
文
化
　
第
八
十
一
巻
　
第
一
・
二
号
　
―
春
・
夏
―  

別
刷

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日
発
行

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
秩
序
の
形
成

― 

後
白
河
院
と
源
頼
朝
の
関
係
に
着
目
し
て 

―

于
　
　
　
　
　
楽



一

1

『
平
家
物
語
』
は
、
人
々
が
対
立
す
る
争
乱
の
世
の
出
来
事

を
記
し
た
物
語
で
あ
り
、
そ
こ
で
争
乱
の
世
を
鎮
め
る
の
は
後

白
河
院
と
源
頼
朝
が
担
う
強
大
な
権
力
と
武
力
で
あ
る
。
し
か

し
、『
平
家
物
語
』
は
、
権
力
、
武
力
よ
り
も
、
人
と
人
が
親
し

み
合
い
、
支
え
合
う
親
和
的
な
関
係
を
尊
び
重
ん
じ
て
い
る
。

そ
う
し
た
表
現
世
界
に
お
い
て
、
規
範
を
体
現
す
る
の
は
、
対

立
と
は
無
縁
の
存
在
と
さ
れ
て
い
る
高
倉
院
で
あ
る
（
１
）
。
権
力

の
担
い
手
で
あ
る
後
白
河
院
も
、
高
倉
院
の
慈
父
と
し
て
子
を

思
う
姿
、
子
と
の
離
別
を
悲
嘆
す
る
姿
が
描
か
れ
る
こ
と
で
親

和
的
な
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
は
多
く
の
対
立

や
不
和
を
語
り
な
が
ら
、
人
と
人
と
が
親
し
み
合
う
親
和
性
こ

そ
が
世
の
秩
序
を
支
え
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
親
和
性
を
重
ん
ず
る
観
点
に
立
っ
て
、『
平
家
物

語
』
は
、
後
白
河
院
と
頼
朝
が
権
力
と
武
力
に
よ
っ
て
秩
序
を

形
成
す
る
実
態
を
い
か
に
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
の

な
か
で
、
後
白
河
院
も
頼
朝
も
、
敵
対
す
る
者
を
排
除
す
る
た

め
に
進
ん
で
対
立
や
戦
い
を
起
こ
す
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
一
方
で
、
二
人
の
協
力
と
互
い
の
自
制
も
記
さ
れ
る
よ

う
に
、
単
に
強
権
を
行
使
し
て
秩
序
を
形
成
し
た
人
物
と
は
捉

え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
親
和
性
を
重
ん
ず
る
が
ゆ
え
の

記
述
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
平
家
物
語
』
は
、
後
白
河
院
と
頼
朝

と
の
両
者
の
関
係
を
ど
こ
ま
で
親
和
的
な
も
の
と
し
て
描
き
得

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
関
心
を
も
っ
て
、
後
白
河
院
と
頼

朝
と
の
関
係
に
注
目
し
、
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
親
和
性
の
内
容

と
意
味
を
考
察
す
る
。『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
、
権
力
と
武
力

が
支
配
す
る
世
界
の
な
か
で
、
親
和
性
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
諸
本
の
異
同
に
留
意
し
な
が
ら
検
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討
し
て
い
く
（
２
）
。
な
お
、
論
述
の
な
か
で
注
目
し
た
り
、
引
用

し
た
り
す
る
『
平
家
物
語
』
の
記
述
は
、
特
に
断
り
が
な
い
限

り
、
覚
一
本
の
本
文
に
拠
る
こ
と
と
す
る
。

　
一
　
福
原
院
宣
の
虚
構
に
よ
る
秩
序
の
形
成

『
平
家
物
語
』
の
頼
朝
は
伊
豆
で
の
挙
兵
を
め
ぐ
っ
て
初
め
て

登
場
し
、
そ
の
挙
兵
は
後
白
河
院
と
の
緊
密
な
か
か
わ
り
に
お

い
て
語
ら
れ
て
い
る
。
頼
朝
に
挙
兵
を
促
す
の
は
文
覚
だ
が
、

彼
に
挙
兵
を
決
心
さ
せ
る
の
は
後
白
河
院
の
院
宣
で
あ
る
。
作

中
、
頼
朝
は
、
文
覚
の
尽
力
に
よ
っ
て
も
た
さ
れ
た
平
家
追
討

を
命
ず
る
院
宣
に
向
か
っ
て
、「
手
水
う
が
ひ
を
し
て
、
あ
た

ら
し
き
烏
帽
子
・
浄
衣
き
て
、
院
宣
を
三
度
拝
し
て
ひ
ら
か
れ

た
り
」（
巻
第
五
「
福
原
院
宣
」）
と
、
至
上
の
も
の
と
遇
し
、

「
錦
の
袋
に
い
れ
て
」、
合
戦
の
時
に
も
「
頸
に
懸
け
」
た
と
い

う
（
３
）
。
こ
の
よ
う
な
記
述
が
示
す
と
お
り
、『
平
家
物
語
』
に

お
け
る
後
白
河
院
の
院
宣
は
頼
朝
の
運
命
は
も
と
よ
り
、
世
の

帰
趨
を
決
定
づ
け
る
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
福
原
で
発
せ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
院
宣
は
、
以
前

か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
歴
史
上
実
在
し
な
か
っ
た
虚

構
で
あ
る
。
史
実
に
お
い
て
、
頼
朝
が
挙
兵
の
拠
り
ど
こ
ろ
に

し
た
の
は
、
以
仁
王
の
令
旨
で
あ
る
（
４
）
。『
平
家
物
語
』
の
後

白
河
院
の
平
家
追
討
を
命
ず
る
記
述
は
、「
頼
朝
の
挙
兵
に
大

義
名
分
を
与
え
る
た
め
の
最
大
の
虚
構
」（
５
）

と
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
と
お
り
、
頼
朝
の
挙
兵
を
正
当
化
す
る
絶
大
な
効
力
を
持

つ
。
後
白
河
院
に
命
じ
ら
れ
て
は
じ
め
て
平
家
に
反
旗
を
翻
す

と
い
う
頼
朝
の
描
か
れ
方
は
、「
将
軍
が
朝
敵
を
討
つ
こ
と
に

よ
っ
て
国
家
が
安
泰
で
あ
る
」（
６
）

と
い
う
構
図
を
確
固
と
し
た

も
の
に
し
て
い
る
。
史
実
と
し
て
後
白
河
院
が
頼
朝
を
正
式
に

承
認
し
た
の
は
、
約
三
年
後
の
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
十
月

宣
旨
に
よ
っ
て
で
あ
る
（
７
）
。
平
家
打
倒
に
立
ち
上
が
っ
た
頼
朝

や
義
仲
な
ど
の
諸
勢
力
の
動
静
を
後
白
河
院
が
見
定
め
て
、
鎌

倉
を
中
心
に
東
国
で
の
支
配
を
確
立
し
て
い
た
頼
朝
を
追
認
し

た
の
で
あ
る
（
８
）
。『
平
家
物
語
』
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
捨

象
し
て
、
治
承
・
寿
永
の
乱
を
、
後
白
河
院
と
頼
朝
と
の
君
臣

の
協
力
の
も
と
で
一
貫
し
て
遂
行
さ
れ
、
朝
敵
で
あ
る
平
家
を

追
討
し
た
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
福
原
院
宣
の
発
給
と
い
う
虚
構
が
、
頼
朝
の

挙
兵
を
正
当
化
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
に

加
え
て
重
要
な
の
が
、
頼
朝
が
平
治
の
乱
に
よ
り
勅
勘
を
受
け

て
流
人
と
な
っ
て
い
る
身
の
ほ
ど
を
謙
虚
に
自
認
し
、
一
旦
挙

兵
を
自
重
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
巻
第
五
「
福
原
院
宣
」
の

段
で
、
文
覚
が
挙
兵
を
勧
め
た
時
に
、
頼
朝
は
「
抑
頼
朝
勅
勘

を
ゆ
り
ず
し
て
は
、
争
か
謀
反
を
ば
お
こ
す
べ
き
」
と
述
べ
て

い
る
。
名
分
に
も
と
づ
い
て
自
身
の
立
場
を
弁
え
た
発
言
で
あ

る
。『
平
家
物
語
』
の
頼
朝
は
、
勅
勘
を
受
け
た
流
人
の
身
で
挙
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兵
す
る
こ
と
を
不
当
と
考
え
て
い
る
。

頼
朝
は
作
中
で
し
ば
し
ば
「
流
人
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
が
最
初
に
現
れ
る
の
は
、
巻
第
三
「
行
隆
之
沙
汰
」
の
段
で

あ
る
。
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
一
月
の
平
清
盛
に
よ
る
後

白
河
院
政
を
停
止
す
る
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
り
、
関
白
藤
原
基

房
が
配
流
さ
れ
る
に
至
っ
た
際
に
、
基
房
に
仕
え
る
大
江
遠
成

も
捕
ら
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
な
か
、
遠
成
は
、「
東
国
の
方
へ

落
く
だ
り
、
伊
豆
国
の
流
人
、
前
右
兵
衛
佐
頼
朝
を
た
の
ま
ば

や
」
と
思
い
つ
つ
も
、「
そ
れ
も
当
時
は
勅
勘
の
人
で
、
身
ひ

と
つ
だ
に
も
か
な
ひ
が
た
う
お
は
す
也
」
と
考
え
て
、
東
国
に

逃
れ
ず
に
、
あ
え
て
京
へ
引
き
返
し
、
平
家
の
軍
勢
と
戦
い
、

子
の
家
成
と
と
も
に
自
害
す
る
。
こ
の
よ
う
な
大
江
遠
成
の
思

惟
を
通
し
て
、
頼
朝
が
頼
む
べ
き
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
勅
勘

を
受
け
た
流
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
こ
と

が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
第
四
「
源
氏
揃
」

の
、
源
頼
政
が
以
仁
王
に
挙
兵
を
促
す
場
面
で
は
、
協
力
を
望

め
る
源
氏
の
一
人
と
し
て
頼
朝
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
こ

で
も
、
頼
朝
は
「
流
人
前
右
兵
衛
佐
頼
朝
」
と
称
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
場
面
で
の
頼
朝
が
「
流
人
」
で
あ
る
こ
と
へ
の
言
及

は
、
語
り
本
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
読
み
本
で
も
、
頼

朝
の
挙
兵
の
報
が
清
盛
に
伝
え
ら
れ
る
場
面
で
、
語
り
本
と
同

様
に
「
伊
豆
国
流
人
、
前
兵
衛
佐
源
頼
朝
」（
延
慶
本
・
巻
第
四

「
右
兵
衛
佐
謀
叛
発
ス
事
」）
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
平

家
物
語
』
諸
本
で
は
、
総
じ
て
頼
朝
を
「
流
人
」
と
称
し
て
い

る
。
作
中
の
頼
朝
も
「
争
か
謀
反
を
ば
お
こ
す
べ
き
」
と
自
ら

述
べ
て
い
る
と
お
り
、『
平
家
物
語
』
で
は
、
流
人
の
ま
ま
で
挙

兵
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

流
人
が
公
権
に
背
く
挙
兵
を
し
た
の
で
は
、
そ
れ
は
「
朝

敵
」
に
外
な
ら
な
い
。
巻
第
五
「
早
馬
」
の
段
で
は
、
大
番

役
で
在
京
中
の
畠
山
重
能
ら
が
、
東
国
の
情
勢
を
述
べ
る
な
か

で
、「
自
余
の
輩
は
、
よ
も
朝
敵
が
方
人
を
ば
仕
候
は
じ
」
と

語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
福
原
院
宣
の
こ
と
を
知
ら
な
い
身
か
ら

す
れ
ば
、
頼
朝
は
朝
敵
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
「
早
馬
」
の

段
の
時
点
で
は
、
福
原
院
宣
の
こ
と
は
ま
だ
作
中
で
何
も
語
ら

れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
段
に
続
く
「
朝
敵
揃
」
と
「
咸
陽
宮
」
で

は
、
朝
敵
が
必
ず
滅
び
る
こ
と
を
強
調
し
、「
咸
陽
宮
」
の
末

尾
で
は
、「
秦
の
始
皇
は
の
が
れ
て
、
燕
丹
つ
ゐ
に
ほ
ろ
び
に

き
。
さ
れ
ば
今
の
頼
朝
も
、
さ
こ
そ
は
あ
ら
ん
ず
ら
め
」
と
、

平
家
に
「
色
代
す
る
人
〻
」
の
口
を
通
し
て
頼
朝
の
挙
兵
の
失

敗
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
一
見
す
る
と

後
に
語
ら
れ
る
頼
朝
に
よ
る
挙
兵
の
成
功
と
矛
盾
し
て
い
る
よ

う
だ
が
、
こ
こ
で
の
物
語
の
意
図
は
、
頼
朝
個
人
に
対
す
る
批

判
で
は
な
く
、
朝
敵
と
し
て
の
謀
反
を
不
当
と
意
味
づ
け
る
こ

と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
は
不
当
な
自
力
救
済
を

許
容
し
な
い
姿
勢
を
明
示
し
、
そ
れ
が
必
ず
失
敗
に
終
わ
る
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
現
世
界
に
響
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
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そ
し
て
、
頼
朝
が
流
人
と
し
て
の
勅
勘
を
解
か
れ
、
朝
敵
で

な
い
こ
と
を
語
る
の
が
「
福
原
院
宣
」
の
段
で
あ
る
。
そ
こ
に

登
場
す
る
頼
朝
が
先
述
の
物
語
の
論
理
を
内
面
化
し
て
い
る
存

在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

『
平
家
物
語
』
は
頼
朝
の
挙
兵
と
い
う
行
為
を
、
そ
れ
に
至
る

心
の
動
き
も
含
め
て
正
当
化
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
頼
朝
の
正
当
化
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。『
平
家

物
語
』
の
頼
朝
は
、
平
家
に
敵
対
す
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
意
欲

的
で
は
な
い
。
物
語
は
、
流
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
対
立

を
起
こ
そ
う
と
し
な
い
言
動
を
記
す
こ
と
で
、
頼
朝
を
世
の
秩

序
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し
て
造
型
し
て
い
る
。「
福
原

院
宣
」
の
段
で
、
文
覚
に
挙
兵
を
勧
め
ら
れ
た
時
に
も
、
は
じ

め
に
、「
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
事
の
給
ふ
聖
御
房
か
な
。
わ
れ
は
故
池

の
尼
御
前
に
、
か
ひ
な
き
命
を
た
す
け
ら
れ
た
て
ま
ッ
て
候
へ

ば
、
そ
の
後
世
を
と
ぶ
ら
は
ん
た
め
に
、
毎
日
に
法
花
経
一
部

転
読
す
る
外
は
他
事
な
し
」
と
、
平
家
に
は
恩
義
こ
そ
あ
れ
、

敵
意
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
滅
罪
生
善
の
経
典
で
あ
る

『
法
華
経
』
を
毎
日
読
誦
す
る
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、

報
恩
の
思
い
の
深
さ
と
と
も
に
、
謙
虚
さ
、
慎
み
深
さ
が
現
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
の
頼
朝
の
発
言
は
、
文
覚
を
ま
だ
信
用
で
き

ず
に
真
意
を
包
み
隠
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ

の
発
言
が
虚
言
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
以
上
、
物
語
が

示
そ
う
と
し
て
い
る
内
容
を
文
字
ど
お
り
に
捉
え
る
必
要
が
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
以
仁
王
の
令
旨
を
受
け
て
進
ん
で
挙
兵
し

た
史
実
の
頼
朝
と
は
大
い
に
か
け
離
れ
て
い
る
。

『
平
家
物
語
』
の
頼
朝
も
最
終
的
に
平
家
に
反
旗
を
翻
す
こ

と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
戦
う
こ
と
を
望
み
、
平
家
の
恩
を

仇
で
返
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
後
白
河
院
の
命
に
服
し
た

結
果
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
の
頼
朝
は
、

勅
勘
を
受
け
た
流
人
と
し
て
の
身
を
自
覚
す
る
だ
け
で
な
く
、

平
家
に
恩
義
を
感
じ
、
戦
い
を
好
ま
な
い
人
物
と
さ
れ
、
彼
の

挙
兵
は
至
っ
て
受
動
的
に
な
さ
れ
た
も
の
と
意
味
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
福
原
院
宣
を
め
ぐ
る
表
現
は
、
頼
朝
の
挙
兵
を
正
当

化
し
、
将
軍
が
朝
敵
を
平
ら
げ
る
と
い
う
構
図
を
も
た
ら
す
と

と
も
に
、
対
立
や
戦
い
を
好
ま
な
い
と
い
う
親
和
性
を
頼
朝
に

付
与
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
慎
み
深
く
自
制

す
る
頼
朝
の
言
動
は
、
理
想
的
な
為
政
者
と
さ
れ
て
い
る
高
倉

院
の
造
型
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
頼
朝
が
秩
序
を
体
現
す
る

者
と
し
て
適
格
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
平
家
物
語
』

は
、
頼
朝
の
挙
兵
を
正
当
化
す
る
に
際
し
て
、
架
空
の
院
宣
に

よ
っ
て
公
的
な
妥
当
性
を
付
与
す
る
と
と
も
に
、
他
者
と
の
対

立
を
望
ま
な
い
頼
朝
の
姿
勢
を
語
る
こ
と
で
、
彼
の
秩
序
の
体

現
者
と
し
て
の
す
ぐ
れ
た
資
質
を
強
調
し
て
い
る
。

『
平
家
物
語
』
の
頼
朝
は
名
分
と
報
恩
に
こ
だ
わ
る
人
物
で

あ
り
、
覇
権
を
求
め
る
強
者
で
は
な
い
。
む
し
ろ
力
な
き
者
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
頼
朝
に
秩
序
の
体
現
者
と
し
て
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の
正
当
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
読
み
本
が
詳
述
す
る
石
橋
山

で
の
敗
戦
と
そ
の
後
の
苦
難
も
、
頼
朝
の
為
政
者
、
将
軍
と
し

て
の
適
格
性
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
高
め
て
い

る
。
受
苦
が
秩
序
の
体
現
者
と
し
て
の
資
性
を
強
め
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
弱
者
の
側
に
正
当
性
を
認
め
る
『
平
家
物

語
』
の
特
質
は
、
延
慶
本
、
源
平
盛
衰
記
、
源
平
闘
諍
録
の

「
頼
朝
伊
豆
流
離
説
話
」（
９
）

と
称
さ
れ
る
頼
朝
の
伊
豆
で
の

蟄
居
に
関
す
る
記
述
に
も
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
曽
我
物

語
』
に
も
見
ら
れ
る
話
だ
が
、
伊
東
助
親
の
娘
と
の
秘
め
て
い

た
相
思
相
愛
の
関
係
が
発
覚
す
る
こ
と
で
、
助
親
に
よ
っ
て
そ

の
仲
が
裂
か
れ
、
頼
朝
は
命
を
狙
わ
れ
、
二
人
の
間
に
生
ま
れ

た
男
児
千
鶴
も
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
、
頼
朝
の
受
苦
が
語
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
後
も
、
北
条
政
子
と
の
相
思
相
愛
の

仲
が
裂
か
れ
よ
う
と
す
る
な
ど
、
頼
朝
の
試
練
は
続
き
、
そ
の

渦
中
で
挙
兵
が
実
行
に
移
さ
れ
て
い
く
。
延
慶
本
な
ど
の
語

る
、
こ
の
よ
う
な
流
人
と
し
て
の
受
苦
、
受
難
は
、
頼
朝
の
悲

嘆
を
際
立
た
せ
る
表
現
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
弱
く
、
よ
る
べ

な
い
流
人
と
し
て
の
記
述
は
、
頼
朝
の
覇
者
と
し
て
の
印
象
を

弱
め
、
彼
の
挙
兵
を
い
っ
そ
う
正
当
化
し
、
為
政
者
、
将
軍
と

し
て
の
正
当
性
を
疑
わ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
将
来
、
為
政
者
、
将

軍
と
な
る
こ
と
を
保
証
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
流
人
と
し
て
の
受
苦
、
受
難
を
語
る
話
に

お
い
て
、
我
が
子
千
鶴
を
殺
さ
れ
た
頼
朝
が
「
歎
ク
心
」
と
と

も
に
、「
イ
カ
レ
ル
心
」
を
持
ち
、「
助
親
法
師
ヲ
討
ム
ト
思
フ

心
、
千
度
百
度
有
」（
延
慶
本
・
巻
第
四
「
兵
衛
佐
伊
豆
山
ニ
籠

ル
事
」）
と
、
伊
東
助
親
に
対
す
る
強
い
報
復
の
念
を
抱
い
て

い
る
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
報
復
の
念

は
、
敵
対
を
た
め
ら
う
親
和
性
と
は
相
い
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ

る
。
文
覚
が
挙
兵
を
促
す
場
面
の
記
述
に
も
、
父
義
朝
へ
の
頼

朝
の
深
い
思
い
が
現
れ
て
い
る
。
覚
一
本
で
は
、
文
覚
が
義
朝

の
首
と
称
す
る
髑
髏
を
見
せ
た
と
き
に
は
、「
父
の
か
う
べ
と
き

く
な
つ
か
し
さ
に
、
ま
づ
涙
を
ぞ
流
さ
れ
け
る
。
其
後
は
う
ち

と
け
て
、
物
が
た
り
し
給
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文

覚
の
策
略
は
効
を
奏
し
て
、
挙
兵
に
対
す
る
頼
朝
の
抵
抗
感
を

緩
和
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
語
り
本
で
は
、
報
復

の
思
い
ま
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
父
義
朝
へ
の
思
い
と
い

う
私
的
な
契
機
が
頼
朝
の
挙
兵
を
促
し
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
（
10
）
。

さ
ら
に
、
延
慶
本
、
長
門
本
、
四
部
合
戦
状
本
な
ど
で
は
、

頼
朝
が
流
人
と
い
う
自
分
の
立
場
と
平
家
か
ら
受
け
た
恩
を
挙

げ
て
挙
兵
を
表
面
上
辞
退
す
る
一
方
で
「
多
年
ノ
宿
望
ヲ
遂

テ
、
且
ハ
君
臣
ノ
御
欝
ヲ
休
メ
奉
リ
、
且
ハ
亡
夫
ガ
素
懐
ヲ
遂

ム
（
11
）
」（
延
慶
本
・
巻
第
五
「
文
学
兵
衛
佐
ニ
相
奉
ル
事
」）

と
、
心
中
、
ひ
そ
か
に
、
自
身
の
「
宿
望
」
と
亡
父
の
無
念
を

晴
ら
す
た
め
に
、
進
ん
で
平
家
を
討
と
う
と
い
う
意
志
を
持
っ
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て
い
た
と
さ
れ
、
文
覚
か
ら
受
け
取
っ
た
義
朝
の
首
と
称
す

る
髑
髏
に
向
か
っ
て
も
、「
頼
朝
世
ニ
ア
ラ
バ
、
過
ニ
シ
御
恥

ヲ
モ
雪
メ
奉
リ
、
後
生
ヲ
モ
助
奉
ラ
ム
」
と
、
義
朝
の
無
念
を

晴
ら
す
こ
と
を
誓
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
延
慶
本
な
ど
で
は
、

頼
朝
の
流
人
と
し
て
の
受
苦
、
受
難
が
詳
述
さ
れ
る
こ
と
と
、

平
家
へ
の
報
復
の
思
い
を
明
示
す
る
こ
と
が
対
応
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
覚
一
本
に
至
る
と
「
父
の
か
う

べ
と
き
く
な
つ
か
し
さ
」
だ
け
が
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
報
復
の
念
が
希
薄

に
な
っ
て
い
る
覚
一
本
で
も
、
父
へ
の
思
い
が
挙
兵
を
決
心
す

る
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
院
宣
に
従
う
と
い
う
公
的

な
正
当
化
の
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い
私
的
側
面
が
露
呈
し
て
い

る
。
そ
こ
に
、
福
原
院
宣
の
虚
構
を
も
っ
て
し
て
も
、
糊
塗
す

る
こ
と
の
か
な
わ
な
か
っ
た
史
実
の
な
か
の
頼
朝
像
の
根
強
さ

が
う
か
が
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
覚
一
本
に
顕
著
な
よ
う
に
、
亡
き
父
の
思
い
を
受

け
と
め
よ
う
と
す
る
と
い
う
一
点
を
除
い
て
、
頼
朝
の
挙
兵
を

公
的
な
行
為
と
し
て
正
当
化
す
る
と
こ
ろ
に
、『
平
家
物
語
』
の

公
的
秩
序
を
重
ん
ず
る
名
分
意
識
の
強
さ
と
、
親
和
性
を
尊
ぶ

希
求
の
深
さ
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
公
的
秩
序
と
そ
れ
を
支
え

る
親
和
性
を
尊
重
す
る
意
識
が
創
出
し
た
切
札
が
、
福
原
院
宣

と
い
う
虚
構
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
二
　
征
夷
将
軍
院
宣
の
虚
構
に
よ
る
秩
序
の 

　
　
　
形
成

『
平
家
物
語
』
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
福
原
院
宣
と
並
ん

で
、
頼
朝
に
正
当
性
を
付
与
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
虚
構
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
頼
朝
を
征
夷
将
軍
に
任
命
す
る
後
白
河
院
の

院
宣
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
、
頼
朝
の
征
夷
大
将
軍
拝

命
は
後
白
河
院
の
没
後
の
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
の
こ
と
で

あ
る
が
、『
平
家
物
語
』
は
そ
れ
を
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
へ

と
九
年
も
繰
り
上
げ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
で
は
威
儀
正
し
く

院
宣
を
受
け
取
る
頼
朝
の
姿
が
描
か
れ
る
と
と
も
に
、
院
宣
の

使
者
の
中
原
泰
定
に
よ
っ
て
そ
の
様
子
が
後
白
河
院
に
報
ぜ
ら

れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
巻
第
八
「
猫
間
」）。
こ
の
記
述

に
は
、
将
軍
が
王
権
を
守
護
す
る
と
い
う
物
語
の
枠
組
み
が
明

示
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
語
り
本
で
は
、「
法
皇
も
御
感

あ
り
け
り
。
公
卿
・
殿
上
人
も
、
皆
ゑ
つ
ぼ
に
い
り
給
へ
り
」

と
、
頼
朝
の
振
る
舞
い
に
感
心
す
る
後
白
河
院
と
貴
族
た
ち
の

姿
も
描
か
れ
て
お
り
、
京
の
後
白
河
院
と
鎌
倉
の
頼
朝
と
が
協

同
し
て
新
た
な
秩
序
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。こ

の
院
宣
に
か
か
わ
る
虚
構
は
「
院
の
王
権
は
武
門
と
協
調

し
て
初
め
て
末
法
の
世
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
、
武
門
も
ま
た

院
と
調
和
的
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
体
制
を
保
つ
こ
と
が



七

7

で
き
る
と
い
う
政
治
思
想
」（
12
）

を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
重

要
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
頼
朝
自
身
が
征
夷
将
軍
の
地

位
を
望
ん
だ
と
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
巻
第

八
「
征
夷
将
軍
院
宣
」
は
、「
さ
る
程
に
、
鎌
倉
の
前
右
兵
衛
佐

頼
朝
、
ゐ
な
が
ら
征
夷
将
軍
の
院
宣
を
蒙
る
」
と
書
き
出
さ
れ

て
お
り
、
院
宣
が
発
せ
ら
れ
る
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
院
宣
の
発
令
が
す
べ
て
の
発
端
と

さ
れ
て
い
る
。
後
白
河
院
に
よ
る
こ
の
院
宣
が
ま
っ
た
く
の
虚

構
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
う
し
た
書
き
方
し
か
な
し
得
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

頼
朝
の
征
夷
将
軍
任
命
に
つ
い
て
『
吾
妻
鏡
』
の
記
録
を

確
認
す
る
と
、「
將
軍
㕝
本
自
雖
被
懸
御
意
于
今
不
令
達
之
給

而
　
法
皇
崩
御
之
後
朝
政
初
度
殊
有
沙
汰
被
任
之
間
故
以
及
勑

使
云
々
（
将
軍
の
事
、
本
よ
り
御
意
に
懸
け
ら
る
と
雖
も
、
今

に
之
を
達
せ
し
め
給
は
ず
。
而
る
に
、
法
皇
崩
御
の
後
、
朝
政

の
初
度
に
、
殊
に
沙
汰
有
り
て
任
ぜ
ら
る
る
間
、
故
に
以
て
勅

使
に
及
ぶ
と
云
々
）」（『
吾
妻
鏡
』
巻
十
二
・
建
久
三
年
七
月

二
十
六
日
条
）
と
、
頼
朝
が
征
夷
将
軍
の
地
位
を
自
ら
欲
し
な

が
ら
も
、
後
白
河
院
の
存
命
中
は
そ
れ
が
か
な
わ
な
か
っ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
後
白
河
院
が
頼
朝
の
征
夷
将
軍
任
命
を

認
め
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、『
平
家
物
語
』
は
、
史
実
と
は
異
な
り
、
頼
朝
が

征
夷
将
軍
へ
の
任
官
を
求
め
た
と
は
語
ら
ず
、
後
白
河
院
の
意

志
に
よ
り
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
将
軍
任
命
の
院

宣
を
受
け
る
と
決
ま
っ
た
時
に
、
頼
朝
は
、「
頼
朝
年
来
勅
勘
を

蒙
ッ
た
り
し
か
ど
も
、
今
武
勇
の
名
誉
長
ぜ
る
に
よ
ッ
て
、
ゐ

な
が
ら
征
夷
将
軍
の
院
宣
を
蒙
る
」
と
語
っ
た
と
さ
れ
る
が
、

権
力
や
名
誉
に
対
す
る
執
着
を
見
せ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、

「
勅
勘
を
蒙
ッ
」
た
自
身
の
過
去
を
再
認
識
す
る
言
葉
さ
え
述

べ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
は
、
こ
の
よ
う
に
公
に
従
順
で
野
心

を
持
た
ず
、
権
力
に
執
着
し
な
い
頼
朝
こ
そ
が
秩
序
を
担
う
に

ふ
さ
わ
し
い
理
想
的
な
人
物
で
あ
る
と
す
る
脚
色
を
行
っ
て
い

る
。
征
夷
将
軍
院
宣
の
虚
構
は
、
頼
朝
の
戦
闘
行
為
を
将
軍
に

よ
る
も
の
と
し
て
正
当
化
し
て
い
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
無
私

無
欲
な
頼
朝
の
側
面
を
語
り
出
し
て
、
秩
序
を
体
現
す
る
適
格

者
と
し
て
彼
を
仕
立
て
上
げ
る
も
の
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
録
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
頼
朝
の

実
際
の
将
軍
就
任
は
、
後
白
河
院
の
崩
御
の
直
後
の
建
久
三
年

（
一
一
九
二
）
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
後
白

河
院
の
意
志
に
よ
っ
て
頼
朝
の
将
軍
就
任
が
阻
ま
れ
て
い
た
と

推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
頼
朝
が
朝
廷
の
あ
る
京
に

対
す
る
新
た
な
中
心
を
鎌
倉
に
樹
立
す
る
こ
と
を
警
戒
す
る
院

の
思
惑
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
13
）
。
し
か
し
、『
平
家
物

語
』
は
そ
の
よ
う
な
権
力
者
の
間
の
緊
迫
し
た
政
治
的
な
か
け

引
き
を
記
述
の
な
か
に
取
り
入
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、

こ
の
二
人
の
協
力
的
な
関
係
を
語
り
出
し
、
後
白
河
院
の
意
志
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を
代
行
す
る
将
軍
頼
朝
が
、
秩
序
を
乱
す
勢
力
を
次
々
と
征
圧

し
て
い
く
と
い
う
明
快
な
構
図
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
源
義
仲

も
平
家
も
、
後
白
河
院
の
命
を
受
け
た
将
軍
頼
朝
が
、
将
軍
の

任
務
を
遂
行
す
る
な
か
で
討
た
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
征
夷
将
軍
院
宣
に
か
か
わ
る
虚
構
に
よ
っ
て
、
頼
朝
も
後

白
河
院
も
政
治
的
な
野
心
を
も
っ
て
対
立
を
起
こ
す
よ
う
な
人

物
で
は
な
く
、
王
と
将
軍
と
し
て
正
当
に
秩
序
を
体
現
し
て
い

る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
『
平
家
物
語
』
の
記
述
に
お
い
て
は
、
征
夷
将
軍

院
宣
に
か
か
わ
っ
て
京
都
と
鎌
倉
の
間
の
勅
使
の
往
還
が
語
ら
れ

る
な
ど
、
京
に
加
え
て
、
鎌
倉
と
い
う
新
た
な
政
治
の
中
心
が
生

ま
れ
、
中
心
が
複
数
化
し
て
い
る
こ
と
が
現
れ
る
が
、
そ
れ
は
特

に
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
頼
朝
が
征
夷
将
軍
の
地
位
に
着
く

と
、「
鎌
倉
の
前
兵
衛
佐
」、「
鎌
倉
殿
」
と
、
鎌
倉
を
拠
点
と
す

る
統
率
者
と
し
て
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
（
14
）
、

そ
う
し
た
呼
称
の
変
化
は
、
鎌
倉
と
い
う
新
た
な
中
心
の
形
成
を

示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
征
夷
将
軍
院
宣
に
か
か
わ
る
記
述
に

は
、
中
心
の
複
数
化
と
い
う
時
代
状
況
が
反
映
し
て
い
る
が
、

そ
の
事
態
は
京
の
朝
廷
の
権
威
を
相
対
的
に
弱
め
る
も
の
で
も

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
平
家
物
語
』
の
こ
の
時
点
の
記
述
に

は
、
京
と
鎌
倉
の
二
つ
の
権
力
が
対
立
し
、
秩
序
が
混
乱
す
る
よ

う
な
状
況
は
ま
っ
た
く
現
れ
な
い
。
そ
れ
も
、
福
原
院
宣
と
征
夷

将
軍
院
宣
を
め
ぐ
る
記
述
の
な
か
で
、
後
白
河
院
と
頼
朝
の
親
和

的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
、
両
者
が
秩
序
の
正
当
な
体
現
者
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
三
　
秩
序
の
批
判
者
と
し
て
の
平
重
衡
の
登
場

『
平
家
物
語
』
で
は
、
巻
第
八
「
征
夷
将
軍
院
宣
」
の
段
の

記
述
か
ら
、
京
都
に
加
え
て
鎌
倉
と
い
う
新
た
な
中
心
が
現
れ

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
い
っ
そ
う
明
確
に
す
る
の

が
、
一
の
谷
合
戦
で
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
平
重
衡
の
処
遇
を

め
ぐ
る
記
述
で
あ
る
。
捕
え
ら
れ
た
重
衡
は
京
に
連
れ
戻
さ
れ

て
大
路
を
渡
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
鎌
倉
に
下
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
重
衡
が
関
東
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
事
情
に
つ
い

て
は
、
頼
朝
が
「
頻
に
申
さ
れ
」
た
の
を
後
白
河
院
が
「
さ
ら

ば
下
さ
る
べ
し
」
と
認
め
た
と
す
る
経
緯
が
わ
ず
か
に
記
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
巻
第
十
「
海
道
下
」）。『
平
家
物
語
』

は
、
頼
朝
が
重
衡
の
鎌
倉
へ
の
連
行
を
要
請
し
た
意
図
に
つ
い

て
何
も
言
及
し
て
お
ら
ず
、
後
白
河
院
が
そ
れ
を
認
め
た
意
図

も
記
述
し
て
い
な
い
。「
頻
に
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
頼
朝
が
重
衡
の
連
行
を
く
り
返
し
強
く
望
み
、
後
白
河
院

が
す
ぐ
に
は
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
、
幾
度
も
交
渉
が

あ
っ
た
と
い
う
事
情
も
読
み
取
れ
そ
う
だ
が
、
そ
う
し
た
事
情

は
表
面
化
し
て
い
な
い
。

こ
の
重
衡
の
鎌
倉
へ
の
護
送
は
、
歴
史
上
実
際
に
な
さ
れ
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た
こ
と
で
あ
る
が
、
頼
朝
が
望
ま
な
け
れ
ば
、
行
わ
れ
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
行
わ
れ
た
の
は
、
壇
浦
合
戦
で
捕
虜

に
さ
れ
た
平
宗
盛
・
清
宗
父
子
の
鎌
倉
へ
の
連
行
と
同
様
に
、

鎌
倉
を
拠
点
と
す
る
頼
朝
の
権
勢
の
誇
示
を
意
図
し
た
た
め
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
の
谷
合
戦
後
の
重
衡
の
鎌
倉
へ

の
召
喚
は
、
頼
朝
に
と
っ
て
、
自
己
の
権
力
を
可
視
化
す
る
絶

好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
頼
朝
の
持
つ
政
治
的
な
意

図
は
『
平
家
物
語
』
で
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。『
平
家
物

語
』
は
政
治
の
中
心
の
複
数
化
を
提
示
し
て
い
な
が
ら
も
、
頼

朝
の
意
図
や
院
と
頼
朝
の
交
渉
の
内
容
に
触
れ
ず
、
そ
の
複
数

化
の
背
後
に
あ
っ
た
か
け
引
き
や
意
見
の
齟
齬
を
表
面
化
さ
せ

な
い
よ
う
な
記
述
を
行
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
重
衡
を
召
喚

し
た
頼
朝
の
意
図
を
語
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
頼
朝
の
覇
者
と

し
て
の
、
報
復
者
と
し
て
の
あ
り
方
を
隠
蔽
し
、
親
和
性
を
損

な
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
き
わ
め
て
重
要
で

あ
る
。
し
か
し
、
敗
者
と
し
て
勝
者
頼
朝
の
前
に
引
き
出
さ
れ

る
と
い
う
恥
辱
を
受
け
る
重
衡
の
立
場
に
寄
り
添
う
時
、
頼
朝

の
隠
さ
れ
て
い
る
政
治
的
意
図
は
批
判
の
対
象
と
な
る
。『
平
家

物
語
』
が
頼
朝
と
重
衡
と
の
対
面
の
場
面
を
語
る
こ
と
は
、
親

和
性
と
相
い
れ
な
い
頼
朝
の
意
図
を
露
呈
さ
せ
る
危
険
を
含
ん

で
い
た
。

鎌
倉
に
到
着
し
た
重
衡
と
頼
朝
の
対
面
は
、
巻
第
十
「
千
手

前
」
に
語
ら
れ
る
。
こ
の
対
面
の
場
面
で
、
重
衡
は
、
後
白
河

院
と
頼
朝
に
対
す
る
批
判
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
頼
朝
は

重
衡
を
前
に
し
て
、
自
身
の
挙
兵
が
「
君
の
御
い
き
ど
を
り
を

や
す
め
奉
り
、
父
の
恥
を
き
よ
め
ん
」
が
た
め
で
あ
る
と
述
べ

て
そ
の
正
当
性
を
主
張
し
た
上
で
、
重
衡
の
南
都
焼
失
の
責
任

に
言
及
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
非
難
を
受
け
た
重
衡
は
頼
朝
の
発

言
に
反
論
し
、
後
白
河
院
と
頼
朝
が
作
り
上
げ
た
秩
序
に
対
し

て
批
判
を
向
け
る
。

　
　  

　
当
家
は
、
保
元
・
平
治
よ
り
以
来
、
度
〻
の
朝
敵
を

た
い
ら
げ
、
勧
賞
身
に
あ
ま
り
、
か
た
じ
け
な
く
一
天

の
君
の
御
外
戚
と
し
て
、
一
族
の
昇
進
六
十
余
人
、
廿

余
年
の
以
来
は
た
の
し
み
さ
か
へ
申
は
か
り
な
し
。
今

又
運
尽
き
ぬ
れ
ば
、
重
衡
と
ら
は
れ
て
、
是
ま
で
下
候

ぬ
。
そ
れ
に
つ
ひ
て
、
帝
王
の
御
か
た
き
を
討
ッ
た
る

も
の
は
、
七
代
ま
で
朝
恩
う
せ
ず
と
申
事
は
、
き
は
め

た
る
ひ
が
事
に
て
候
け
り
。
ま
の
あ
た
り
故
入
道
は
、

君
の
御
た
め
に
す
で
に
命
を
う
し
な
は
ん
と
す
る
こ
と

度
〻
に
及
ぶ
。
さ
れ
共
、
纔
に
其
身
一
代
の
さ
い
は
い

に
て
、
子
孫
か
や
う
に
ま
か
り
な
る
べ
し
や
。
さ
れ
ば

運
尽
き
て
都
を
出
し
後
は
、
か
ば
ね
を
山
野
に
さ
ら

し
、
名
を
西
海
の
浪
に
流
す
べ
し
と
こ
そ
存
ぜ
し
か
。

こ
れ
ま
で
く
だ
る
べ
し
と
は
、
か
け
て
も
思
は
ざ
り

き
。
唯
先
世
の
宿
業
こ
そ
口
惜
候
へ

こ
こ
で
、
重
衡
は
、
父
清
盛
を
は
じ
め
平
家
が
朝
家
の
た
め
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に
、
命
を
失
う
危
険
を
冒
し
て
朝
敵
を
討
つ
功
績
を
重
ね
て
き

た
こ
と
を
強
調
し
、
本
来
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
ま
さ
に
献
身
的

な
平
家
の
忠
誠
が
重
ん
じ
ら
れ
て
、
久
し
く
朝
恩
を
蒙
り
、
栄

華
が
約
束
さ
れ
る
は
ず
な
の
に
、
後
白
河
院
に
背
か
れ
て
逆
に

追
討
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
皮
肉
な
顚
末
を
深
く
悲

嘆
し
、
激
し
く
非
難
し
て
い
る
（
15
）
。
こ
れ
は
後
白
河
院
に
向

け
ら
れ
た
非
難
で
あ
る
が
、
頼
朝
へ
の
辛
辣
な
批
判
に
も
な
っ

て
い
る
。
重
衡
が
言
う
、
平
家
が
平
ら
げ
て
き
た
「
保
元
・
平

治
」
以
来
の
「
朝
敵
」
に
は
、
頼
朝
本
人
も
、
頼
朝
の
父
、
義

朝
た
ち
一
族
も
当
然
含
ま
れ
て
い
る
。
重
衡
は
、
後
白
河
院
が

か
つ
て
討
つ
よ
う
に
と
平
家
に
命
じ
た
「
朝
敵
」
頼
朝
と
、
新

た
に
結
託
し
て
平
家
を
討
と
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
指
摘

し
て
い
る
。「
朝
敵
」
は
自
分
た
ち
平
家
で
は
な
く
、
も
と
も
と

の
「
朝
敵
」
は
頼
朝
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
重
衡
の
発
言
の
記
述
は
、『
平
家
物
語
』
が
、
福
原
院
宣

と
征
夷
将
軍
院
宣
と
い
う
二
つ
の
院
宣
の
虚
構
に
よ
っ
て
築
き

上
げ
て
き
た
も
の
を
、
敗
者
重
衡
の
立
場
と
心
情
に
寄
り
添
う

こ
と
で
相
対
化
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ

る
。
こ
の
敗
者
重
衡
の
、
勝
者
頼
朝
に
対
す
る
容
赦
な
い
反
論

は
、
後
白
河
院
と
頼
朝
の
二
人
に
よ
る
秩
序
の
形
成
を
揺
る
ぎ

な
い
も
の
と
し
て
語
っ
て
き
た
物
語
の
論
理
自
体
に
鋭
い
疑
問

を
呈
し
て
い
る
。

こ
の
頼
朝
と
重
衡
の
問
答
の
場
面
に
現
れ
る
、
弱
者
が
強

者
を
批
判
す
る
と
い
う
構
図
は
、『
平
家
物
語
』
を
考
え
る
上

で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
は
、
福
原
院

宣
と
征
夷
将
軍
院
宣
の
虚
構
に
お
い
て
、
史
実
を
い
と
も
た
や

す
く
捨
象
し
て
、
頼
朝
を
正
当
化
し
、
後
白
河
院
と
頼
朝
と
の

協
調
態
勢
を
も
っ
て
、
あ
る
べ
き
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
語
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
の
谷
の
戦
い
で
自
害

す
る
こ
と
も
か
な
わ
ず
、
不
本
意
に
も
囚
わ
れ
の
身
と
な
り
、

そ
の
落
ち
ぶ
れ
た
姿
を
京
中
の
人
々
の
前
に
晒
さ
れ
て
大
路
を

渡
さ
れ
、
さ
ら
に
鎌
倉
の
頼
朝
に
召
喚
さ
れ
る
と
い
う
恥
辱
を

蒙
っ
た
、
ひ
と
り
の
捕
虜
と
し
て
の
無
力
な
重
衡
に
、『
平
家

物
語
』
は
あ
え
て
後
白
河
院
と
頼
朝
へ
の
批
判
を
語
ら
せ
、
自

ら
が
形
成
し
て
き
た
秩
序
の
枠
組
み
を
揺
る
が
す
に
至
っ
て
い

る
。
重
衡
は
、
も
は
や
無
力
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
勝
者
と
し
て

の
力
を
誇
示
す
る
頼
朝
を
批
判
す
る
正
当
性
を
獲
得
し
、
強
者

が
形
成
し
た
秩
序
の
理
不
尽
さ
を
暴
露
す
る
資
格
を
得
て
い
る

の
で
あ
る
。

先
述
の
と
お
り
、『
平
家
物
語
』
の
頼
朝
は
、
無
力
な
流
人
で

あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
秩
序
の
体
現
者
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
正

当
性
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
頼
朝
が
、
弱
者
に
寄
り
添
う
こ
と

を
忘
れ
、
強
者
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
、
重

衡
の
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
て
い
る
の
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』

の
弱
者
を
擁
護
し
、
弱
者
へ
の
配
慮
を
欠
い
た
強
者
を
批
判
す

る
性
格
に
は
根
強
い
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
重
衡
の
批
判
を
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受
け
た
直
後
に
、
頼
朝
は
勝
者
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
す
る
姿
勢

を
改
め
る
。
重
衡
が
頼
朝
へ
の
反
論
を
述
べ
、
さ
ら
に
、「
只

芳
恩
に
は
と
く
〳
〵
か
う
べ
を
は
ね
ら
る
べ
し
」
と
言
い
放
つ

と
、
そ
れ
を
聞
い
た
居
並
ぶ
人
々
は
み
な
心
を
動
か
し
涙
を
流

す
。
頼
朝
も
「
平
家
を
別
し
て
私
の
か
た
き
と
思
ひ
奉
る
事
、

ゆ
め
〳
〵
候
は
ず
。
た
ゞ
帝
王
の
仰
こ
そ
お
も
う
候
へ
」
と
、

重
衡
に
向
か
っ
て
、
平
家
へ
の
敵
対
心
が
な
い
こ
と
を
示
し
、

そ
の
後
は
、
重
衡
の
身
を
「
な
さ
け
あ
る
」
狩
野
介
宗
茂
に
預

け
、
宗
茂
は
、
重
衡
を
「
や
う
〳
〵
に
い
た
は
」
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。
重
衡
と
千
手
前
が
、
管
絃
と
朗
詠
を
楽
し
む
一
時
を

過
ご
し
た
と
い
う
話
も
、
こ
の
後
に
現
れ
る
。
頼
朝
は
、
一
旦

は
、
重
衡
の
反
論
を
受
け
る
も
の
の
、
敵
対
心
を
和
ら
げ
、
勝

者
と
し
て
敗
者
に
臨
む
姿
勢
を
改
め
て
、
親
和
性
を
取
り
戻
し

て
い
る
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
「
た
ゞ
帝
王
の
仰
こ
そ
お
も
う

候
へ
」
と
い
う
頼
朝
の
言
葉
に
は
、
後
白
河
院
の
意
向
を
尊
ぶ

思
い
が
現
れ
て
お
り
、
後
白
河
院
と
頼
朝
と
の
親
和
的
な
関
係

が
改
め
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

後
白
河
院
と
頼
朝
と
の
協
調
的
な
関
係
は
、
重
衡
の
出
家
を

め
ぐ
る
記
述
に
も
現
れ
て
い
る
。
重
衡
が
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ

た
後
に
、
京
で
出
家
の
願
望
を
述
べ
た
時
に
は
、
後
白
河
院
が

「
頼
朝
に
見
せ
て
後
こ
そ
、
と
も
か
う
も
は
か
ら
は
め
。
只
今

は
い
か
で
か
ゆ
る
す
べ
き
」
と
応
じ
て
い
る
（
巻
第
十
「
戒

文
」）。
ま
た
、
重
衡
が
鎌
倉
で
頼
朝
に
出
家
を
願
い
出
た
時
に

は
、
頼
朝
が
「
そ
れ
思
ひ
も
よ
ら
ず
。
頼
朝
が
私
の
か
た
き
な

ら
ば
こ
そ
。
朝
敵
と
し
て
あ
づ
か
り
た
て
ま
ッ
た
る
人
な
り
」

と
述
べ
て
い
る
（
16
）
。
後
白
河
院
と
頼
朝
の
言
動
は
互
い
の
意

向
を
尊
重
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
征
夷
将
軍
院
宣
の
虚
構

な
ど
と
同
様
に
、
京
の
朝
廷
と
鎌
倉
の
頼
朝
と
の
二
元
的
な
政

治
構
造
が
、
そ
の
二
元
性
ゆ
え
の
本
質
的
な
溝
を
露
呈
さ
せ
る

こ
と
な
く
、
協
調
的
な
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、『
平
家
物
語
』
は
、
征
夷
将
軍
院
宣
の
虚
構
と
は
異

な
り
、
重
衡
を
め
ぐ
る
対
応
に
お
い
て
は
、
後
白
河
院
と
頼
朝

と
の
間
の
親
和
性
の
限
界
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
こ
と
も
ま
た

事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
重
衡
の
出
家
の
願
い
が
実
現
し
な
い

と
こ
ろ
に
も
現
れ
て
い
る
。
後
白
河
院
は
頼
朝
の
意
向
を
重
ん

じ
、
頼
朝
は
後
白
河
院
の
意
向
に
憚
る
な
か
で
、
結
局
、
重
衡

の
切
な
る
望
み
は
か
な
え
ら
れ
ず
、
重
衡
は
出
家
す
る
こ
と
な

く
、
奈
良
で
斬
首
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
重
衡
に
と
っ
て
、

後
白
河
院
と
頼
朝
が
作
り
上
げ
た
秩
序
は
、
自
ら
の
願
い
を
受

け
止
め
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
頼
朝
が
い
か
に
重
衡
の
思
い
に
寄
り
添
う
よ
う
に

い
た
わ
っ
た
と
し
て
も
、
鎌
倉
へ
の
連
行
が
、
重
衡
を
利
用
す

る
政
治
的
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
重
衡
に
恥
辱
を
も
た
ら

す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
動
か
な
い
。
先
述
の
と
お
り
、

頼
朝
が
重
衡
に
「
君
の
御
い
き
ど
を
り
を
や
す
め
奉
」
る
こ

と
と
も
に
、「
父
の
恥
を
き
よ
め
ん
」
が
た
め
に
挙
兵
し
た
と
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語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
重
衡
を
鎌
倉
に
召
喚
し
た
の

は
、
父
義
朝
の
無
念
を
晴
ら
さ
ん
が
た
め
の
報
復
と
も
捉
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
頼
朝
が
後
白
河
院
に
「
頻
に
申
さ
れ
」
て
重

衡
を
召
喚
し
た
こ
と
に
は
、
重
衡
本
人
へ
の
一
片
の
善
意
も
認

め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
重
衡
の
立
場
か
ら
捉
え
た
時
、
頼
朝

が
決
し
て
親
和
的
な
存
在
で
は
な
い
こ
と
が
露
呈
す
る
。
そ
こ

に
は
、
弱
者
に
寄
り
添
う
こ
と
の
な
い
、
善
意
な
き
秩
序
が
浮

か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

　
四
　
秩
序
の
ゆ
く
え

『
平
家
物
語
』
で
は
、
後
白
河
院
と
頼
朝
が
親
和
的
に
協
調

す
る
と
こ
ろ
に
秩
序
が
立
ち
現
れ
る
。
巻
第
十
の
囚
わ
れ
の
身

と
な
っ
た
重
衡
の
処
遇
を
め
ぐ
る
記
述
に
は
、
秩
序
の
二
元
化

と
そ
れ
を
助
長
す
る
頼
朝
の
動
静
が
垣
間
見
え
た
が
、
そ
う
し

た
問
題
の
表
面
化
は
抑
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

後
白
河
院
と
頼
朝
に
よ
る
体
制
の
側
が
壇
浦
で
平
家
を
滅
ぼ
し

た
後
の
出
来
事
を
語
る
物
語
の
最
終
盤
に
な
る
と
、
後
白
河
院

と
頼
朝
の
対
立
を
語
る
記
述
や
、
権
勢
を
掌
握
し
た
頼
朝
の
非

情
さ
、
酷
薄
さ
を
示
す
記
述
が
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は

『
平
家
物
語
』
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ

う
か
。

『
平
家
物
語
』
の
壇
浦
合
戦
後
の
記
述
の
な
か
で
、
ま
ず
注

目
さ
れ
る
の
が
、
頼
朝
と
義
経
の
対
立
で
あ
る
。
こ
の
兄
弟
の

反
目
を
語
る
記
述
自
体
が
、
頼
朝
の
親
和
性
を
損
な
う
も
の
で

あ
り
、
巻
第
十
一
「
腰
越
」
の
段
に
は
、
平
宗
盛
・
清
宗
父
子

を
鎌
倉
ま
で
護
送
し
て
き
た
義
経
に
会
お
う
と
し
な
い
ば
か
り

か
、「
随
兵
七
重
八
重
に
す
へ
を
い
て
、
我
身
は
そ
の
な
か
に

お
は
」
す
と
い
う
厳
戒
態
勢
を
敷
き
、「
九
郎
は
進
疾
男
な
れ

ば
、
こ
の
た
ゝ
み
の
し
た
よ
り
も
は
ひ
出
で
ん
ず
る
も
の
也
。

た
ゞ
し
頼
朝
は
せ
ら
る
ま
じ
」
と
述
べ
て
義
経
に
対
す
る
過
剰

な
警
戒
心
を
示
す
頼
朝
が
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
な
保
身
の
み

に
心
を
傾
け
る
頼
朝
を
誇
張
し
て
描
く
と
こ
ろ
に
、『
平
家
物

語
』
が
も
は
や
頼
朝
を
賞
讃
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と

が
現
れ
て
い
る
。
義
経
が
兄
へ
の
切
な
る
思
い
を
し
た
た
め
た

「
腰
越
状
」
も
頼
朝
の
心
を
動
か
す
こ
と
な
く
、
む
な
し
く
京

に
戻
っ
た
義
経
に
対
し
て
、
巻
第
十
二
「
土
佐
房
被
斬
」
で

は
、
頼
朝
が
梶
原
景
時
の
讒
言
を
信
じ
、
進
ん
で
討
と
う
と

し
、
土
佐
房
を
遣
す
。
こ
の
企
て
は
失
敗
す
る
が
、
頼
朝
と
、

土
佐
房
を
討
ち
取
っ
た
義
経
と
の
対
立
は
決
定
的
と
な
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
頼
朝
と
義
経
と
の
対
立
を
描
く
な
か
、

巻
第
十
二
「
判
官
都
落
」
の
段
で
、
頼
朝
が
弟
範
頼
に
義
経
を

討
つ
こ
と
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
範
頼
が
こ
れ
を
辞
退
し
た
た

め
、
頼
朝
に
逆
心
あ
り
と
疑
わ
れ
、
百
日
に
千
枚
の
起
請
文
を

書
い
て
申
し
開
き
を
し
た
も
の
の
、
そ
の
甲
斐
も
な
く
つ
い
に
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討
た
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
範
頼
が

討
た
れ
た
の
は
、
こ
の
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
の
八
年
後
の

建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
虚
構
は
征

夷
将
軍
院
宣
の
虚
構
と
は
正
反
対
に
、
頼
朝
へ
の
批
判
を
強
め

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
頼
朝
の
疑
り
深
く
非
情

な
態
度
が
こ
と
さ
ら
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
頼
朝
の
命
を
受
け
た
北
条
時
政
の
軍
勢
が
京
に
迫

る
状
況
に
お
い
て
、
頼
朝
と
義
経
と
の
対
立
に
後
白
河
院
が
巻
き

込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
巻
第
十
二
「
判
官
都
落
」
の
記
述
に
よ

る
と
、
頼
朝
の
派
遣
し
た
軍
と
の
戦
い
を
避
け
て
、
鎮
西
に
一
旦

逃
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
義
経
は
、
後
白
河
院
に
よ
る
院
庁
の
下

文
の
発
行
を
願
い
出
る
。
後
白
河
院
は
「
此
条
頼
朝
が
か
へ
り
聞

か
ん
事
い
か
ゞ
あ
る
べ
か
ら
ん
」
と
思
い
悩
む
も
の
の
、
義
経
が

京
に
い
て
、
鎌
倉
の
大
軍
が
乱
入
す
る
こ
と
に
よ
る
「
狼
藉
」
の

出
来
を
危
惧
し
た
公
卿
た
ち
の
進
言
を
受
け
て
、
義
経
の
申
請

ど
お
り
、
院
庁
の
下
文
を
与
え
た
と
い
う
。
そ
の
下
文
の
内
容

は
、「
頼
朝
を
そ
む
く
べ
き
よ
し
」
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
さ
れ
な
が
ら
も
、

『
平
家
物
語
』
は
、
後
白
河
院
と
頼
朝
と
の
敵
対
的
な
関
係
を
記

す
に
至
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
史
実
に
お
い
て
は
、
こ
の
両
者
の
対
立
は
い
っ
そ

う
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。『
愚
管
抄
』
の
記
述
に
よ
れ

ば
、
義
経
に
肩
入
れ
し
た
後
白
河
院
は
「
頼
朝
可
追
討
宣
旨
」
を

下
し
て
い
る
（
巻
第
五
）。「
頼
朝
を
そ
む
く
べ
き
よ
し
」
の
院
庁

の
下
文
と
、
頼
朝
の
追
討
を
命
ず
る
宣
旨
と
で
は
、
重
み
も
違
え

ば
、
発
令
内
容
の
重
大
さ
も
異
な
る
。『
平
家
物
語
』
の
、
特
に

語
り
本
は
、
後
白
河
院
と
頼
朝
と
の
対
立
を
明
ら
か
に
緩
和
し
て

描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
史
実
で
は
、『
玉
葉
』、『
吾
妻
鏡
』

が
記
す
よ
う
に
、
こ
の
宣
旨
に
怒
っ
た
頼
朝
が
、
後
白
河
院
を

「
日
本
國
第
一
之
大
天
狗
」
と
罵
倒
し
た
と
伝
え
て
い
る
が
、

『
平
家
物
語
』
に
は
そ
れ
は
語
ら
れ
て
い
な
い
（
17
）
。
な
お
、
読

み
本
で
は
史
実
を
反
映
す
る
形
で
、
院
庁
の
下
文
で
は
な
く
、

「
頼
朝
ヲ
可
追
罰
之
由
院
宣
」（
延
慶
本
・
巻
第
十
二
「
義
経
可

追
討
之
由
被
下
院
宣
事
」）
が
発
せ
ら
れ
た
と
し
て
お
り
、
語
り

本
に
比
べ
、
後
白
河
院
と
頼
朝
の
緊
迫
し
た
関
係
が
際
立
っ
て
い

る
。そ

う
し
た
読
み
本
で
も
、
後
白
河
院
と
頼
朝
と
の
対
立
関

係
を
史
実
よ
り
緩
和
し
た
形
で
記
述
し
て
い
る
が
、『
平
家
物

語
』
は
、
語
り
本
も
、
読
み
本
も
、
以
前
に
福
原
院
宣
や
征
夷

将
軍
院
宣
の
記
述
で
な
し
た
よ
う
な
虚
構
を
、
巻
第
十
一
で
は

行
お
う
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
後
白
河
院
と
頼
朝
と
の

対
立
を
記
す
こ
と
が
も
は
や
避
け
が
た
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を

示
す
と
と
も
に
、
対
立
を
描
か
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
意

志
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
判
官
都
落
」
の
段
に
続
く
「
吉
田
大
納
言
沙
汰
」
の
段
で

は
、
頼
朝
が
後
白
河
院
に
惣
追
補
使
に
任
ぜ
ら
れ
て
兵
粮
米
を
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宛
て
ら
れ
る
こ
と
を
強
く
要
求
し
、
後
白
河
院
が
こ
の
要
求

を
受
け
入
れ
が
た
い
と
思
い
つ
つ
も
、「
頼
朝
卿
の
申
さ
る
ゝ

所
、
道
理
な
か
ば
な
り
」
と
す
る
公
卿
僉
議
の
決
定
も
あ
っ

て
、
頼
朝
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
京
の
朝

廷
と
鎌
倉
の
頼
朝
と
の
秩
序
の
二
元
化
に
伴
う
、
後
白
河
院
と

頼
朝
と
の
間
の
、
統
治
を
め
ぐ
る
意
見
の
ず
れ
は
つ
い
に
表
面

化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
齟
齬
を
覚
一
本
以
外
の
諸

本
は
い
っ
そ
う
顕
在
化
さ
せ
て
お
り
、
屋
代
本
、
百
二
十
句
本

で
は
、「
源
二
位
ノ
申
状
過
分
也
」
と
い
う
意
見
を
「
人
々
」

が
語
っ
た
と
し
て
、
後
白
河
院
を
中
心
と
す
る
朝
廷
と
、
頼
朝

と
が
全
面
的
に
対
立
す
る
構
図
と
な
っ
て
お
り
、
最
終
的
に
後

白
河
院
が
頼
朝
の
執
拗
な
要
求
に
屈
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（
屋

代
本
・
巻
第
十
二
「
源
二
位
頼
朝
日
本
国
惣
大
将
惣
地
頭
被
補

事
」、
百
二
十
句
本
・
巻
第
十
二
「
義
経
都
落
」）。
源
平
盛
衰

記
で
は
さ
ら
に
「
道
理
ハ
サ
モ
有
ケ
レ
ト
モ
當
時
ノ
威
應
ニ
恐

テ
任
申
請
旨
」
と
、
完
全
に
院
が
屈
服
し
た
形
で
頼
朝
の
要
求

を
認
め
た
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
巻
第
四
十
六
「
時
政
実
平
上

洛
」）。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
福
原
院
宣
の
虚
構
、
征
夷
将
軍

院
宣
の
虚
構
な
ど
に
よ
っ
て
、
親
和
的
な
秩
序
の
形
成
を
語
っ

て
き
た
『
平
家
物
語
』
を
も
っ
て
し
て
も
、
壇
浦
合
戦
後
の
秩

序
の
二
元
化
の
進
行
を
覆
い
隠
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で

も
、
後
白
河
院
と
頼
朝
と
の
対
立
を
何
と
か
緩
和
し
て
描
こ
う

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
秩
序
に
親
和
性
を
も
た
ら
そ
う
と
す

る
『
平
家
物
語
』
の
特
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
記
述
に
親
和
性
を
取
り
入
れ
よ
う
と

す
る
志
向
は
、
秩
序
の
体
現
者
と
し
て
の
頼
朝
の
造
型
に
お
い

て
、
物
語
の
最
終
盤
に
至
り
、
大
き
く
頓
挫
す
る
。
先
に
も
、

弟
の
義
経
、
範
頼
に
非
情
な
姿
勢
で
臨
む
頼
朝
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
を
見
た
が
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
加
え
て
、
平
家
の
子
孫

た
ち
を
次
々
と
亡
き
者
に
し
て
い
く
残
酷
な
頼
朝
の
あ
り
方
が

集
中
的
に
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
（
18
）
。
頼
朝
の
命
を
受
け

た
北
条
時
政
の
「
策
」
に
よ
り
、「
勧
賞
」
を
望
ん
だ
「
京
中
の

も
の
共
」
が
平
家
の
子
孫
を
「
尋
も
と
」
め
た
結
果
、
平
家
と

無
縁
な
子
供
ま
で
も
が
摘
発
さ
れ
、「
無
下
に
お
さ
な
き
を
ば

水
に
入
、
土
に
う
づ
み
、
少
お
と
な
し
き
を
ば
お
し
殺
し
、
さ

し
殺
す
」
と
い
う
残
酷
な
殺
害
が
次
々
と
行
わ
れ
、
殺
さ
れ
た

子
の
母
や
め
の
と
が
た
と
え
よ
う
も
な
く
嘆
き
悲
し
ん
だ
と
い

う
。こ

う
し
た
頼
朝
の
酷
薄
な
行
為
は
、
生
き
残
っ
た
平
家
の

人
々
の
報
復
へ
の
過
剰
な
恐
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
頼
朝

は
、
文
覚
が
助
命
を
願
い
出
て
預
か
っ
た
「
平
家
の
嫡
〻
」
で

あ
る
六
代
に
対
し
て
も
恐
れ
を
抱
き
、
文
覚
に
「
昔
頼
朝
を
相

し
給
ひ
し
や
う
に
、
朝
の
怨
敵
を
も
ほ
ろ
ぼ
し
、
会
稽
の
恥
を

も
雪
む
べ
き
仁
に
て
候
か
」
と
問
う
て
い
る
（
巻
第
十
二
「
六

代
被
斬
」）。
さ
ら
に
、
重
盛
の
子
、
忠
房
に
対
し
て
は
、
頼
朝
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が
「
小
松
殿
の
君
達
の
、
一
人
も
二
人
も
い
き
残
り
給
ひ
た
ら

ん
を
ば
、
た
す
け
奉
る
べ
し
。
其
故
は
、
池
の
禅
尼
の
便
と
し

て
、
頼
朝
を
流
罪
に
申
な
だ
め
ら
れ
し
は
、
ひ
と
へ
に
か
の
内

府
の
芳
恩
な
り
」
と
述
べ
て
、
鎌
倉
に
召
喚
し
、
対
面
後
に
京

へ
向
か
っ
て
上
ら
せ
て
お
い
て
、
勢
田
の
橋
の
近
く
で
斬
首
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
手
段
を
選
ぶ
こ
と
な
く
、
自
ら
の
権

力
に
害
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
人
物
を
排
除
し
よ
う
と
す
る

頼
朝
に
は
、
微
塵
の
親
和
性
も
見
出
せ
な
い
。
同
族
の
源
氏
に

対
し
て
も
、
弟
の
範
頼
、
義
経
に
加
え
て
、
叔
父
の
義
憲
、
行

家
を
も
亡
き
者
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
物
語
の
最
終
盤
に
な
っ
て
表
面
化
す
る
、
権
力

に
執
着
し
保
身
を
図
る
頼
朝
の
姿
は
、
史
実
の
な
か
の
頼
朝
が

伊
豆
で
の
挙
兵
以
来
持
ち
続
け
て
き
た
性
格
で
あ
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
『
平
家
物
語
』
は
、
あ
る
べ
き
秩
序
の
形

成
を
語
る
た
め
に
、
捨
象
し
隠
蔽
し
続
け
て
き
た
の
だ
が
、
最

終
盤
に
至
っ
て
、
こ
う
し
た
頼
朝
の
正
当
化
を
断
念
し
て
し
ま

う
。
そ
こ
に
は
、
敗
者
や
死
者
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
『
平
家

物
語
』
の
志
向
が
あ
っ
た
。
戦
乱
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、
痛
み
苦

し
ん
だ
人
々
を
尊
ぶ
『
平
家
物
語
』
は
、
報
復
や
排
除
を
伴
わ

な
い
平
和
を
望
み
、
こ
の
厭
う
べ
き
報
復
や
排
除
を
進
ん
で
行

お
う
と
し
た
頼
朝
に
対
し
て
は
、
正
当
化
を
断
念
し
、
実
像
を

誇
張
し
、
批
判
的
な
表
現
を
行
っ
て
い
る
。

自
己
の
権
力
維
持
の
た
め
に
強
権
を
振
る
う
頼
朝
の
姿
は
、

秩
序
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
頼
朝
の
登
場
は
、『
平
家
物
語
』
の
求
め
る
あ
る
べ
き

結
末
を
描
く
場
面
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。『
平
家
物
語
』
は
そ

の
た
め
に
大
原
御
幸
の
場
面
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。『
平
家
物
語
』
の
灌
頂
巻
を
持
つ
諸
本
は
、
そ
こ
に

頼
朝
を
い
っ
さ
い
登
場
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
後
白
河
院
と
建
礼

門
院
が
心
を
通
わ
す
親
和
的
な
記
述
を
も
っ
て
物
語
世
界
を
閉

じ
て
い
る
。
後
白
河
院
の
御
幸
は
、
敗
者
の
排
除
で
は
な
く
和

解
を
図
る
行
為
と
し
て
、
物
語
の
終
末
に
お
い
て
非
常
に
重
要

な
意
味
を
持
つ
。
女
院
の
六
道
語
り
を
聞
い
て
感
激
し
て
「
御

涙
に
む
せ
」
ぶ
後
白
河
院
は
、
報
復
を
過
剰
に
危
惧
す
る
頼
朝

と
異
な
り
、
敗
者
の
心
情
に
寄
り
添
う
姿
を
見
せ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
院
に
見
捨
て
ら
れ
、
頼
朝
の
報
復
に
も
遭
っ
た
平
家
の

人
々
に
対
す
る
慰
撫
で
あ
り
、
ま
さ
に
秩
序
を
担
う
人
物
に
求

め
ら
れ
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
涙
を
見
せ
る
の
は
後
白

河
院
だ
け
で
は
な
い
。「
供
奉
の
公
卿
・
殿
上
人
も
」、
建
礼
門

院
と
女
房
た
ち
も
み
な
涙
を
流
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々

の
涙
は
、
親
和
的
な
関
係
性
を
象
っ
た
も
の
で
あ
り
、『
平
家
物

語
』
は
秩
序
の
帰
趨
を
こ
の
親
和
性
に
求
め
て
い
る
。

な
お
、
屋
代
本
な
ど
の
よ
う
に
、
平
家
の
子
孫
が
絶
え
た
こ

と
を
も
っ
て
全
編
を
閉
じ
る
記
述
は
、
親
和
性
へ
の
志
向
が
覚

一
本
ほ
ど
に
は
強
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
頼

朝
の
果
報
め
で
た
き
こ
と
を
語
っ
て
物
語
を
結
ぶ
延
慶
本
は
、
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そ
れ
以
前
に
、
平
家
の
子
孫
を
残
酷
に
亡
き
者
に
し
て
い
く
姿

を
語
り
出
し
て
い
な
が
ら
、
な
お
も
こ
の
終
幕
に
お
い
て
「
仏

法
ヲ
興
シ
、
王
法
ヲ
継
ギ
、
一
族
ノ
奢
レ
ル
ヲ
シ
ヅ
メ
、
万
民

ノ
愁
ヲ
宥
メ
、
不
忠
ノ
者
ヲ
退
ケ
、
奉
公
ノ
者
ヲ
賞
シ
、
敢
テ

親
疎
ヲ
ワ
カ
ズ
、
全
ク
遠
近
ヲ
ヘ
ダ
テ
ズ
」
と
、
理
想
的
な
為

政
者
と
し
て
頼
朝
を
讃
え
て
い
る
（
巻
第
十
二
「
右
大
将
頼
朝

果
報
目
出
事
」）。
こ
れ
は
実
に
不
思
議
な
記
述
で
あ
り
、
親
和

性
を
重
視
す
る
論
理
と
は
別
な
論
理
を
見
出
す
方
向
で
、
こ
れ

を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
お
わ
り
に

『
平
家
物
語
』
は
、
親
し
み
合
い
、
支
え
合
う
関
係
を
た
い

せ
つ
に
描
き
出
し
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
求
め
る
親
和
的
な
心

性
こ
そ
が
表
現
世
界
の
秩
序
を
支
え
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

親
和
的
な
秩
序
を
構
築
す
る
な
か
で
、
虚
構
や
史
実
の
捨
象
を

行
い
、
治
承
・
寿
永
の
乱
の
歴
史
を
独
自
に
描
き
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
歴
史
の
実
像
も
記
述
の
な
か
に

織
り
込
ん
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
、
時
代
状
況
を

凝
視
し
、
戦
乱
の
敗
者
の
側
に
寄
り
添
う
姿
勢
も
う
か
が
わ
れ

る
。
親
和
性
を
重
ん
じ
て
い
る
た
め
史
実
を
離
れ
た
記
述
を
行

い
な
が
ら
、
歴
史
の
実
像
も
同
時
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ

に
、『
平
家
物
語
』
の
表
現
の
し
た
た
か
さ
が
現
れ
て
い
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
後
白
河
院
と
頼
朝
の
関
係
に
か
か
わ
る

記
述
の
な
か
で
は
、
と
り
わ
け
頼
朝
に
親
和
性
を
付
与
す
る
表

現
が
際
立
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
物
語
の
政
治
に
か
か
わ

る
記
述
に
お
い
て
、
後
白
河
院
の
親
和
性
は
頼
朝
ほ
ど
強
調
さ

れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
両
者
に
よ
る
秩
序
の
形
成
と
は
別
な
場

面
で
、
後
白
河
院
は
、
天
皇
家
の
家
長
と
し
て
子
と
孫
を
あ
ま

ね
く
た
い
せ
つ
に
思
う
姿
が
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

既
に
親
和
的
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
物
語
の

前
半
に
お
い
て
、
後
白
河
院
は
、
高
倉
院
と
の
相
思
相
愛
の
父

子
関
係
が
描
か
れ
、
そ
の
関
係
が
規
範
と
な
っ
て
物
語
の
前
半

世
界
の
秩
序
を
支
え
て
い
る
ほ
ど
、
慈
父
と
し
て
の
親
和
性
が

強
調
さ
れ
て
い
た
（
19
）
。

こ
の
問
題
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
高
倉
院
と
頼
朝

の
関
係
が
い
っ
さ
い
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
後
白
河

院
は
、
頼
朝
と
の
関
係
を
語
り
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
政
治
的
な

意
図
を
持
つ
権
力
者
と
し
て
の
側
面
も
垣
間
見
せ
て
い
た
が
、

『
平
家
物
語
』
の
高
倉
院
は
理
想
的
な
為
政
者
と
し
て
の
み
語

ら
れ
、
権
力
者
と
し
て
の
側
面
の
描
出
を
避
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
た
め
に
、
頼
朝
と
の
接
点
を
ま
っ
た
く
持
た
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
頼
朝
の
挙
兵
は
、
高
倉

院
と
安
徳
天
皇
に
と
っ
て
は
、
許
す
べ
か
ら
ざ
る
反
乱
に
外
な

ら
な
か
っ
た
。
高
倉
院
と
頼
朝
と
の
関
係
は
本
来
敵
対
的
で
あ

り
、『
平
家
物
語
』
は
、
こ
の
関
係
へ
の
い
っ
さ
い
の
言
及
を
避
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け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

物
語
の
末
尾
で
記
さ
れ
る
後
白
河
院
と
建
礼
門
院
の
和
解

も
秩
序
の
帰
趨
を
描
く
上
で
重
要
で
あ
る
よ
う
に
、『
平
家
物

語
』
で
は
様
々
な
親
和
的
な
関
係
が
語
り
出
さ
れ
て
は
じ
め

て
、
表
現
世
界
の
秩
序
が
築
き
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
後

も
そ
の
よ
う
な
、
不
和
と
戦
乱
を
描
き
出
し
な
が
ら
親
和
性
を

重
ん
ず
る
『
平
家
物
語
』
の
表
現
に
注
目
し
、
そ
の
し
く
み
と

本
質
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
て
い
き
た
い
。

注

（
1
）  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
稿
「『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
不
和

と
親
和
―
後
白
河
院
、
高
倉
院
を
め
ぐ
る
関
係
に
着
目
し
て
―
」

（『
日
本
文
芸
論
叢
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
に
お
い

て
、
他
者
と
い
っ
さ
い
不
和
を
起
こ
さ
な
い
高
倉
院
の
描
か
れ
方

に
注
目
し
、
そ
の
無
私
無
欲
の
親
和
性
が
規
範
と
な
っ
て
物
語
世

界
に
お
け
る
秩
序
を
支
え
て
い
る
と
い
う
表
現
の
し
く
み
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。

（
2
）  

本
稿
の
考
察
に
お
い
て
、
主
な
検
討
対
象
と
す
る
『
平
家
物
語
』

の
諸
本
と
テ
キ
ス
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

覚
一
本
―
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、
屋
代
本
―

『
高
野
本
屋
代
本
対
照
平
家
物
語
』（
新
典
社
）、
百
二
十
句
本
―

『
百
二
十
句
本
平
家
物
語
』（
汲
古
書
院
）、
延
慶
本
―
『
校
訂
　

延
慶
本
平
家
物
語
』（
汲
古
書
院
）、
長
門
本
―
『
長
門
本
平
家
物

語
』（
勉
誠
出
版
）、
源
平
盛
衰
記
―
巻
第
一
〜
第
四
十
二
は
、
中

世
の
文
学
（
三
弥
井
書
店
）、
巻
第
四
十
三
〜
第
四
十
八
は
、『
源

平
盛
衰
記
慶
長
古
活
字
版
』（
勉
誠
社
）、
四
部
合
戦
状
本
―
『
四

部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』（
汲
古
書
院
）、
源
平
闘
諍
録
―
講
談
社

学
術
文
庫
『
源
平
闘
諍
録
上
・
下
』。

 

ま
た
、
本
稿
の
考
察
で
取
り
上
げ
る
、『
平
家
物
語
』
以
外
の
書
の

テ
キ
ス
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
の
引
用
に
際
し

て
の
漢
文
の
訓
読
は
、
私
に
そ
れ
を
行
っ
た
。

 

『
玉
葉
』
―
名
著
刊
行
会
、『
吾
妻
鏡
』
―
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文

館
）、『
百
練
抄
』
―
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）、『
愚
管
抄
』
―

日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）。

（
3
）  

読
み
本
で
は
、
頼
朝
が
院
宣
を
「
頸
に
懸
け
」
た
の
で
は
な
く
、

「
石
橋
ノ
合
戦
ノ
時
モ
、
白
旗
ノ
上
ニ
此
院
宣
ヲ
横
ニ
結
付
ラ
レ

タ
リ
ケ
ル
ト
ゾ
聞
ヘ
シ
」（
延
慶
本
・
巻
第
五
「
文
学
京
上
シ
テ
院

宣
申
賜
事
」）
と
、
旗
に
結
ん
で
戦
場
で
顕
示
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
読
み
本
の
記
述
に
は
、
自
身
の
挙
兵
の
正
当
性
を
周
囲
に
主

張
し
誇
示
し
よ
う
と
す
る
頼
朝
の
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。

（
4
）  『
吾
妻
鏡
』
第
一
の
治
承
四
年
四
月
廿
七
日
条
に
は
「
當
于
此
時
令

旨
到
来
仍
欲
擧
義
兵
寔
惟
天
輿
取
時
至
行
謂
歟
（
此
の
時
に
當
た

り
、
令
旨
到
来
す
。
仍
つ
て
義
兵
を
擧
げ
ん
と
欲
す
。
寔
に
惟
天

の
輿
ふ
る
を
取
り
、
時
至
り
て
行
ふ
の
謂
か
）」
と
の
記
述
が
見
ら

れ
、
以
仁
王
の
令
旨
を
奉
じ
て
挙
兵
し
た
頼
朝
の
動
向
が
確
認
で

き
る
。

（
5
）  

武
久
堅
「
平
家
物
語
は
何
を
語
る
か
―
「
流
人
頼
朝
謀
叛
へ
の
共

鳴
」
と
、
そ
の
物
語
的
構
築
―
」（『
軍
記
と
語
り
物
』
第
四
六

号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
参
照
。

（
6
）  
佐
伯
真
一
『
平
家
物
語
遡
源
』（
若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
九
月
）

第
四
部
「『
平
家
物
語
』
の
視
点
と
そ
の
時
代
」
参
照
。
こ
の
論
考

で
は
、
朝
敵
を
平
ら
げ
て
国
家
の
安
泰
を
保
証
す
る
将
軍
像
は
、

『
平
家
物
語
』
を
含
め
た
中
世
軍
記
物
語
に
お
い
て
は
じ
め
て
形

17



一
八

18

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）  

十
月
宣
旨
に
つ
い
て
は
、『
玉
葉
』
寿
永
二
年
閏
十
月
十
三
日
条
及

び
同
廿
二
日
条
、『
百
練
抄
』
寿
永
二
年
十
月
十
四
日
条
で
確
認

で
き
る
。
宣
旨
の
文
面
自
体
は
書
き
留
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ

れ
ら
の
記
録
か
ら
、
頼
朝
の
東
国
支
配
権
を
公
認
し
た
も
の
と
推

定
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
十
月
宣
旨
は
、『
平
家
物
語
』
で
記
さ
れ

て
い
る
征
夷
将
軍
院
宣
と
時
期
が
重
な
っ
て
お
り
、
上
横
手
雅
敬

氏
は
、『
平
家
物
語
の
虚
構
と
真
実
』（
講
談
社
、
一
九
七
三
年
六

月
）
に
お
い
て
、『
平
家
物
語
』
の
征
夷
将
軍
院
宣
に
つ
い
て
の
記

事
は
、
十
月
宣
旨
の
使
者
往
還
の
記
録
を
も
と
に
し
た
も
の
と
指

摘
し
て
い
る
。

（
8
）  

こ
れ
は
、
山
本
幸
司
氏
が
著
書
、
日
本
の
歴
史
09
『
頼
朝
の
天
下

草
創
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
七
月
）
に
お
い
て
指
摘
し
て
い

る
、「
権
力
の
正
統
性
の
源
泉
と
い
う
地
位
に
基
づ
い
て
、
新
た

に
誕
生
す
る
実
質
的
権
力
の
持
ち
主
た
ち
に
対
し
て
承
認
を
与
え

る
」（
三
九
頁
）
と
い
う
後
白
河
院
の
権
力
の
あ
り
方
が
如
実
に
現

れ
た
事
例
で
あ
る
。

（
9
）  

福
田
晃
「
頼
朝
伊
豆
流
離
説
話
の
生
成
―
平
家
物
語
・
曽
我
物
語
よ

り
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
四
三
巻
第
六
号
、
一
九
六
六
年
六

月
。
後
に
『
軍
記
物
語
と
民
間
伝
承
』〈
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
二

年
二
月
〉
に
再
録
）
参
照
。

（
10
）  

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
柳
田
洋
一
郎
氏
が
「『
平
家
物
語
』
に
お
け
る

報
復
―
紛
争
の
底
流
か
ら
み
た
頼
朝
の
平
和
―
」（『
軍
記
物
語
の

窓
　
第
二
集
』、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
二
年
十
二
月
）
に
お
い
て
、

ま
た
櫻
井
陽
子
氏
が
「『
平
家
物
語
』
の
征
夷
大
将
軍
院
宣
を
め
ぐ

る
物
語
」（
中
世
文
学
と
隣
接
諸
学
4
『
中
世
の
軍
記
物
語
と
歴
史

叙
述
』、
竹
林
舎
、
二
〇
一
一
年
四
月
）
で
そ
れ
ぞ
れ
報
復
／
復
讐

譚
と
し
て
の
『
平
家
物
語
』
の
側
面
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

覚
一
本
に
は
報
復
／
復
讐
の
要
素
が
薄
い
こ
と
は
、
ど
ち
ら
の
論

考
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）  

頼
朝
の
父
義
朝
に
対
す
る
呼
び
方
に
つ
い
て
、
長
門
本
、
四
部
合

戦
状
本
で
は
「
亡
父
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
延
慶
本
の

「
亡
夫
」
が
「
亡
父
」
の
誤
写
と
見
て
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
12
）  

生
形
貴
重
「『
平
家
物
語
』
の
構
造
と
構
想
の
課
題
」（
軍
記
文

学
研
究
叢
書
7
『
平
家
物
語
　
批
評
と
文
化
史
』、
汲
古
書
院
、

一
九
九
八
年
十
一
月
）
参
照
。

（
13
）  

注
（
8
）
の
山
本
幸
司
著
、
日
本
の
歴
史
09
『
頼
朝
の
天
下
草

創
』
四
一
頁
参
照
。

（
14
）  

征
夷
将
軍
院
宣
に
つ
い
て
語
る
巻
第
八
以
前
に
も
、
頼
朝
が
「
鎌

倉
殿
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
物
語
世
界
の
時
間
の
現
在

を
離
れ
て
「
源
氏
の
世
に
な
ッ
」
た
後
の
出
来
事
を
先
取
り
し
て

記
す
時
に
の
み
そ
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
巻
第
四

の
、
以
仁
王
が
平
家
討
伐
の
計
画
が
発
覚
し
て
園
城
寺
に
逃
亡

し
、
以
仁
王
に
仕
え
る
長
谷
部
信
連
が
王
を
捕
ら
え
に
き
た
検
非

違
使
に
単
身
で
立
ち
向
か
っ
た
こ
と
を
語
る
「
信
連
」
の
段
の
末

尾
に
、「
源
氏
の
世
に
な
ッ
て
、
東
国
へ
く
だ
り
、
梶
原
平
三
景

時
に
つ
い
て
、
事
の
根
元
一
〻
次
第
に
申
け
れ
ば
、
鎌
倉
殿
「
神

妙
也
」
と
感
じ
お
ぼ
し
め
し
て
、
能
登
国
に
御
恩
か
う
ぶ
り
け
る

と
ぞ
聞
え
し
」
と
、
頼
朝
が
権
勢
を
掌
握
し
た
後
に
信
連
の
勇
猛

さ
を
聞
き
、
感
心
し
て
領
地
を
与
え
た
と
い
う
後
日
譚
が
記
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
延
慶
本
な
ど
一
部
の
本
文
で
は
、
巻
第
七
に

お
い
て
頼
朝
と
義
仲
の
不
仲
を
は
じ
め
て
語
る
記
述
の
な
か
に
も

「
鎌
倉
殿
」
の
呼
称
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
二
人
の
対
立
の
構
図

の
な
か
で
、
東
国
を
支
配
し
て
い
る
頼
朝
の
優
位
性
を
示
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
早
川
厚
一
氏
が
『
平
家
物
語
を
読

む
―
成
立
の
謎
を
さ
ぐ
る
―
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）



一
九

の
第
二
章
に
お
い
て
征
夷
将
軍
院
宣
の
記
述
に
注
目
し
て
既
に
指

摘
し
て
い
る
、
将
軍
宣
旨
を
受
け
た
頼
朝
が
、
以
仁
王
令
旨
に
よ

り
挙
兵
し
た
義
仲
、
行
家
を
討
伐
す
る
と
い
う
図
式
に
通
底
す
る

記
述
と
言
え
よ
う
。

（
15
）  
た
だ
し
、
屋
代
本
、
四
部
合
戦
状
本
、
源
平
盛
衰
記
で
は
、
後
白

河
院
と
頼
朝
へ
の
批
判
と
な
る
重
衡
の
言
葉
を
記
し
て
お
ら
ず
、

重
衡
は
平
家
が
追
討
さ
れ
る
こ
と
を
「
運
尽
テ
」
の
こ
と
、「
先
世

宿
業
」
と
捉
え
た
上
で
、
中
国
の
故
事
を
引
い
て
「
疾
々
可
被
刎

首
」
と
潔
く
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
（
屋
代
本
・
巻
第
十
「
同
重
衡

頼
朝
対
面
以
後
狩
野
介
預
事
」、
四
部
合
戦
状
本
・
巻
第
十
「
重
衡

頼
朝
対
面
」、
源
平
盛
衰
記
・
巻
第
三
十
九
「
頼
朝
重
衡
対
面
」）。

（
16
）  

延
慶
本
で
は
、
重
衡
は
頼
朝
に
対
し
て
出
家
を
願
っ
て
は
い
な

い
。
千
手
前
を
通
し
て
「
何
事
モ
、
思
食
候
ハ
ム
事
ハ
被
仰
候

ヘ
」
と
い
う
頼
朝
の
い
た
わ
り
の
言
葉
を
受
け
た
時
に
、「
何
事
ヲ

カ
ハ
。
明
日
頸
被
切
事
モ
ヤ
有
ラ
ム
ズ
ラ
ン
」
と
述
べ
る
だ
け
で

あ
る
（
巻
第
十
「
重
衡
卿
千
手
前
ト
酒
盛
事
」）。
重
衡
の
言
葉
を

伝
え
聞
い
た
頼
朝
は
「
頼
朝
ガ
私
ノ
敵
ニ
ア
ラ
ズ
。
争
無
左
右
可

奉
切
」
と
語
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
他
本
の
よ
う
な
重
衡
の
出
家
を

め
ぐ
る
言
及
で
は
な
い
も
の
の
、
京
の
後
白
河
院
の
意
向
を
重
ん

ず
る
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
。

（
17
）  『
玉
葉
』
巻
第
四
の
文
治
元
年
十
一
月
二
十
六
日
条
、
及
び
『
吾
妻

鏡
』
第
五
の
文
治
元
年
十
一
月
十
五
日
条
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る

頼
朝
の
高
階
泰
経
宛
て
の
書
状
に
、「
日
本
國
第
一
之
大
天
狗
」
と

い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
高
階
泰
経
に

向
け
ら
れ
た
も
の
と
捉
え
る
見
方
も
あ
る
が
、
後
白
河
院
を
意
識

し
て
の
言
葉
と
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

（
18
）  

水
原
一
氏
は
「
源
頼
朝
」（『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第

一
二
巻
第
四
号
、
一
九
六
七
年
三
月
）
に
お
い
て
、
平
家
の
残
党

狩
り
の
描
写
か
ら
頼
朝
の
「
桀
紂
的
イ
メ
ー
ジ
」、「
巨
魔
の
容

貌
」
を
見
出
し
て
い
る
。

（
19
）  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
注
（
1
）
の
小
稿
で
詳
し
く
論
じ
た
。
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A study of the formation of order in Heike Monogatari:
Focusing on the relationship between Go-
Shirakawa-in and Minamoto no Yoritomo

Le YU

Heike Monogatari is a historical novel which delineates the Genpei War and the 

conflicts between political and religious groups during the time period. In this novel, 

Go-shirakawa-in and Minamoto no Yoritomo provoked conflicts without hesitation, 

and used their royal authority and military power to suppress rebellions. Yet, they 

expressed intention to cooperate with each other. The purpose of this article is to 

analyze how the harmonious relationship between Go-shirakawa-in and Yoritomo 

was described and the significance of this relationship in Heike Monogatari.

It is known that Fukuhara Decree and the decree appointing Yoritomo supreme 

commander of the imperial forces, issued by Go-shirakawa-in, were fictions by Heike 

Monogatari. This article proposes that the fictions about the decrees were created 

to describe Yoritomo as one who has no intention to cause any conflicts even with 

his enemy, Heike, and is not eager for power. This suggests that he is the eligible 

person to build up and to maintain order with Go-shirakawa-in. 

On the other hand, this article also points out that the order built up by Go-

shirakawa-in and Yoritomo was not perfect and not free of conflicts, by delineating 

how Taira no Shigehira was treated after he became a captive in Heike Monogatari. 

Also, in the end of the novel, conflicts between Go-shirakawa-in and Yoritomo 

turned up and Yoritomo was then described as one with no mercy and with no 

intention to avoid conflicts. This article suggests that these descriptions which 

show the opposite intentions with the fictions of the two decrees, were due to the 

sympathies for people who were killed in the war. Heike Monogatari attempted to 

describe the harmonious order built up by Go-shirakawa-in and Yoritomo without 

conflicts, but also had an intention to make its description close to the history and 

show sympathies for people who had suffered in the war.


