
の
場
合
に
も
屡
よ
生
じ
た
の
を
見
る
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
斯
く
頼
朝
及
び
そ
の
後
喜
者
を
政
治
的
支
配
者
と
し
て
よ
り
は
蕎
の
如
く
主
人
と
し
て
仰
ぐ
心
持
i
一
幕
府
の
組
織

　
　
　
　
　
鍛
倉
　
蕪
に
晶
於
け
・
ろ
轟
火
配
精
温
脚
の
鱒
下
垂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　

第
…
號
　
　
　
　
轟
ハ
九
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鎌
倉
導
府
に
於
け
る
支
綴
目
紳
ゆ
鑓
遷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐵
十
七
巻
　
第
一
號
　
　
　
七
〇

　
を
治
者
と
被
治
者
の
間
に
介
在
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
樺
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
に
彼
等
の
統
率
者

　
と
し
て
の
頼
朝
及
び
そ
の
後
事
藩
個
人
を
仰
ぎ
、
雨
旛
の
聞
に
あ
る
直
接
な
る
癒
燈
を
重
ん
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
は
永

　
き
傳
統
生
活
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
一
時
の
禰
度
の
上
の
層
化
に
よ
つ
て
墾
質
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
政

　
所
の
家
司
は
御
家
人
一
般
に
取
っ
て
は
傍
輩
に
す
ぎ
な
い
。
其
等
の
者
に
頼
、
朝
の
代
理
者
と
し
て
の
椹
威
を
認
め
よ
う

　
と
す
る
の
は
、
さ
う
し
て
頼
朝
と
の
聞
接
な
る
交
渉
に
満
足
す
る
の
は
堪
へ
得
澱
事
、
で
あ
っ
た
ら
う
。

告
　
斯
く
御
家
人
が
頼
朝
の
命
を
受
け
て
執
行
す
る
政
治
機
閣
に
從
ふ
事
を
好
ま
す
、
彼
と
の
直
接
の
つ
な
が
う
を
求
め

　
る
心
が
武
士
團
結
合
の
基
礎
と
な
る
事
は
、
そ
の
内
部
統
制
に
就
い
て
見
る
時
、
非
常
に
輩
固
に
見
え
て
實
は
霧
黙
を

　
含
む
も
の
で
あ
る
。
集
團
の
統
制
を
一
個
人
へ
の
戚
情
に
基
礎
づ
け
る
時
、
そ
の
中
心
の
倒
れ
る
事
は
集
團
の
動
揺
を

　
結
果
す
る
。
こ
れ
を
直
接
頼
朝
の
例
に
見
よ
う
。
鎌
倉
武
士
生
活
の
最
も
良
き
記
鎌
で
あ
る
吾
妻
鏡
に
は
、
彼
の
麗
去

　
の
條
が
何
故
か
記
さ
れ
す
、
そ
の
御
家
人
に
及
ぼ
し
た
動
揺
は
知
る
よ
し
も
無
い
が
、
そ
の
後
聞
も
な
く
、
佐
々
木
盛

綱
が
身
己
の
不
遇
を
難
じ
て
、
「
微
質
直
播
、
已
異
干
幕
下
御
代
、
只
非
存
恩
澤
厚
薄
、
被
召
知
行
所
領
等
畢
、
錐
恥
天

運
．
猶
迷
地
慮
之
由
」
を
幕
府
に
訴
へ
た
。
（
吾
妻
鏡
、
正
治
元
年
三
月
廿
二
日
條
）
叉
小
山
朝
光
は
頼
朝
の
烏
帽
子
子
と

し
て
そ
の
生
前
無
双
の
近
匿
で
あ
っ
た
が
、
夢
想
に
よ
り
頼
朝
追
膿
の
た
め
人
々
に
一
萬
遍
念
佛
を
す
、
め
、
そ
の
席

　
上
「
吾
聞
、
忠
臣
事
事
二
君
云
々
、
殊
蒙
幕
下
厚
恩
也
、
遷
外
之
刻
有
道
上
之
間
、
一
路
覆
家
遁
世
愛
重
、
後
悔
非
一
、

且
鶴
見
世
上
、
如
踏
薄
氷
」
と
て
、
先
君
の
厚
恩
を
憶
ふ
情
は
現
在
に
於
け
る
不
安
に
お
の
、
い
て
る
る
Q
（
吾
妻
鏡
、

（　”te）



正
治
元
年
十
月
廿
五
日
條
）
こ
の
忠
臣
は
二
鱈
に
事
へ
す
云
々
の
言
葉
が
梶
原
愚
筆
を
し
て
、
朝
光
が
頼
家
運
軍
に
卑

し
異
心
を
挾
む
も
の
と
誕
訴
せ
し
む
る
原
因
で
あ
っ
た
。

　
斯
様
に
武
士
團
の
中
心
が
將
軍
一
人
に
あ
り
、
政
治
が
そ
の
親
裁
に
よ
る
事
は
、
特
軍
の
交
代
と
共
に
武
士
團
の
三

皇
を
來
だ
す
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。
こ
、
に
武
士
團
の
統
制
上
大
な
る
弱
黙
の
あ
る
事
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
槻
黙
に
立
っ
て
頼
朝
麗
後
の
幕
府
政
治
の
墾
化
を
見
る
時
、
新
ら
し
い
意
味
あ
る
現
象
を
見
出
す
Q
政
治
を

詐
議
の
形
式
に
よ
っ
て
す
る
て
ふ
新
ら
し
い
政
治
様
式
の
探
珊
、
更
に
そ
の
襟
式
採
用
の
奥
に
あ
る
新
精
紳
の
鵠
現
が

そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
1
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
正
溶
元
年
四
月
、
幕
府
に
於
い
て
政
治
の
形
式
に
攣
化
あ
b
、
以
後
將
軍
墨
家
の
爵
ら
政
を
貴
く
を
禁
じ
、
事
大
小

と
な
く
北
條
時
政
等
十
三
名
の
談
合
に
よ
っ
て
成
敗
す
べ
き
事
を
定
め
た
。
こ
、
に
新
し
く
支
配
擢
力
の
獲
生
す
る
を

認
め
る
の
で
あ
る
が
、
此
事
は
頼
家
の
性
暗
愚
に
し
て
蘭
質
に
堪
へ
ぬ
た
め
、
又
北
條
氏
が
自
己
構
力
の
獲
張
の
手
段
と

し
て
や
あ
る
と
解
さ
れ
て
み
る
。
然
し
こ
れ
が
隠
家
一
入
の
暗
愚
の
纏
め
、
そ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
企
て
ち
れ
た
ま

す
る
は
、
こ
の
再
構
力
の
索
膿
が
後
に
養
家
の
暴
政
を
禁
止
し
得
な
か
っ
た
事
か
ら
見
て
首
肯
し
難
い
黙
が
あ
る
。
若

し
頼
家
の
暴
政
を
牽
制
す
る
て
ふ
臼
的
を
有
つ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
が
御
家
人
の
所
領
境
界
箏
ひ
に
聾
し
て
絡
下

上
に
青
線
を
引
き
以
て
趣
意
を
な
し
た
如
き
に
就
い
て
は
、
緩
急
者
は
唐
己
の
設
麗
さ
れ
た
最
初
の
意
志
に
よ
り
こ
れ

　
　
　
　
鎌
倉
幕
府
に
於
β
ろ
坐
商
精
紳
の
攣
遜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
一
號
　
　
　
七
…



　
　
　
　
鍛
倉
幕
府
に
於
け
る
支
蹴
精
榊
の
縫
藩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
＋
七
巻
第
一
號
　
　
七
二

に
抗
議
し
、
評
議
に
よ
る
新
な
る
、
よ
り
適
當
な
る
成
敗
を
改
め
行
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
れ
が
行
は
れ
な
か
っ
た

と
こ
ろ
に
こ
の
新
形
態
が
頼
家
一
個
人
へ
の
反
封
と
し
て
、
郎
ち
義
軍
の
獅
裁
政
治
な
る
政
治
形
態
の
否
認
で
は
な
く
、

た
や
性
格
に
よ
る
個
人
的
事
情
へ
の
反
勢
か
ら
創
め
ら
れ
た
略
の
と
す
る
だ
け
の
意
趣
を
見
出
す
は
困
難
で
あ
ら
う
③

寧
ろ
將
軍
－
i
－
そ
れ
が
墨
家
で
あ
る
と
否
と
に
拘
ら
す
！
の
濁
裁
が
頼
朝
無
き
後
の
武
士
團
統
制
に
及
ぼ
す
影
響
へ

の
危
惧
か
ら
創
め
ら
れ
た
組
織
上
の
問
題
と
す
る
の
に
要
當
性
あ
る
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
勿
論
翁
面
の
性
格
に
澄
す
る

不
安
が
こ
の
新
形
式
の
實
施
を
促
…
進
ず
る
事
と
な
っ
た
の
は
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
根
底
に
於
い
て
は
、
頼
朝
の

麗
後
の
武
士
團
の
動
揺
を
注
視
し
た
重
匿
達
が
左
様
の
不
安
を
除
く
た
め
、
粛
軍
の
交
代
に
拘
ら
す
幕
府
政
治
の
安
定

を
保
た
う
と
し
て
、
政
治
の
面
面
の
責
任
者
を
定
め
ん
が
た
め
十
三
人
の
評
議
に
よ
る
と
す
る
合
理
的
形
式
を
求
め
た

と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
北
條
氏
が
爵
己
樫
勢
の
籏
張
の
だ
め
に
は
、
か
、
る
形
態
と
は
異
る
も
の
が
考
へ
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
必
要
な
事
は
、
將
軍
の
市
政
を
禁
ず
る
事
で
は
な
く
て
導
將
軍
政
治
の
實
樺
を
掌
握
す
る
事

で
あ
ら
う
。
建
仁
三
年
時
政
が
執
椹
と
な
り
樫
を
專
ら
に
す
る
事
に
よ
っ
て
そ
の
希
望
が
達
せ
ら
れ
、
爾
延
い
て
は
二

軍
の
筆
立
に
ま
で
も
及
ぼ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
前
の
評
議
に
よ
る
政
治
形
態
が
頼
家
の
蕪
政
を
禁
止
す
る
も
爾
之
を

書
止
せ
澱
黙
に
、
政
治
の
養
畜
者
と
し
て
の
幕
府
組
織
の
強
化
を
計
ら
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
幕
府
設
置
の
裏
に
見

出
さ
る
、
政
治
の
組
織
化
な
る
合
理
的
傾
向
の
書
展
の
上
に
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
に
蓋
し
、
時
政
の
頼
墨
磨
止
の
意

圖
は
た
や
一
個
樺
力
者
の
横
暴
を
意
薩
す
る
に
す
ぎ
す
、
幕
府
の
登
戸
史
上
に
於
い
て
は
た
や
偶
然
の
二
丁
事
と
し
て

（72）



必
然
に
斑
現
す
べ
き
契
機
を
有
つ
も
の
で
は
な
い
。
從
っ
て
評
議
政
治
の
形
態
の
中
に
北
條
氏
の
專
制
の
意
圖
を
見
よ

う
と
す
る
は
充
分
な
る
槻
察
と
は
云
ひ
得
な
い
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
時
政
以
下
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
評
議
に
よ
る
政
治
の
形
態
を
幕
府
の
碧
落
途
上
に
必
然
生
す
べ
き
合
理
主
義

的
傾
向
の
現
れ
と
見
る
事
は
、
然
し
爾
多
く
の
異
論
を
生
ぜ
し
め
る
で
あ
ら
う
。
事
跡
こ
の
新
形
式
に
よ
る
政
治
は
、

そ
の
後
如
何
な
る
駿
態
で
あ
っ
た
か
乏
し
い
資
料
に
よ
つ
て
窺
ふ
事
は
困
難
で
あ
り
、
種
々
の
解
騨
を
生
せ
し
む
る
も

の
あ
る
は
止
む
を
得
な
い
事
で
あ
る
が
、
た
い
次
の
事
は
云
ひ
得
る
と
思
は
れ
る
Q
郎
ち
こ
の
形
式
の
案
鐵
者
の
意
圓

の
如
何
に
拘
ら
す
、
政
治
が
評
議
に
よ
っ
て
行
は
る
べ
し
と
し
た
事
の
結
果
と
し
て
、
個
人
の
濁
裁
が
否
定
せ
ら
れ
て

多
藪
の
合
議
を
重
ん
ず
る
傾
向
、
換
言
す
れ
ば
個
人
の
意
志
に
頼
る
て
ふ
政
治
様
式
の
初
歩
の
形
態
か
ら
進
ん
で
、
’
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

数
の
意
志
に
從
ふ
と
す
る
理
性
的
傾
向
の
育
く
ま
れ
つ
㌧
あ
る
を
見
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
事
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
σ

　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
か
、
る
政
活
の
墓
礎
を
評
議
に
よ
る
と
す
る
新
ら
し
い
政
治
形
態
も
、
然
し
其
後
は
殆
ん
ど
カ
を
有
ち
得
な
か
っ
た

も
の
、
如
く
で
あ
る
。
そ
の
経
過
に
つ
い
て
は
明
か
に
し
難
い
が
、
頼
家
が
自
ら
御
家
人
の
．
境
界
璽
ひ
を
裁
い
て
絡
圖

に
直
線
を
引
き
、
早
耳
朝
が
事
々
に
濁
漸
専
行
し
て
老
距
大
江
廣
元
を
し
て
噺
糊
せ
し
め
だ
事
に
も
徴
し
得
よ
う
。

　
か
、
る
駿
態
は
老
臣
達
の
將
軍
に
樹
す
る
墜
迫
－
一
評
議
政
治
の
實
施
も
亦
將
軍
か
ら
見
れ
ば
そ
の
現
れ
の
一
で
あ

る
一
に
封
ず
る
反
動
と
す
る
解
繹
も
有
り
得
よ
う
が
、
然
し
術
か
、
る
直
裁
的
態
度
の
許
さ
れ
た
事
は
、
御
家
人
の

　
　
　
　
鎌
倉
幕
府
に
於
け
る
支
媒
精
淋
の
墾
藩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
第
一
號
　
　
七
三



　
　
　
　
鍛
面
部
府
に
於
け
ろ
支
隔
母
君
○
讐
悪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ナ
七
巻
　
第
一
號
　
　
　
七
四

頼
朝
に
樹
す
る
情
が
、
そ
の
後
憂
者
に
帯
し
て
も
服
装
の
態
茂
を
執
ら
し
め
た
事
を
考
へ
る
時
理
解
さ
れ
る
事
で
あ
る
。

後
継
者
達
が
頼
朝
の
成
敗
の
跡
を
た
つ
ね
て
政
治
の
墾
考
と
し
て
み
る
事
は
、
頼
朝
が
～
の
偶
像
と
し
て
仰
が
れ
曝
彼

等
も
そ
れ
に
つ
な
が
る
後
論
者
と
し
て
、
彼
の
政
策
を
受
け
つ
ぐ
べ
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
爲
で
あ
る
。
師
ち
後
盛
者

達
も
、
御
家
人
に
と
っ
て
は
、
頼
朝
か
ら
派
要
せ
る
、
そ
の
意
を
膿
せ
る
も
の
と
し
て
一
の
偶
像
で
あ
り
、
そ
の
限
り

に
お
い
て
彼
等
の
親
裁
す
る
政
治
が
頼
朝
の
そ
れ
に
準
ず
べ
き
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
π
の
で
あ
る
。

　
こ
の
頼
朝
の
血
縁
に
つ
な
が
る
事
に
よ
っ
て
肯
定
せ
ら
れ
た
將
軍
政
治
の
偶
像
化
は
、
實
朝
特
需
に
つ
い
で
頼
朝
の

妻
政
子
に
ま
で
及
ん
だ
。
政
子
の
簾
中
の
政
治
が
ま
た
後
世
の
国
々
の
規
準
と
し
て
、
源
家
三
代
將
軍
の
そ
れ
に
並
べ

て
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
（
吾
妻
鏡
、
正
嘉
二
年
十
月
十
二
臼
條
）
此
事
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
政
子
の
在
世

中
幕
蟹
隈
實
寒
暑
軍
の
愛
死
後
京
都
か
ら
迎
へ
ら
れ
た
藤
原
頼
経
が
將
軍
と
し
て
あ
り
、
政
子
は
そ
の
幼
少
の
間
簾
中

の
政
を
聴
い
た
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
心
故
に
將
軍
の
親
裁
政
治
を
基
調
と
す
る
幕
府
黒
点
の
例
に
傲
へ
ば
、
實
朝
の

政
治
に
つ
い
で
期
ら
る
べ
き
は
引
首
の
政
治
が
あ
っ
て
政
子
の
そ
れ
で
は
無
い
筈
で
あ
る
。
幕
府
の
諸
機
關
は
將
軍
政

治
確
立
の
爲
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
從
っ
て
そ
れ
の
常
道
か
ら
云
へ
ば
、
幕
府
の
政
治
は
頼
経
の
名
に
お
い
て

考
へ
ら
れ
ぬ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
そ
れ
が
政
子
の
名
に
係
け
あ
れ
る
事
は
、
政
子
が
名
實
共
に
政
治
の
中
心
で
あ
っ

て
、
頼
経
は
形
式
的
な
存
在
で
す
ら
も
有
り
得
な
か
っ
た
事
を
明
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
、
る
墾
態
的
な
る
現

象
は
、
π
や
政
子
が
實
際
政
治
を
行
っ
た
と
云
ふ
事
よ
り
以
上
に
、
彼
女
が
頼
家
勢
朝
に
つ
い
で
直
接
頼
朝
に
つ
な
が
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る
も
の
と
し
て
幕
府
政
治
の
傳
統
を
受
け
灘
ぐ
と
考
へ
ら
れ
た
の
に
基
く
も
の
と
す
る
事
に
よ
っ
て
よ
り
善
く
理
解
さ

れ
る
で
あ
ら
う
。
西
翠
が
鎌
倉
幕
府
の
性
質
を
物
語
る
重
要
な
黙
と
思
は
れ
る
。
印
ち
幕
府
に
お
い
て
は
、
た
や
將
軍

職
に
あ
る
事
に
の
み
よ
る
に
非
す
し
て
、
王
家
の
正
統
を
受
け
つ
ぐ
事
に
よ
っ
て
そ
の
政
治
が
丁
寧
づ
け
ら
れ
て
る
た

事
を
示
す
も
の
で
み
り
、
こ
れ
は
御
家
入
が
頼
朝
を
幕
府
組
織
の
整
備
し
元
時
に
お
い
て
術
政
治
的
支
配
者
と
し
て
よ

り
は
累
代
の
主
君
と
し
て
仰
ぐ
事
に
よ
り
重
き
意
義
を
見
よ
う
と
し
た
態
度
に
相
撃
す
る
も
の
あ
る
に
注
意
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

　
斯
機
の
立
場
に
あ
っ
て
考
へ
る
時
、
政
子
の
死
は
幕
府
と
し
て
そ
の
政
治
を
椹
威
づ
け
る
も
の
を
失
ふ
事
で
あ
り
、

こ
、
に
新
ら
し
い
政
治
の
標
準
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ち
な
い
。
勿
論
政
子
の
死
後
勢
力
の
中
心
が
北
條
七
時
及
び
彼
を

緯
る
諸
豪
族
逮
に
移
っ
て
行
っ
泥
事
は
容
易
に
考
へ
ら
れ
る
事
で
あ
る
が
、
然
し
こ
の
罐
カ
所
在
の
移
行
か
ら
元
の
如

く
武
家
祇
會
の
全
き
統
制
を
求
め
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
、
に
こ
の
新
擢
力
者
の
依
坐
す
べ
き
も
の
が
要
求
さ
れ

る
の
で
あ
る
◎
そ
の
規
準
は
頼
朝
及
び
そ
の
後
選
者
の
成
敗
の
中
に
あ
る
。
然
し
そ
れ
の
當
代
に
於
け
る
具
思
者
が
必

要
で
あ
る
Q
今
迄
は
里
家
の
縁
に
つ
な
が
る
事
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
み
た
Q
然
し
か
＼
る
も
の
に
ま
る
樺
威
者
の
設

定
の
不
可
能
と
な
っ
た
今
は
そ
れ
に
代
る
新
た
な
る
形
態
の
偶
像
が
考
へ
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
求
に
癒
じ

て
生
ま
れ
出
で
た
も
の
が
無
私
の
政
治
を
行
ふ
規
準
と
し
て
の
法
一
そ
の
陰
嚢
化
さ
れ
た
も
の
が
北
條
泰
時
の
主
唱

に
よ
っ
て
編
纂
せ
ら
れ
た
御
成
敗
式
昌
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
に
期
乃
政
治
が
評
議
の
形
式
一
型
定
衆
制
度
の
制
定
と

　
　
　
鎌
倉
幕
府
に
於
け
る
支
醗
精
榊
の
璽
遜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
一
號
　
　
　
七
五
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鎌
倉
墓
府
に
於
蹄
り
ろ
支
卿
匹
鷲
…
燃
唱
の
総
的
遜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
焔
第
1
γ
七
巷
　

銘
一
等
　
　
　
　
七
楓
糖

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
と
そ
れ
を
驚
異
と
す
る
評
定
政
治
が
源
家
の
傳
統
を
受
け
つ
ぐ
政
子
に
代
っ
て
幕
府
政
治

の
主
恩
と
な
う
、
そ
の
政
游
が
後
世
の
規
準
と
し
て
源
家
三
代
將
軍
及
び
政
子
の
そ
れ
と
相
並
ん
で
仰
が
る
、
こ
と
後

遍
す
る
が
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
七

　
評
定
衆
制
度
は
、
前
遽
す
る
如
く
政
子
の
死
後
の
政
治
の
旛
懸
者
と
し
て
創
始
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
斯
く
幕

府
政
治
が
個
入
の
財
嚢
が
ら
離
れ
て
多
数
の
思
議
に
よ
る
と
す
る
制
度
の
確
立
、
更
に
そ
の
政
治
の
規
準
と
し
で
の
法

が
同
機
多
数
の
協
力
に
よ
っ
て
制
定
せ
ら
れ
た
織
に
從
來
の
幕
府
政
治
に
製
し
て
｝
飛
躍
が
あ
り
、
嘗
て
北
條
時
政
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

十
三
人
の
詳
議
に
よ
っ
て
政
治
し
よ
う
と
す
る
事
の
中
に
指
摘
さ
れ
た
幕
府
政
治
の
合
理
化
的
傾
向
が
強
く
示
さ
れ
て
　
σ

み
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
此
塵
に
お
い
て
、
斯
く
幕
府
政
治
の
一
畳
機
を
劃
せ
る
も
の
と
し
て
、
最
も
重
大
な
る
意
味
を
有
つ
法
そ
の
も
の
に

就
い
て
の
考
察
が
必
要
で
あ
ら
う
。
此
問
題
に
就
い
て
は
、
彼
等
の
制
定
せ
る
漆
が
源
家
の
唾
壷
に
代
る
も
の
一
i
代

る
と
い
ふ
語
の
意
味
は
、
前
者
の
反
樹
と
し
て
在
る
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
代
行
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
一

で
あ
る
と
い
ふ
事
が
、
必
然
に
法
の
性
質
を
決
定
す
る
と
思
は
れ
る
。
．
即
ち
法
と
は
、
端
的
に
云
へ
ば
、
源
家
の
入
々
の

精
算
の
當
代
に
お
い
て
蚕
卵
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
人
々
に
よ
っ
て
屡
よ
論
ぜ
ら
れ
．
て
る
る
如
く
、
式
目
は
武

家
規
會
固
有
の
慣
習
を
取
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
慣
習
が
頼
朝
の
名
に
係
け
て
櫻
威
づ
け
ら
れ
て
る
る
も
の



で
あ
る
。
そ
の
編
纂
の
湯
壷
と
な
る
も
の
は
、
「
ま
こ
と
に
さ
せ
る
本
文
に
す
が
り
た
る
事
ハ
候
ハ
ね
ど
も
、
だ
や
だ
う

り
の
を
す
と
こ
ろ
を
被
記
候
者
也
」
（
九
月
十
一
日
附
北
條
泰
時
書
状
）
と
あ
る
に
窺
は
れ
る
が
、
こ
の
道
理
の
語
が
す
べ

て
t
要
當
す
る
と
す
る
純
粋
抽
象
性
の
意
味
を
有
っ
も
の
で
な
い
事
は
、
同
じ
書
状
の
中
に
、
泰
時
が
こ
の
式
目
は
法

倉
の
激
に
違
ふ
所
あ
る
も
、
た
や
武
士
に
の
み
適
用
せ
し
む
る
目
的
を
有
っ
も
の
だ
か
ら
差
支
な
し
と
し
て
み
る
黙
に

も
明
か
で
あ
り
、
か
、
る
意
圖
の
下
に
使
用
さ
る
、
瀧
理
の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
武
士
固
有
の
塗
活
に

根
ざ
す
具
膿
的
な
る
も
の
i
諸
種
の
慣
習
の
中
に
汲
み
と
ら
る
べ
き
普
遍
性
で
あ
る
。
斯
く
卓
立
を
慣
瞥
と
同
意
．
義

の
も
の
と
す
る
考
へ
は
、
鎌
倉
武
士
の
如
き
傳
統
生
活
へ
の
反
省
の
特
に
強
い
早
々
の
問
に
於
い
て
最
も
よ
く
看
取
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
斯
く
慣
習
に
糊
し
て
あ
る
滋
理
に
よ
っ
て
御
成
敗
式
目
の
制
定
せ
ら
れ
た
事
が
、
式
目
が
無
心
な

る
武
士
の
間
に
熟
知
せ
ら
れ
實
際
政
治
の
規
準
と
も
な
り
、
名
實
共
に
關
東
の
鴻
寳
と
し
て
の
椹
威
を
保
つ
こ
と
、
も

な
っ
た
の
で
あ
る
と
云
ひ
得
よ
う
。
さ
う
し
て
償
習
と
し
て
あ
っ
た
も
の
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
成
文
と
さ
れ
た
事
に
よ

っ
て
從
來
不
明
瞭
で
あ
っ
た
も
の
が
明
瞭
に
さ
れ
、
又
個
々
の
理
解
に
依
っ
て
み
た
も
の
が
】
般
の
認
知
に
訴
へ
て
、

普
遍
的
な
形
を
と
る
に
至
っ
た
黙
に
、
こ
の
式
目
制
定
の
意
義
が
あ
る
と
思
は
れ
る
。
ま
た
法
の
性
質
を
斯
く
理
解
す

る
事
に
よ
っ
て
、
式
目
の
制
定
が
直
ち
に
今
日
考
へ
ら
れ
る
如
き
法
治
主
義
政
治
の
出
現
と
見
る
誤
解
か
ら
も
免
れ
る

で
あ
ら
う
。

　
術
此
際
注
意
さ
れ
る
事
鳳
、
式
穏
が
一
個
入
の
專
漸
に
よ
ら
す
多
数
者
の
白
猿
に
よ
っ
て
制
定
せ
ら
れ
淀
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
総
慣
習
麻
に
於
け
る
野
島
精
袖
の
墾
藩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簾
＋
七
巻
笙
號
　
　
竜
七

（77）



　
　
　
　
鎌
倉
幕
廣
に
於
け
ろ
支
縦
麟
瀞
の
饗
藻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
懸
　
策
一
號
　
　
　
七
入

御
成
敗
式
目
の
編
纂
に
就
い
て
は
、
古
來
そ
の
編
纂
人
員
に
就
き
雑
説
あ
墾
、
當
時
の
事
情
の
推
測
に
よ
っ
て
各
磨
説

を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
其
等
も
共
に
、
式
属
が
多
数
の
人
々
の
意
志
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
と
す
る
黙
は
一
致

し
て
み
る
ρ
か
く
政
治
の
根
本
原
理
と
す
る
所
の
も
の
を
多
数
の
意
志
に
よ
っ
て
制
定
し
、
そ
こ
に
よ
り
良
き
要
金
性

を
求
め
よ
う
と
す
る
意
圖
の
中
に
、
正
し
く
理
性
的
な
る
傾
向
の
あ
る
を
見
得
る
で
あ
ら
う
。
「
法
者
難
破
御
下
知
、
御

下
知
者
不
破
法
遡
」
「
以
…
人
才
學
、
不
可
評
大
事
、
就
多
聞
之
儀
、
可
定
是
非
」
と
が
幕
府
の
最
高
権
力
者
た
る
北
條

時
宗
の
言
葉
で
あ
っ
た
Q
（
沙
汰
未
練
抄
）
此
語
の
中
に
、
法
の
普
遍
性
の
主
張
と
濁
裁
政
治
の
否
定
と
が
明
ら
か
に
示

さ
れ
、
幕
府
政
治
が
嘗
て
は
頼
朝
へ
の
血
縁
に
繋
が
る
も
の
、
猫
裁
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
來
π
の
と
比
較
し
て
、
同

じ
立
家
の
後
を
綴
ぐ
幕
府
に
お
い
て
、
そ
の
政
治
の
理
念
に
お
い
て
は
前
者
と
同
様
傳
統
的
な
る
も
の
に
依
醒
す
る
に

拘
ら
す
爾
そ
の
實
施
の
形
態
に
お
い
て
本
質
的
な
る
相
異
を
き
た
せ
る
事
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
幕
府
に
お
け
る
こ

の
理
性
的
傾
向
の
成
果
が
、
政
子
な
き
後
の
介
立
す
る
群
雄
を
統
制
し
、
そ
の
中
心
人
物
た
る
泰
時
が
鎌
倉
幕
府
中
興

の
人
と
幕
せ
ら
る
、
如
き
こ
と
、
も
な
っ
た
と
云
は
る
、
で
あ
ら
う
。

　
樹
此
際
、
斯
く
慣
習
を
取
り
あ
げ
て
式
目
に
編
纂
し
た
主
唱
者
た
る
北
條
急
斜
の
精
髄
に
就
い
て
見
る
時
，
こ
の
法

則
制
定
の
意
味
す
る
も
の
に
就
い
て
爾
詳
し
く
知
る
所
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
八

七
時
泰
時
が
そ
の
質
賢
哲
に
し
て
轟
轟
を
好
み
、

日
夜
諸
事
の
成
敗
に
叢
痒
し
た
こ
と
は
明
ら
か
陰
る
事
實
で
あ
り

〈7S）



そ
の
政
治
に
つ
い
て
も
「
そ
の
六
天
爆
睡
家
に
あ
っ
て
其
身
に
あ
ら
す
」
（
保
暦
上
記
）
と
評
せ
ら
る
、
如
く
で
あ
っ
た
◎

邸
ち
彼
の
政
治
は
天
下
國
家
の
爲
に
す
る
所
と
し
て
、
屡
虫
吾
妻
鏡
に
お
い
て
無
私
の
政
治
と
記
さ
る
、
も
の
で
あ
る
。

そ
の
政
道
を
し
て
無
私
な
ら
し
め
ん
が
た
め
に
準
糠
と
し
た
も
の
が
法
で
あ
っ
π
o

　
斯
機
に
無
私
の
政
治
を
志
し
．
そ
の
根
底
に
お
い
て
法
を
認
め
よ
う
と
す
る
心
は
、
必
然
法
の
擁
護
者
と
し
て
の
絶

封
的
な
る
態
度
を
主
張
す
る
。
そ
の
一
例
を
見
よ
う
。
仁
治
二
年
三
月
、
海
野
幸
氏
が
武
田
光
環
と
所
領
の
境
界
孚
ひ

を
訴
へ
た
時
、
立
時
は
式
臼
の
規
定
す
る
所
に
任
せ
て
麩
方
を
行
っ
た
が
、
光
瀧
は
自
己
に
不
利
な
る
成
敗
を
恨
み
、

一
族
朋
友
を
語
ら
ひ
総
嫁
に
樹
し
て
宿
意
を
塞
げ
よ
う
と
す
る
の
巷
説
が
あ
っ
た
。
熱
時
は
爲
め
に
轟
び
調
査
す
る
も

事
情
は
伺
前
に
同
じ
き
故
そ
の
塵
分
を
重
ね
て
し
π
が
、
彼
は
此
事
に
就
い
て
人
々
に
語
っ
て
云
ふ
、
斯
か
る
場
合
に

於
い
て
、
入
の
恨
に
よ
っ
て
成
敗
を
左
右
に
し
そ
の
理
非
を
分
た
滋
な
ら
ば
、
政
滋
の
本
意
は
有
り
得
な
い
、
こ
れ
に

就
い
て
は
、
嘗
て
和
田
義
盛
の
観
に
際
し
て
、
そ
の
一
族
不
太
胤
長
が
謀
叛
の
件
に
よ
っ
て
捕
へ
ら
れ
た
の
を
、
嚢
盛

が
…
族
を
峯
み
て
そ
の
放
免
を
強
要
し
た
事
が
あ
る
臥
こ
れ
が
許
さ
れ
す
胤
長
を
面
縛
し
て
義
盛
及
び
そ
の
一
族
の
前

を
通
ら
し
π
こ
と
が
義
盛
の
義
兵
の
直
接
な
る
動
機
で
あ
っ
た
が
、
此
際
に
も
義
盛
が
後
日
に
於
い
て
墨
介
す
べ
き
事

が
尽
せ
ら
れ
、
從
っ
て
其
席
上
に
於
い
て
之
を
捕
へ
ば
事
を
未
然
に
防
ぐ
を
得
べ
か
り
し
に
も
拘
ら
す
猶
そ
れ
を
敢
て

し
な
か
っ
た
が
、
斯
機
の
態
度
が
政
滋
無
私
の
先
細
で
あ
る
と
物
語
っ
て
み
る
。

　
こ
の
言
葉
の
中
に
見
出
さ
る
、
極
端
な
る
形
式
主
義
に
堕
せ
亀
と
も
考
へ
ら
る
、
如
き
、
政
治
を
個
人
的
な
る
事
情

　
　
　
　
鎌
愈
幕
府
に
於
け
ろ
支
醗
密
事
の
獲
遜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
一
號
　
　
　
七
九
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鍛
禽
蒜
府
に
於
け
る
押
競
精
紳
の
蟹
藩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
申
七
巷
　
第
…
號
　
　
　
入
○

に
よ
ら
す
理
非
に
よ
り
、
無
私
に
し
て
天
下
の
政
遣
に
當
ら
う
と
す
る
態
度
が
、
彼
の
政
治
に
就
い
て
の
意
志
を
明
ら

か
に
す
る
。
師
ち
彼
の
政
治
的
精
融
の
中
に
武
士
に
よ
っ
て
認
知
さ
る
、
法
に
よ
ら
う
と
す
る
最
も
理
性
的
な
る
も
の

あ
る
を
物
語
る
も
の
で
あ
右
Q
御
家
入
一
般
に
要
覚
す
べ
き
政
治
規
準
の
確
立
が
そ
の
現
れ
で
あ
り
、
更
に
そ
の
運
用

の
形
式
に
於
い
て
、
よ
り
合
理
的
な
る
べ
き
を
求
め
て
詐
定
衆
の
合
議
に
よ
ら
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
爾
そ
の
際
「
凡

御
詐
定
之
問
、
於
理
非
者
、
不
可
解
親
疎
、
不
可
有
好
悪
、
獣
道
理
之
所
推
、
心
中
之
認
知
、
不
揮
傍
輩
、
不
恐
樺
門
、

可
出
詞
也
」
（
御
成
敗
式
目
附
録
評
定
衆
起
講
交
）
と
す
る
語
の
意
昧
は
前
述
の
泰
時
の
政
治
精
紳
に
於
い
て
認
め
ら
る

る
と
全
く
同
じ
き
も
砂
で
あ
る
。
思
量
は
帥
ち
式
目
罰
定
の
基
礎
と
な
れ
る
も
の
と
相
思
じ
、
そ
の
推
す
所
と
は
郎
ち

法
に
よ
る
鋼
断
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
無
私
の
政
治
を
意
愛
す
る
事
で
あ
る
。

　
御
成
敗
式
目
は
か
、
る
見
地
か
ら
、
薗
ち
北
條
氏
が
幕
府
守
成
策
の
爲
め
、
或
は
舜
家
号
勢
の
合
理
化
の
爲
め
に
制

定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
以
上
に
、
幕
府
に
於
け
る
偶
像
の
喪
失
後
の
政
治
を
樺
威
づ
け
る
爲
め
に
美
里
さ
れ
淀
も
の
と

考
．
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、
此
事
は
更
に
云
へ
ば
、
幕
府
政
治
に
於
け
る
個
人
の
膏
薬
に
饗
し
て
法
を
基
礎
と
す
る
多
数

の
評
議
に
よ
ら
う
と
す
る
、
、
幕
府
政
治
の
登
農
の
途
上
に
必
然
登
生
す
べ
き
契
機
を
有
つ
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら

う
。
源
家
の
血
縁
に
繋
が
る
者
の
断
絶
は
こ
の
新
ら
し
い
支
配
形
態
の
出
現
を
容
易
に
速
か
な
ら
し
め
た
。
そ
の
根
底

に
あ
る
法
も
亦
傳
統
か
ら
登
生
せ
る
一
の
偶
像
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
が
屡
よ
論
ぜ
る
如
く
多
数
の
入
の
合
議
の
所
産
で

あ
り
そ
れ
が
掻
く
布
告
せ
ら
れ
て
武
士
…
般
の
翠
黛
す
べ
き
所
を
明
示
し
た
と
す
る
黙
に
こ
の
支
配
形
態
の
新
た
な
る

（80）



意
義
が
あ
り
、
そ
の
代
表
者
た
る
北
條
泰
時
が
鎌
倉
幕
府
中
興
の
人
と
凝
せ
ら
る
、
言
葉
に
特
殊
の
意
味
を
有
っ
も
の

あ
る
を
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
九

　
斯
く
、
「
法
に
依
慷
し
て
無
私
の
政
治
を
行
ふ
と
す
る
詐
定
衆
は
、
法
の
具
膿
者
と
し
て
、
一
個
人
で
な
く
一
塩
團
と

し
て
考
へ
ら
れ
る
。
「
御
成
敗
事
切
之
混
々
、
縦
錐
不
蓮
遽
理
、
一
同
之
憲
法
也
、
設
錐
被
行
非
篠
、
一
同
之
越
度
也
」

（
御
成
敗
式
目
附
録
詐
定
三
好
講
文
）
と
あ
る
如
く
、
勘
定
に
於
い
て
定
め
ら
れ
た
事
に
は
、
　
一
個
人
で
は
な
く
全
騰
と

し
て
そ
の
責
を
帯
び
る
、
こ
の
事
は
評
定
衆
が
法
一
奏
者
と
し
て
考
へ
ら
れ
、
そ
の
意
味
に
於
い
て
連
帯
で
あ
っ
た
事

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
斯
檬
に
し
て
、
評
定
衆
を
法
の
異
書
者
と
し
、
そ
の
評
議
を
里
馬
の
も
の
と
す
る
時
、
次
の
記
事
の
意
味
す
る
所
が

重
要
な
る
も
の
あ
る
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
今
日
詐
議
、
被
仰
出
日
、
慮
嘉
藤
元
年
至
仁
治
三
年
寿
成
敗
事
、
準
三
雲
母
軍
拝
二
位
家
御
成
敗
．
不
可
及
改

　
　
沙
汰
云
々
（
吾
妻
鏡
、
正
嘉
二
年
十
月
十
二
日
條
武
家
年
代
認
、
御
成
敗
式
目
追
伽
に
に
＋
二
月
＋
H
條
と
す
y

　
（
二
）
自
寛
元
元
至
康
元
元
御
成
敗
事

　
　
右
上
自
今
以
後
者
、
准
三
代
醤
軍
監
二
位
家
御
成
敗
、
不
及
改
沙
汰
（
武
家
年
代
記
、
文
永
八
年
置
月
十
日
條
）

　
（
三
）
自
製
長
三
至
弘
安
七
御
成
敗
事
、
於
翼
翼
以
後
者
、
准
三
代
將
軍
家
御
成
敗
、
不
及
沙
汰
云
々
（
同
書
、
正
安

　
　
　
　
鎌
倉
蒜
府
に
於
け
ろ
支
醗
白
竜
の
墾
遜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
第
一
號
　
　
入
一



　
　
　
　
鎌
倉
鞭
府
に
於
け
る
支
配
驚
淋
の
墾
蓬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞
十
七
轡
築
一
位
　
　
　
八
二

　
　
二
年
條
）

　
右
の
記
事
の
中
レ
（
一
）
に
於
け
る
嘉
轍
元
年
よ
う
仁
治
三
年
に
至
る
御
成
敗
云
々
と
は
、
北
條
計
時
が
執
樺
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
1

諸
政
を
成
敗
し
た
期
聞
を
指
す
。
（
二
）
の
寛
元
元
年
よ
り
康
元
元
年
と
は
同
じ
く
経
時
、
並
に
時
潮
の
執
権
在
職
期
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謎
2

（
三
）
弘
長
三
年
よ
り
弘
安
七
年
は
弘
長
四
年
長
時
逝
去
の
後
、
政
村
、
時
宗
の
執
権
在
職
期
間
を
指
す
と
思
は
れ
る
。

此
慮
に
明
ら
か
に
さ
る
、
事
は
、
幕
府
に
於
い
て
源
家
三
代
将
軍
丼
に
二
位
家
の
早
寝
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
考
へ
ら

る
、
も
の
が
、
特
軍
と
し
て
彼
等
の
後
を
繊
げ
る
藤
原
鼻
聾
以
下
の
人
々
の
政
治
で
は
な
く
し
て
執
罐
の
そ
れ
で
あ
っ

た
事
で
あ
る
。
こ
の
事
に
就
い
て
の
説
明
が
鎌
倉
幕
府
の
政
治
形
態
を
見
る
上
に
第
一
に
要
求
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
聖
者
的
現
象
は
、
將
軍
を
最
高
権
力
者
と
す
る
幕
府
の
組
織
に
．
即
し
て
考
へ
る
時
理
解
さ
れ
諏
事
で
あ
る
。
勿

論
炊
食
…
幕
府
…
の
後
期
に
於
い
て
は
將
軍
は
　
軍
な
る
形
式
的
存
在
に
す
ぎ
す
、
北
條
氏
を
中
心
と
す
る
重
臣
の
意
に
任
せ

て
康
立
せ
ら
れ
た
。
然
し
術
彼
等
が
導
車
と
し
て
の
地
位
を
奪
重
せ
ら
れ
た
事
は
、
幕
府
の
編
纂
に
か
、
る
吾
妻
鏡
の

記
載
形
式
が
、
入
代
國
治
氏
に
よ
っ
て
指
摘
せ
ら
れ
し
如
く
、
將
軍
の
在
職
騰
馬
を
も
つ
て
「
時
期
を
劃
し
、
そ
の
最

初
に
首
書
の
加
へ
ら
れ
あ
る
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
然
も
前
揚
の
記
事
に
於
い
て
は
、
將
軍
は
實
際
政
治
の
憺

當
者
と
し
て
形
式
的
存
在
で
も
あ
う
得
な
い
。
こ
の
現
象
に
就
い
て
は
、
北
條
氏
が
自
家
の
暴
威
擾
張
の
重
め
、
繋
累

ら
將
軍
に
代
る
べ
き
地
位
に
あ
っ
た
纏
め
、
自
家
の
入
々
の
手
に
な
る
政
治
を
鎌
倉
幕
府
の
偶
像
で
あ
る
源
家
三
代
將

軍
並
に
政
子
に
並
べ
て
規
準
と
し
た
事
が
普
蓮
に
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
Q
然
し
荷
論
述
せ
る
見
地
か
ら
す
る
時
、
前

（82）



違
の
如
く
幕
府
政
治
の
規
準
と
す
る
法
に
よ
る
評
定
政
治
を
無
慮
の
入
却
の
そ
れ
を
灘
ぐ
も
の
と
し
塾
そ
の
代
表
者
だ

る
執
権
の
名
に
係
け
そ
の
在
職
期
間
を
一
時
期
と
し
て
縁
家
將
軍
の
政
治
に
並
べ
て
不
可
侵
の
も
の
と
規
定
し
た
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
時
、
前
に
政
子
の
場
合
に
於
い
て
そ
の
簾
中
の
政
が
規
準
と
さ
れ
た
事
に
見
淀
と
相
似
す
る

事
情
の
あ
る
を
知
る
で
あ
ら
う
。
鎌
倉
幕
府
の
歴
爽
を
考
へ
る
時
、
組
織
の
上
に
於
い
て
は
吾
妻
鏡
の
記
載
形
式
に
見

る
如
く
蒋
軍
の
在
職
期
間
を
以
て
一
時
期
と
す
る
も
の
が
、
實
際
政
治
の
運
用
に
當
っ
て
は
、
そ
の
當
面
者
た
る
執
樺

の
在
職
期
を
以
て
彊
劃
す
る
事
に
幕
府
政
治
の
考
察
の
上
に
最
も
注
意
す
べ
き
も
の
を
含
む
と
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ

の
矛
盾
の
中
に
幕
府
の
支
配
精
聯
に
於
け
る
合
理
的
傾
向
の
力
強
く
出
現
せ
る
も
の
あ
る
を
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
【
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
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前
に
屡
、
論
じ
た
如
く
、
法
に
よ
る
買
占
の
政
治
を
重
ん
ず
る
墨
黒
は
、
然
し
必
然
に
政
治
上
に
於
け
る
門
閥
の
特
樺

を
否
定
す
る
事
で
あ
る
。
御
成
敗
式
目
に
附
せ
ら
る
〉
評
定
衆
匙
請
文
中
に
も
、
皇
猷
の
推
す
所
、
親
疎
を
論
ぜ
す
、
　

擢
．
門
を
揮
ち
瞼
態
度
が
必
要
と
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
叉
式
目
が
、
「
或
ハ
こ
と
の
理
非
を
つ
ぎ
に
し
て
、
其
人
の
つ
よ
き

よ
は
き
に
よ
り
、
，
或
は
．
御
裁
許
ふ
り
た
、
る
事
を
わ
す
ら
か
し
て
お
こ
し
た
て
候
．
か
く
の
ご
と
く
候
ゆ
へ
に
、
か
さ
ね

て
御
成
敗
の
膿
を
さ
だ
め
て
、
入
の
高
下
を
論
ぜ
す
、
偏
頗
な
く
裁
定
せ
ら
れ
候
は
む
た
め
に
子
細
記
録
し
を
か
れ
候

者
也
」
（
九
月
十
一
厨
子
北
條
泰
時
書
状
）
と
さ
れ
て
成
敗
の
根
糠
を
專
ら
理
非
に
よ
り
塁
壁
に
よ
ら
す
、
御
家
人
一
般

に
高
下
を
論
せ
す
要
心
す
る
政
治
を
行
は
ん
が
爲
に
制
定
さ
れ
た
も
の
な
る
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
爾

　
　
　
　
鎌
倉
幕
簸
に
於
け
ろ
支
．
醜
．
精
榊
の
素
魚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
馨
　
第
一
盤
．
　
　
輪
編
　
　
　
　
　
　
．



　
　
　
　
鎌
愈
幕
府
に
於
け
ろ
交
媒
精
騨
の
墾
遜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箪
十
七
怒
第
｝
號
　
　
　
八
四

筆
工
第
三
十
條
に
於
い
て
は
、
問
注
の
時
成
敗
を
ま
π
す
灌
門
の
書
状
を
執
進
ず
る
事
が
、
憲
法
の
裁
断
を
猜
ま
し
む

る
事
と
な
り
、
政
蓮
を
雛
す
墓
と
も
な
る
故
之
を
停
止
す
る
旨
規
定
さ
れ
て
る
る
。

　
斯
様
に
一
入
の
特
櫻
の
カ
を
認
め
鍛
事
は
、
政
治
を
理
非
に
よ
り
、
禽
そ
の
要
理
を
期
し
て
多
数
の
曽
評
議
に
よ
っ
て

行
は
う
と
す
δ
時
當
然
執
ら
る
べ
き
態
度
で
あ
る
が
、
此
事
は
然
し
溜
男
の
武
士
肚
會
に
固
有
な
る
生
活
戚
情
と
移
れ

合
ふ
晴
一
の
磨
擦
を
俘
は
ね
ば
止
ま
な
い
ρ
武
士
團
構
成
の
墓
礎
が
個
人
に
指
す
し
て
黛
に
あ
り
、
入
々
は
蕪
を
背
景

と
し
て
幕
府
に
服
魅
せ
る
事
前
述
の
如
ぐ
で
あ
る
が
、
此
等
の
蕪
が
各
自
の
左
脳
を
有
ち
、
集
團
に
大
小
あ
り
家
柄
に

高
下
の
あ
る
時
、
省
彼
等
相
互
の
間
に
協
調
を
求
め
る
に
は
複
雑
な
る
困
難
が
存
在
す
る
。

　
小
山
朝
政
は
下
野
の
土
地
小
山
の
名
を
負
ふ
代
々
の
豪
族
で
あ
り
藤
原
秀
郷
よ
り
出
つ
る
事
を
誇
う
と
し
た
が
、
幕

府
よ
り
守
護
補
任
の
下
文
の
提
毘
を
要
求
さ
れ
た
時
、
良
身
は
將
軍
よ
り
の
下
文
を
帯
せ
ざ
る
も
、
曇
憩
下
野
少
橡
豊

澤
が
下
野
押
領
使
と
し
て
あ
り
、
次
で
秀
郷
の
時
天
慶
三
年
官
符
を
賜
り
て
以
後
十
三
代
、
数
百
年
奉
行
し
た
も
の
で

あ
ウ
、
源
家
に
よ
る
厚
恩
の
職
で
は
な
い
と
云
ひ
、
そ
の
謹
と
し
て
秀
郷
が
朝
廷
よ
り
受
け
だ
官
符
以
下
を
進
め
た
。

（
吾
妻
鏡
、
承
元
三
年
十
一
一
月
十
五
日
條
）
藤
原
秀
郷
の
時
代
は
、
ま
だ
源
家
の
勢
力
の
東
國
に
及
ば
ぬ
際
に
あ
る
。
斯

く
源
家
よ
6
以
前
に
榮
え
た
氏
族
よ
り
穿
つ
る
を
誇
）
、
其
際
官
よ
り
認
め
ら
れ
π
特
樺
を
主
張
す
る
事
は
、
源
氏
零

墨
の
下
に
於
け
る
完
全
な
る
卑
湿
て
ふ
黙
か
ら
見
て
一
の
陰
影
を
投
げ
か
諺
る
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
鎌
倉
武
士
魁

曾
構
成
の
一
溺
黙
で
あ
る
。

（S4）



　
他
方
彼
等
の
宿
我
的
蚕
下
は
蕪
相
互
の
賜
に
麹
立
者
と
し
て
の
意
識
を
附
し
．
故
な
ぐ
し
て
抗
票
に
出
で
よ
う
と
す

る
。
些
細
な
る
一
個
人
間
の
爾
ひ
が
蕪
の
甥
立
と
な
り
、
幕
府
の
重
臣
す
ら
も
そ
の
渦
中
に
捲
き
込
め
ら
る
、
嘉
屡
弐

あ
っ
た
が
、
八
田
知
家
の
如
き
は
常
陸
國
の
大
名
と
し
て
、
同
じ
く
大
名
な
る
多
氣
義
輕
と
の
間
に
「
錐
不
挿
宿
意
、
於

舟
中
相
互
事
樺
勢
者
也
」
と
さ
る
、
状
態
に
あ
ヶ
、
そ
の
結
果
は
塗
に
、
知
家
の
好
計
に
よ
り
義
韓
が
所
領
を
没
申
せ

ら
れ
て
没
落
す
る
の
三
儀
な
き
に
至
っ
た
。
（
吾
妻
鏡
、
建
久
四
年
六
月
五
日
條
）

　
斯
か
る
甥
毒
す
る
團
膿
の
集
合
は
、
よ
り
強
大
な
る
紐
帯
に
よ
つ
て
そ
の
統
制
を
保
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
前
に

は
源
頼
朝
に
謝
す
る
恩
義
の
情
よ
り
し
て
、
二
代
特
軍
及
び
政
子
へ
の
服
仕
と
な
っ
た
。
然
し
御
家
入
相
互
に
鞭
て
は

皆
同
輩
で
あ
る
。
執
擢
た
る
北
條
氏
も
そ
の
樺
力
に
お
い
て
こ
そ
傍
輩
と
雲
泥
の
差
あ
る
も
、
懸
軍
に
甥
す
る
無
煙
に

於
い
て
は
同
輩
と
さ
れ
る
。
建
保
元
年
五
月
和
田
義
盛
の
観
に
際
し
て
、
遺
筆
こ
の
爆
兵
が
全
く
北
條
義
時
の
専
横
に

鋼
す
る
反
抗
で
あ
っ
て
將
軍
に
向
っ
て
は
何
等
他
意
な
き
旨
を
表
明
し
た
。
（
吾
妻
鏡
、
建
保
元
年
四
月
二
十
七
日
條
）

こ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
幕
府
に
調
す
る
謀
叛
に
は
非
す
し
て
和
田
、
北
條
二
氏
の
間
の
私
圏
に
す
ぎ
な
い
・
。
た
い
結
果

と
し
て
、
義
盛
は
幕
府
に
双
向
ふ
者
と
し
て
追
討
せ
ら
れ
、
戦
功
潜
は
幕
府
よ
り
授
賞
せ
ら
れ
た
。
然
し
こ
の
時
た
や

北
條
泰
時
の
み
は
、
こ
の
翫
が
義
盛
の
父
義
時
に
歯
す
る
私
怨
に
出
で
た
も
の
で
あ
り
、
自
身
も
た
や
父
の
害
せ
ら
る

、
を
防
ぐ
爲
戦
に
出
で
た
に
す
ぎ
す
、
特
に
幕
府
に
戦
功
あ
り
と
云
ふ
に
は
齢
す
と
し
て
行
賞
さ
る
、
を
拒
ん
だ
。
即

ち
た
い
彼
一
人
が
こ
の
齪
の
眞
意
義
を
理
解
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
（
吾
妻
鏡
、
建
保
元
年
五
月
入
日
條
）

　
　
　
　
鎌
倉
幕
府
に
於
け
ろ
支
配
精
鱒
の
獲
藩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
、
第
」
號
　
　
　
八
五

（85）



　
　
　
　
総
燃
禽
藤
麿
に
曹
於
ゆ
り
ろ
支
流
憾
帽
憩
の
懸
餌
懸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
⊥
T
七
塗
　
　
第
｝
曲
輪
　
　
　
　
懸
樋
ハ

　
幕
府
を
中
心
と
し
て
御
家
入
相
互
の
鋼
翻
す
る
姿
に
就
い
て
、
そ
の
間
に
慮
す
る
新
権
力
者
た
る
北
條
氏
の
立
場
に

就
い
て
駐
機
に
透
徹
し
た
槻
察
を
有
つ
北
條
泰
時
が
、
源
家
の
絶
え
て
後
の
武
士
團
統
制
策
に
就
い
て
考
慮
を
廻
ら
し

た
で
あ
ら
う
こ
と
は
容
易
に
首
肯
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
が
理
非
に
よ
る
成
敗
な
る
新
旗
幟
を
か
や
げ
て
磐
鋸
せ
る
諸
勢

力
の
抗
璽
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
出
で
た
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
精
淋
は
、
幕
府
…
が
嘗
て
立
際
政
治
蓮
用
の
必
要
上
、
諸
國
守
護
人
の
解
臆
す
る
を
、
そ
の
職
分
が
一
身
の
三
役

で
め
る
爲
め
故
實
を
誇
る
に
よ
る
と
し
て
、
人
数
を
定
め
て
交
替
に
奉
行
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
の
現
は
れ

た
事
、
（
吾
妻
鏡
、
承
元
三
年
十
一
月
廿
日
條
）
叉
北
條
泰
時
が
幕
府
奉
行
入
の
探
用
に
就
い
て
、
家
柄
に
よ
ら
す
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

能
不
に
よ
る
べ
し
と
規
定
せ
る
自
由
主
義
的
傾
向
と
一
致
す
る
も
の
あ
る
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
　
（
吾
妻
鏡
、
七
並
元
年
6

九
月
廿
織
條
）

　
然
し
御
家
人
一
般
、
殊
に
所
謂
大
名
に
と
っ
て
は
、
談
議
將
軍
と
の
つ
な
が
り
、
自
己
は
累
代
御
家
人
で
あ
る
と
す

る
意
識
を
有
つ
も
の
が
、
養
家
有
償
の
絶
ゆ
る
後
、
直
ち
に
同
輩
の
評
議
に
從
順
で
あ
ら
う
と
す
る
理
性
的
態
度
を
求

め
る
事
は
困
難
で
あ
る
。
大
名
の
一
人
三
浦
氏
は
、
彼
自
身
御
成
敗
績
昌
制
定
者
の
一
人
と
し
て
評
定
衆
の
速
需
品
講

書
に
其
名
を
刻
し
乍
ら
、
爾
自
己
縁
者
の
嘗
め
に
閾
所
々
望
の
事
を
執
り
持
つ
た
。
然
し
斯
か
る
掌
編
は
式
目
中
に
未

断
闘
所
の
望
串
は
許
さ
れ
漁
と
規
定
さ
る
、
も
の
で
あ
り
、
自
ら
そ
れ
を
守
る
べ
き
詐
定
衆
の
一
員
で
あ
る
に
拘
ら
す

之
を
破
棄
す
る
態
度
に
轡
で
た
事
に
就
い
て
世
人
は
之
を
非
難
し
た
。
（
吾
妻
鏡
、
嘉
頼
元
年
九
月
十
口
條
）



　
政
子
逝
去
後
の
幕
府
の
統
制
方
針
に
就
い
て
斯
襟
の
見
地
に
立
つ
時
、
北
條
氏
が
源
家
累
代
の
御
家
人
ど
し
て
自
己

と
劉
冒
す
べ
き
地
位
に
あ
る
者
を
漸
次
滅
ぼ
し
て
三
つ
だ
事
も
、
た
や
自
家
椹
勢
の
伸
張
の
爲
め
と
解
す
る
以
外
に
、

政
滋
の
根
本
と
し
て
法
を
守
ら
う
と
す
る
新
ら
し
い
理
性
的
傾
向
か
ら
、
之
を
拒
ま
う
と
す
る
落
き
夕
立
を
克
服
し
よ

う
と
し
て
の
結
果
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
法
に
よ
る
就
會
秩
序
維
持
の
た
め
、
こ
の
新
ら
し
い
現
象
の
意
昧
．
に
就
い
て
埋

解
せ
ぬ
者
を
倒
し
た
、
新
奮
二
精
紳
の
衝
突
と
も
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
前
述
の
如
き
御
家
人
の
支
配
に
つ
い
て
戚
情
よ
り
も
理
性
を
重
ん
じ
る
一
例
と
し
て
、
北
條
時
頼
は
、
御
家
人
の
罪

を
犯
せ
る
疑
ひ
あ
る
者
を
取
調
べ
て
其
者
を
候
り
な
だ
め
聞
き
、
犯
人
の
鶴
ら
れ
淀
る
厚
情
に
戚
じ
て
罪
を
自
癒
し
淀

の
を
法
に
任
せ
て
三
分
し
た
が
、
「
輝
室
御
仁
恵
、
錐
相
同
干
夏
禺
届
書
隠
蟹
、
所
犯
既
重
之
問
、
不
嫁
行
仁
者
、
依
三

尊
天
下
之
非
道
、
濫
費
男
心
」
と
い
は
れ
る
が
、
（
吾
妻
鏡
、
正
嘉
二
年
九
月
二
日
條
）
術
こ
の
嘘
分
に
就
い
て
は
、
「
科

断
心
慰
、
世
以
爲
美
談
し
（
關
束
評
定
傳
）
と
記
さ
れ
て
み
る
。
嘗
て
は
武
士
團
構
成
の
基
礎
と
し
て
曾
寵
せ
ら
れ
そ
の

爲
に
罪
を
も
免
さ
れ
る
カ
を
有
っ
た
主
從
問
の
恩
義
の
戚
情
も
、
今
は
法
の
前
に
は
何
の
カ
を
も
有
淀
な
く
な
っ
た
。

反
っ
て
そ
れ
が
罪
を
暴
く
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
法
に
よ
る
支
配
で
ふ
理
性
的
傾
釘
が
最
も
強
く

現
さ
れ
て
み
る
の
を
番
取
す
る
事
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

　
悪
金
の
支
配
精
細
の
中
に
見
ら
る
～
新
ら
し
い
傾
向
の
勝
利
は
、
治
者
と
被
治
者
の
問
の
逼
別
が
裁
然
と
し
で
、
武

士
就
會
に
特
有
で
あ
っ
だ
主
從
の
間
を
繋
ぐ
一
膿
戚
の
稀
薄
と
な
る
は
止
む
を
得
な
い
。
師
ち
か
、
る
主
從
瀾
係
の
墾

　
　
　
　
二
型
幕
府
に
於
け
ろ
支
醗
糟
瀞
の
礎
遽
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
、
一
魏
　
　
　
八
七
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鍛
愈
幕
府
に
於
け
る
支
醍
麟
憩
の
墾
艦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
悠
　
纂
一
画
　
　
　
入
盤

質
に
随
思
す
る
も
の
と
し
て
、
緊
要
に
於
け
る
起
請
文
流
行
の
現
象
を
解
説
す
る
事
が
繊
雲
る
。
從
が
圭
へ
の
服
佳
を

示
す
も
の
と
し
て
起
講
の
形
式
が
多
く
用
ひ
ら
る
、
に
至
っ
た
事
も
．
こ
の
新
精
紳
の
出
現
に
薫
じ
る
最
も
顯
著
な
る

現
象
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
起
請
交
は
そ
の
起
源
に
就
い
て
は
省
異
論
あ
る
も
、
普
通
理
解
さ
る
、
形
式
に
於
い
て
は
、
富
己
の
詞
に
儒
な
き
を

淋
佛
に
誓
ひ
、
人
相
互
の
契
約
に
つ
い
て
も
神
威
に
よ
っ
て
そ
の
不
墾
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
場
合

紳
佛
と
個
人
と
の
起
請
に
就
い
て
は
措
く
も
、
人
相
互
の
關
係
に
就
い
て
見
る
時
、
物
事
の
契
約
を
よ
り
強
き
も
の
、

威
力
に
よ
っ
て
確
保
す
る
事
は
、
入
相
互
に
宮
他
欝
訳
す
る
の
意
識
を
有
ち
、
等
等
の
人
々
の
統
制
者
と
し
て
紳
佛
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

認
め
る
事
で
あ
る
。
帥
ち
斯
か
る
意
味
に
於
い
て
起
四
文
は
、
牧
健
二
氏
に
よ
っ
て
説
か
れ
し
如
く
李
安
朝
末
期
よ
り
　
6

著
し
く
流
行
し
π
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
時
代
の
傾
向
で
あ
る
個
人
主
義
的
精
帥
の
登
生
に
俘
ひ
起
る
現
象
と
し
て

理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

：
然
し
武
士
團
内
部
に
於
い
て
は
主
と
從
と
が
恩
義
の
戚
情
に
よ
っ
て
繋
り
、
生
死
も
共
に
す
る
て
ふ
一
膿
戚
の
あ
る

時
、
雨
者
の
間
に
塞
隙
を
認
め
て
そ
れ
を
他
物
ー
ー
紳
佛
で
す
ら
も
一
に
よ
っ
て
埋
め
よ
う
と
す
る
、
師
ち
主
を
自

己
と
尉
離
し
て
個
々
濁
立
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
考
へ
る
事
ば
不
可
能
で
あ
ら
う
。
畠
山
重
忠
は
梶
原
景
時
の
諦
に

よ
り
謀
叛
を
企
つ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
實
な
ら
ざ
る
を
示
す
た
め
起
請
文
を
進
む
る
機
と
云
は
れ
た
の
に
撫
し
て
、

「、

{
膚
心
懸
言
不
可
暴
富
間
、
難
進
蓮
講
、
疑
詞
用
薄
請
給
之
諜
者
、
謝
好
者
時
之
儀
也
、
於
重
忠
不
存
論
説
事
者
、
兼



所
知
食
也
」
と
て
そ
の
提
出
を
拒
ん
だ
。
（
吾
妻
鏡
、
文
治
三
年
十
月
廿
一
日
條
）

　
心
と
詞
と
圃
致
す
る
時
、
言
は
帥
ち
心
で
あ
り
興
で
あ
る
、
心
詞
一
致
の
者
に
謝
し
て
超
請
は
無
意
昧
で
あ
る
と
す

る
感
慨
ま
義
の
立
場
に
立
ち
、
自
己
の
斯
か
る
心
情
は
主
の
善
く
知
れ
る
所
と
す
る
Q
帥
ち
主
從
一
言
す
る
も
の
と
し

て
、
武
士
巌
窟
の
精
随
を
云
へ
る
も
の
で
あ
る
。
斯
か
る
石
窟
潟
町
の
間
に
見
る
特
殊
の
戚
情
ぽ
、
恩
義
に
む
す
ぼ
れ

る
武
士
團
に
於
い
て
特
有
の
も
の
と
云
は
る
、
で
あ
ら
う
。
然
し
各
人
は
姜
當
す
べ
き
法
の
制
定
さ
る
、
に
於
い
て
は

む
し
ろ
個
人
の
濁
立
が
主
ん
ぜ
ら
る
、
結
果
と
な
り
左
室
し
た
立
場
は
否
定
せ
ら
れ
、
從
っ
て
爾
潜
を
結
ぶ
も
の
と
し

て
超
請
如
き
も
の
を
も
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
御
成
敗
式
目
制
定
の
後
詐
定
衆
、
家
司
、
家
督
等
よ
り
起
請
を
徴
す

る
事
の
屡
よ
行
は
れ
π
の
も
斯
か
る
新
ら
し
い
支
配
精
精
の
傾
向
の
中
に
蒼
然
生
る
べ
き
契
機
を
有
つ
と
解
さ
れ
る
で
　
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
暑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
碁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
層
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曇

　
斯
様
に
し
て
、
鎌
倉
幕
府
は
春
菊
の
血
統
の
絶
ゆ
み
と
共
に
、
こ
れ
を
縛
機
と
し
て
、
三
代
將
軍
の
傅
統
を
守
り
つ

、
も
爾
そ
れ
を
法
の
形
に
取
り
あ
げ
て
一
般
の
認
知
の
中
に
支
配
す
る
て
ふ
新
ら
し
い
政
治
形
態
を
と
り
、
そ
れ
も
多

数
の
評
議
に
よ
る
事
に
よ
っ
て
勝
れ
た
合
理
的
傾
向
を
育
く
ん
だ
Q
こ
れ
に
謝
す
る
反
動
的
勢
力
は
倒
れ
て
新
精
帥
の

勝
利
と
な
つ
旋
の
で
あ
る
が
、
然
し
同
時
に
、
斯
か
る
墾
化
の
中
に
鎌
倉
と
地
方
と
が
都
會
と
田
舎
、
・
進
歩
涙
と
保
守

派
℃
分
化
し
て
行
つ
だ
事
は
暦
過
し
二
戸
勲
で
あ
る
。
か
、
る
事
情
の
下
に
、
地
方
の
田
含
侍
の
聞
に
於
い
て
、
傳
統

　
　
　
　
鎌
愈
幕
府
に
於
け
る
皮
配
精
紳
の
攣
藩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
蝸
盤
　
　
　
八
九



　
　
　
　
　
　
鎌
倉
幕
府
に
於
け
る
支
藩
糖
聯
の
縫
藩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
簾
～
號
　
　
　
九
〇

を
守
る
者
共
に
よ
る
北
條
氏
反
抗
の
灘
が
暴
が
つ
た
。
こ
れ
は
北
條
氏
…
家
に
思
す
る
と
同
時
に
彼
に
よ
っ
て
指
導
さ

る
、
新
精
紳
へ
の
反
抗
と
解
さ
れ
、
足
利
黒
氏
の
風
塵
の
一
電
閃
と
さ
る
、
源
家
の
後
を
綴
ぐ
者
と
の
思
想
も
亦
か
、

る
動
き
と
相
遁
ふ
も
の
が
あ
ら
う
G
建
武
中
興
に
際
し
て
の
交
治
涙
と
武
漸
涙
の
軋
櫟
も
亦
か
、
る
過
程
の
駈
産
と
し

て
見
る
事
が
可
能
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
（
昭
型
ハ
、
ご
、
三
〇
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囁
、

　
謎
三
北
條
泰
時
の
舶
親
簾
野
薄
齢
接
写
酬
間
津
μ
、
正
藤
隅
に
」
訂
へ
げ
臓
留
年
の
二
兀
仁
一
兀
年
六
月
に
始
ま
ろ
O
然
し
こ
の
時
に
．
に
な
ほ
一
政
ツ
ナ
在
世
で
し
て
謬
事
成
敗
の
貸
に
誉
斑

　
　
　
　
つ
て
ゐ
力
爲
め
、
其
等
の
成
敗
の
跡
ぽ
二
位
家
の
名
に
係
け
ら
れ
ろ
9
嘉
隷
元
年
七
月
彼
女
の
逝
去
に
俘
っ
て
始
め
て
泰
時
が
幕
府
政
治
の
費
任
者

　
　
　
た
る
亀
位
た
嵩
む
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
新
地
位
に
俘
っ
て
詳
定
衆
制
度
が
醗
現
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
政
子
な
雪
後
の
幕
致
の
主
燈
が
確
立
さ
れ

　
　
　
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
此
髭
に
泰
呼
の
政
治
が
嘉
緑
元
年
を
以
て
始
と
さ
れ
て
み
る
の
も
精
密
に
云
へ
ば
執
槌
襲
職
て
ふ
形
式
で
な
し
に
評

　
　
　
定
衆
髄
度
に
よ
る
政
治
開
始
の
時
准
以
て
そ
の
始
と
考
へ
ら
れ
六
こ
と
に
基
く
も
の
と
思
に
れ
る
。
こ
の
事
が
幕
府
に
お
け
る
櫃
力
帯
盤
の
性
質
に

　
　
　
　
つ
い
て
の
理
解
に
よ
き
資
と
な
ろ
で
あ
ら
う
。

’
註
2
こ
の
詳
定
ほ
、
御
成
敗
式
目
追
伽
に
よ
れ
ば
次
の
知
く
な
っ
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
一
貞
暎
元
元
年
簸
弘
安
七
年
御
成
敗
事
（
正
磨
三
九
骨
九
）

　
　
　
　
　
右
於
慮
今
以
後
者
、
不
及
改
沙
汰
鰍
。

　
　
　
　
棄
元
元
年
よ
瞬
産
婆
七
年
迄
に
北
條
長
蒔
、
碍
政
村
、
同
暗
宗
の
執
礁
期
間
で
あ
る
。
即
ち
本
論
に
引
灘
ゼ
る
三
條
で
に
長
臆
の
疇
期
の
も
の
が
鋏

　
　
　
げ
て
る
た
が
こ
れ
為
以
て
補
に
れ
ゐ
Q

（90）


