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た
だ
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
鎌
倉
市
で
学
芸
員
を
し
て
お
り
ま
す
山
本
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
私
は
、

京
都
女
子
大
学
の
出
身
で
、
十
年
ほ
ど
前
に
は
受
付
の
係
を
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
う
し
て
母
校
で
登
壇
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
、

感
慨
深
く
、
非
常
に
光
栄
に
思
っ
て
い
ま
す
。
本
日
は
、
放
映
中
の
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
13
人
」
の
主
人
公
・
北
条
義
時
の
お
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

は
じ
め
に
─
北
条
義
時
と
は
何
者
か
？　

理
想
的
な
忠
臣
か
ら
稀
代
の
逆
臣
へ

　

ま
ず
、
北
条
義
時
と
は
何
者
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
義
時
が
大
河
ド
ラ
マ
の
主
人
公
に
選
ば
れ
た
こ
と
は
、
研
究
対
象
と
し
て
い
る

私
も
大
変
驚
き
ま
し
た
。
日
本
史
の
教
科
書
に
は
登
場
し
ま
す
が
、
一
般
的
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
人
物
だ
か
ら
で
す
。

宗
教
・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

北
条
義
時
と
京
都
・
鎌
倉

山
本
み
な
み
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な
お
か
つ
、
北
条
義
時
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
中
で
あ
ま
り
良
い
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
き
た
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
承
久
の

乱
の
際
に
後
鳥
羽
院
と
戦
い
、勝
利
す
る
と
、義
時
は
後
鳥
羽
院
を
配
流
に
処
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
原
因
で
、と
く
に
近
世
以
降
、「
稀

代
の
逆
臣
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

加
え
て
、
義
時
の
生
き
た
時
代
は
、
源
頼
朝
、
息
子
の
頼
家
・
実
朝
の
三
代
で
源
氏
将
軍
が
途
絶
え
て
し
ま
い
、
そ
の
後
、
北
条
氏

が
権
力
を
掌
握
し
、
得
宗
専
制
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
江
戸
時
代
に
は
、
幕
臣
で
歴
史
学

者
で
も
あ
る
新
井
白
石
が
、「
実
朝
暗
殺
も
実
は
義
時
が
裏
で
仕
組
ん
で
い
て
、
実
朝
を
殺
し
て
実
権
を
握
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と

批
判
し
て
い
ま
す
し
、
近
年
で
は
「
北
条
義
時
は
、
将
軍
か
ら
政
治
の
実
権
を
奪
っ
た
、
陰
険
な
策
謀
家
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
義
時
と
同
時
代
を
生
き
た
人
々
の
評
価
は
違
い
ま
す
。
義
時
は
、「
武
内
宿
禰
の
再
誕
」
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

武
内
宿
禰
は
、
伝
説
上
の
人
物
で
す
が
、
理
想
的
な
忠
臣
の
代
表
と
し
て
神
話
に
登
場
し
ま
す
。
義
時
は
、
そ
う
い
う
人
に
な
ぞ
ら
え

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
義
時
の
評
価
は
非
常
に
高
か
っ
た
の
で
す
が
、
近
世
以
降
、
一
八
〇
度
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、

や
は
り
承
久
の
乱
が
あ
る
の
で
、
最
後
の
「
第
五
章
」
で
は
、
義
時
の
評
価
の
変
遷
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

義
時
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
安
田
元
久
先
生
が
、『
人
物
叢
書　

北
条
義
時
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
）
を
書
か
れ
て
い

た
り
、
最
近
で
は
岡
田
清
一
さ
ん
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
近
世
以
降
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
さ
れ
て
き
た
義
時
を
再

評
価
し
よ
う
と
い
う
流
れ
の
中
に
あ
り
ま
す
。

　

な
お
古
く
、
明
治
・
大
正
期
の
学
者
で
あ
る
萩
野
由
之
は
、
将
軍
か
ら
実
権
を
奪
っ
た
こ
と
か
ら
、「
簒
奪
者
」
と
悪
く
言
わ
れ
て

い
た
北
条
氏
を
、「
幕
府
の
保
護
者
」
で
あ
る
と
評
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
実
朝
が
暗
殺
さ
れ
源
氏
将
軍
が
途
絶
え
る
、
あ
る
い
は
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承
久
の
乱
で
朝
敵
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
困
難
を
乗
り
越
え
、
鎌
倉
幕
府
を
守
っ
た
の
は
北
条
氏
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
幕
府
の

保
護
者
と
し
て
の
側
面
も
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
」と
い
う
の
で
す
。
私
も
、こ
の
見
解
に
従
っ
て
義
時
を
評
価
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

一
、
頼
朝
と
の
出
会
い

　

ま
ず
、
北
条
義
時
の
生
涯
に
つ
い
て
、
源
頼
朝
の
出
会
い
か
ら
紐
解
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
義
時
は
、
一
一
六
三
年
に
伊
豆

国
田
方
郡
北
条
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
時
政
が
二
十
六
歳
の
と
き
の
子
で
、
す
で
に
六
歳
年
長
の
姉
政
子
が
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
北
条
氏
は
ど
う
い
う
一
族
か
と
い
う
と
、
野
口
実
先
生
が
ご
研
究
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
伊
豆
国
の
在
庁
官
人
、

す
な
わ
ち
国
衙
の
行
政
実
務
を
担
当
す
る
役
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
一
）
北
条
氏
と
は
？

　

北
条
氏
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
系
図
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
混
乱
が
見
ら
れ
て
、
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
部
分
も
多
い
で
す
。

時
政
か
ら
す
る
と
祖
父
、
義
時
か
ら
す
る
と
曾
祖
父
に
あ
た
る
時
家
と
い
う
人
物
あ
た
り
か
ら
、
伊
豆
国
の
住
人
や
、
北
条
介
と
い
っ

た
注
記
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
佐
々
木
紀
一
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、『
源
平
闘
諍
録
』
と
い
う
史
料
に
、「
時
家
、
北
条
介
の
娘
に
嫁
す
」

と
あ
り
、
在
庁
官
人
の
北
条
介
の
一
族
に
時
家
が
娘
婿
と
し
て
入
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
北
条
氏
の
成
立
は
、

時
政
の
祖
父
の
代
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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で
は
、
時
家
は
伊
豆
に
土
着
す
る
前
は
ど
う
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
京
都
で
治
安
維
持
な
ど
に
あ
た
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
北
条
氏
は
、
京
都
と
の
つ
な
が
り
、
人
脈
で
あ
っ
た
り
、
情
報
収
集
を
す
る
手
段
を
持
つ
一
族
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

（
二
）
北
条
氏
の
本
拠
地

　

北
条
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
伊
豆
国
北
条
は
、
伊
豆
半
島
の
付
け
根
に
位
置
し
ま
す
。
先
ほ
ど
、
北
条
氏
は
在
庁
官
人
（
国
衙
の
役
人
）

で
あ
る
、
と
申
し
ま
し
た
が
、
伊
豆
国
の
国
衙
は
三
島
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、
比
較
的
近
い
場
所
で
す
。

　

伊
豆
半
島
の
真
ん
中
に
は
、
狩
野
川
が
流
れ
て
い
ま
す
が
、
北
条
は
狩
野
川
の
す
ぐ
傍
に
位
置
し
て
お
り
、
河
川
交
通
の
便
の
良
い

と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
伊
豆
半
島
は
、
山
だ
ら
け
の
険
し
い
半
島
で
す
け
れ
ど
も
、
北
条
は
そ
の
中
で
唯
一
の
平
野
部
に
位
置
し
、
農

業
生
産
力
の
高
い
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
南
伊
豆
や
東
伊
豆
の
伊
東
の
方
へ
行
く
に
し
て
も
、
こ
こ
が
中
間
地
点
に
な
っ
て
、
陸
上
交

通
の
要
衝
で
も
あ
る
と
い
う
場
所
を
押
さ
え
て
い
ま
す
。

　

北
条
氏
の
邸
宅
は
、
守
山
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
山
の
麓
に
あ
り
ま
し
た
。
守
山
の
す
ぐ
近
く
に
狩
野
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ

け
川
に
近
い
と
、
便
利
が
良
い
一
方
、
洪
水
の
心
配
が
あ
り
ま
す
が
、
守
山
の
麓
は
微
高
地
で
あ
る
た
め
、
被
害
を
受
け
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
三
）
源
頼
朝
の
配
流

　

源
頼
朝
は
、
今
お
話
し
ま
し
た
伊
豆
国
に
流
罪
と
な
り
ま
し
た
。
き
っ
か
け
は
平
治
の
乱
で
す
。
父
義
朝
が
亡
く
な
り
、
頼
朝
自
身

も
平
家
に
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
平
清
盛
の
継
母
で
あ
る
池
禅
尼
の
助
命
歎
願
も
あ
っ
て
、
命
だ
け
は
助
け
ら
れ
、
伊
豆
に
流
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さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
三
十
四
歳
ま
で
二
十
年
に
及
ぶ
流
民
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
流
罪
か
ら
三
年
後
に
北

条
義
時
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

頼
朝
の
監
視
に
は
、
伊
東
氏
が
当
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
流
人
生
活
は
、
そ
こ
ま
で
不
自
由
な
も
の
で
は
な
く
、
頼
朝
は
伊
東

祐
親
の
三
女
と
の
間
に
男
子
千
鶴
を
儲
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
激
怒
し
た
祐
親
に
よ
っ
て
、
男
子
は
す
ぐ
に
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

『
源
平
盛
衰
記
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
流
人
と
し
て
預
か
っ
て
い
る
源
氏
が
娘
婿
に
な
れ
ば
、
平
家
か
ら
咎
め
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

さ
ら
に
、
祐
親
は
頼
朝
の
命
も
狙
っ
た
た
め
、
頼
朝
は
北
条
氏
の
も
と
に
逃
れ
ま
し
た
。
こ
の
一
件
は
、
頼
朝
が
伊
豆
に
流
さ
れ
て

か
ら
お
よ
そ
十
五
、
六
年
た
っ
た
頃
の
話
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
ご
存
知
の
と
お
り
、
北
条
政
子
と
親
密
な
関
係
と
な
り
、

長
女
の
大
姫
が
誕
生
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
八
月
に
は
、
伊
豆
で
兵
を
挙
げ
、
平
家
家
人
の
山
木
兼
隆
を
討
つ

と
、
伊
豆
を
出
て
東
に
進
み
ま
す
。
石
橋
山
の
合
戦
で
は
負
け
て
し
ま
い
ま
す
が
、
房
総
半
島
に
渡
っ
て
北
上
し
、
味
方
を
増
や
し
て
、

お
よ
そ
二
カ
月
後
、
い
よ
い
よ
鎌
倉
に
入
り
ま
す
。

（
四
）
鎌
倉
入
部
と
町
づ
く
り

　

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
月
、
頼
朝
一
行
が
鎌
倉
に
入
り
ま
し
た
。
と
き
に
義
時
十
八
歳
。

　

こ
こ
で
、「
な
ぜ
頼
朝
は
鎌
倉
を
選
ん
だ
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
結
論
か
ら
申
せ
ば
、
交

通
の
要
衝
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
源
氏
ゆ
か
り
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
は
も
と
も
と
辺
鄙
な
と
こ
ろ
で
、
漁
師
や
農
民
の
ほ
か
に
住
む
者
は
少
な
い
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
が
、

頼
朝
が
入
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
の
編
纂
者
が
、
頼
朝
以
前
と
以
後
の
鎌
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倉
の
変
化
を
劇
的
に
描
こ
う
と
し
た
結
果
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
頼
朝
入
部
以
前
の
鎌
倉
が
決
し
て
辺
鄙
な
場
所
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
鎌

倉
市
内
の
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
明
ら
か
で
す
。

　

昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
か
ら
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
か
け
て
行
わ
れ
た
御
成
小
学
校
（
今
小
路
西
遺
跡
）
の
発
掘
調
査

で
は
、
大
規
模
な
建
物
跡
や
天
平
五
年
（
七
三
三
）
の
銘
を
も
つ
木
簡
が
み
つ
か
り
、
こ
の
場
所
が
古
代
、
鎌
倉
郡
（
現
在
の
鎌
倉
市

と
藤
沢
市
・
逗
子
市
・
横
浜
市
の
一
部
）
の
郡
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
郡
家
に
は
、
支
配
域
の
人
々
が
税
を
納
め
る
た

め
に
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
当
然
、
郡
家
は
辺
鄙
な
場
所
で
は
な
く
、
交
通
の
便
が
良
い
陸
上
交
通
・
河
川
交
通
・
海
上
交
通
の
結
節
点

に
置
か
れ
ま
す
。
鎌
倉
の
場
合
は
、
足
柄
山
を
越
え
て
相
模
国
に
入
り
、
鎌
倉
郡
家
を
通
っ
て
三
浦
半
島
へ
至
り
、
そ
こ
か
ら
海
路
で

房
総
半
島
の
上
総
国
に
向
か
う
古
東
海
道
が
通
っ
て
い
ま
し
た
。
加
え
て
、
古
代
・
中
世
は
、
現
在
よ
り
も
海
が
か
な
り
内
陸
ま
で
入

り
込
ん
で
い
て
、
郡
家
の
目
の
前
ま
で
河
川
が
迫
っ
て
い
ま
し
た
。
か
な
り
郡
家
の
近
く
ま
で
船
で
入
っ
て
き
て
、
税
を
納
め
る
こ
と

が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
河
川
交
通
、海
上
交
通
を
利
用
し
た
便
の
い
い
所
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、頼
朝
は
鎌
倉
を
選
ん
だ
の
で
し
ょ

う
。

　

も
う
一
つ
、
源
氏
ゆ
か
り
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
非
常
に
重
要
で
す
。『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
月
七
日
条
に
は
、

頼
朝
の
父
義
朝
の
屋
敷
が
亀
谷
に
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
天
養
記
』
に
も
、
義
朝
が
鎌
倉
に
楯
（
館
の
こ
と
）
を
持
っ

て
い
た
と
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
義
朝
が
鎌
倉
に
屋
敷
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
、
義
時
と
頼
朝
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま
す
と
、
鎌
倉
に
入
っ
た
翌
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）、
頼
朝
の
寝
所
を
警

護
す
る
十
一
名
が
選
ば
れ
ま
し
た
。『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
選
ば
れ
る
条
件
は
二
つ
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
一
つ
は
、「
弓
箭
に
達
す

る
者
」、
つ
ま
り
弓
矢
が
上
手
な
武
芸
に
優
れ
て
い
る
者
、
も
う
一
つ
は
「
御
隔
心
な
き
者
」、
す
な
わ
ち
頼
朝
と
の
あ
い
だ
に
隔
た
っ

た
心
が
な
い
＝
信
用
で
き
る
者
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
十
一
名
の
筆
頭
に
義
時
は
選
ば
れ
て
お
り
、
頼
朝
の
信
頼
を
得
て
い
た
こ
と
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が
う
か
が
え
ま
す
。

　

ま
た
、
次
男
の
実
朝
が
誕
生
し
た
と
き
に
は
、
頼
朝
が
六
名
の
御
家
人
に
護
り
刀
を
献
上
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
ま
す
。
彼
ら
に
実

朝
の
後
ろ
盾
と
な
っ
て
支
え
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
筆
頭
に
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
の
が
義
時
で
す
。

頼
朝
と
し
て
は
、
次
の
世
代
、
自
分
の
息
子
の
代
を
担
う
中
心
的
人
物
と
し
て
、
義
時
に
期
待
を
懸
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

最
も
頼
朝
が
義
時
に
期
待
を
懸
け
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
は
、
義
時
の
婚
姻
で
す
。『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
義
時
は
一
、
二
年
も

の
あ
い
だ
、「
権
威
無
双
の
女
房
」
で
あ
る
姫
の
前
（
比
企
朝
宗
の
娘
）
に
艶
書
を
送
り
続
け
て
い
た
が
、
全
く
相
手
に
さ
れ
ず
、
見

か
ね
た
頼
朝
が
、
義
時
に
「
絶
対
に
離
縁
し
ま
せ
ん
」
と
い
う
誓
約
書
を
書
か
せ
て
姫
の
前
に
渡
し
、
二
人
の
仲
を
取
り
持
っ
て
結
婚

に
至
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
頼
朝
が
仲
介
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
頼
朝
は
、
長
く
流
人
生
活
を
送
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
大
変
な
時
期
を
支
え
て
く
れ
た
の
が
北
条
氏
と
比
企
氏
で
し
た
。
ゆ
え
に
、
両
氏
が
中
心
と
な
っ
て
、
幕
府
を
運
営
し
、

息
子
た
ち
を
支
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

頼
朝
は
、
比
企
一
族
の
女
性
と
北
条
一
族
の
息
子
義
時
の
婚
姻
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
将
軍
家
を
支
え
る
両
一
族
の
一

体
化
を
図
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
義
時
に
は
、
両
一
族
を
繋
ぐ
架
け
橋
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。
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二
、
武
家
政
権
の
中
枢
へ

　

建
久
十
年
（
一
一
九
九
）
に
頼
朝
が
急
死
す
る
と
（
享
年
五
十
三
）、
次
の
将
軍
に
は
、
長
男
の
頼
家
が
就
任
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、

ま
だ
十
八
歳
で
政
治
の
経
験
も
な
い
こ
と
か
ら
、
将
軍
頼
家
を
有
力
御
家
人
の
十
三
人
が
支
え
て
い
く
体
制
を
設
け
ま
す
。
こ
れ
が
、

大
河
ド
ラ
マ
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
た
「
鎌
倉
殿
の
13
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

十
三
人
の
メ
ン
バ
ー
を
見
ま
す
と
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
ま
す
。
一
つ
が
文
士
（
文
筆
吏
僚
）
の
グ
ル
ー
プ
で
、
大
江
広
元

ら
、
も
と
も
と
京
都
の
朝
廷
で
働
い
て
い
た
官
人
た
ち
で
す
。
も
う
一
つ
が
武
士
の
グ
ル
ー
プ
で
、
比
企
能
員
や
三
浦
義
澄
と
い
っ
た

幕
府
草
創
期
か
ら
頼
朝
を
支
え
て
き
た
五
、
六
十
代
の
御
家
人
た
ち
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
唯
一
親
子
で
入
っ
て
い
る
の

が
北
条
時
政
・
義
時
で
す
。
な
お
か
つ
、
義
時
は
一
人
だ
け
ま
だ
三
十
代
で
す
。

　

従
来
の
研
究
で
は
、「
十
三
人
の
合
議
制
」
と
呼
ば
れ
、
十
三
人
が
集
ま
っ
て
、
将
軍
頼
家
の
代
わ
り
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
決
定

し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
で
は
、
十
三
人
の
う
ち
の
数
名
の
協
議
を
経
て
、
最
終
的
な
判
断
は
頼
家
に
仰
ぐ
と
い
う

シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
十
三
人
の
メ
ン
バ
ー
は
、
誰
が
決
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
頼
朝
の
後
家
で
あ
る
北
条
政
子
が
関
与
し
た
可

能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
頼
朝
の
権
威
を
引
き
継
い
だ
政
子
は
、
将
軍
頼
家
に
対
し
て
も
発
言
権
を
持
ち
ま
す
。
頼
家
の
時
代

に
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
頼
家
を
養
育
し
て
き
た
比
企
氏
が
力
を
持
つ
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
ま
す
の
で
、
牽
制
す
る
と
い
う
意
味
で
も
、

北
条
氏
か
ら
二
名
も
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、こ
の
体
制
は
長
く
は
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
翌
年
に
は
梶
原
景
時
が
失
脚
し
、さ
ら
に
安
達
盛
長
と
三
浦
義
澄
も
亡
く
な
っ
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て
し
ま
い
ま
す
。

（
一
）
比
企
能
員
の
誅
殺
、
北
条
氏
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー

　

比
企
能
員
は
、
夫
婦
で
頼
家
の
乳
母
＝
養
育
者
を
務
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
娘
の
若
狭
局
を
頼
家
に
嫁
し
、
一
幡
と
い
う
男
子
が

誕
生
し
て
い
ま
す
。
比
企
氏
と
し
て
は
、
当
然
、
頼
家
の
次
の
将
軍
に
一
幡
を
考
え
、
大
事
に
育
て
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

先
に
述
べ
た
と
お
り
、頼
朝
は
比
企
一
族
を
重
用
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
流
人
時
代
に
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
比
企
尼（
頼

朝
の
乳
母
）
の
恩
に
報
い
る
た
め
で
し
ょ
う
。
能
員
は
、
比
企
尼
の
甥
に
あ
た
り
ま
す
が
、
養
子
関
係
を
結
ん
で
い
ま
し
た
。
頼
朝
も

能
員
を
重
用
し
、
も
っ
と
も
大
切
な
長
男
頼
家
の
養
育
を
任
せ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
二
代
将
軍
頼
家
の
時
代
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
四
年
後
に
は
頼
家
が
重
病
を
患
い
危
篤
に
陥
り
ま
す
。
早
く
も
次
の
将
軍
を

ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
、
六
歳
の
息
子
一
幡
に
す
る
の
か
、
十
一
歳
に
成
長
し
た
弟
の
千
幡
（
の
ち
の
実
朝
）
に
す
る
の

か
を
め
ぐ
っ
て
、
比
企
氏
と
北
条
氏
は
対
立
し
ま
す
。

　

千
幡
の
乳
母
は
、
政
子
の
妹
の
阿
波
局
と
阿
野
全
成
夫
妻
が
務
め
て
お
り
、
将
軍
外
戚
の
立
場
を
得
る
た
め
に
も
、
北
条
氏
が
千
幡

を
推
す
の
は
当
然
の
こ
と
で
し
た
。
頼
家
が
出
家
し
、
将
軍
職
を
息
子
へ
譲
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
聞
く
と
、
追
い
込
ま
れ
た
北
条

氏
は
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
比
企
氏
の
乱
」
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
す
が
、
実
際
は
北
条
時
政
に
よ
る
ク
ー

デ
タ
ー
で
す
。
能
員
を
名
越
の
邸
宅
に
招
い
て
、
だ
ま
し
討
ち
を
し
て
い
ま
す
。
能
員
が
討
た
れ
た
後
、
比
企
一
族
は
一
幡
の
居
所
で

あ
る
小
御
所
に
集
結
し
ま
す
が
、
政
子
の
命
令
に
よ
っ
て
義
時
や
平
賀
朝
雅
た
ち
が
攻
め
込
ん
で
、
比
企
一
族
は
滅
亡
し
ま
す
。

　

一
幡
の
生
死
に
つ
い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
と
『
愚
管
抄
』
で
相
違
が
あ
り
ま
す
。『
吾
妻
鏡
』
は
、一
幡
は
焼
死
し
た
と
し
ま
す
が
、『
愚

管
抄
』
は
、
取
り
逃
が
し
て
し
ま
い
、
二
カ
月
後
に
義
時
の
手
下
が
見
つ
け
て
殺
し
た
と
書
い
て
い
ま
す
。『
愚
管
抄
』
は
同
時
代
を
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生
き
た
天
台
座
主
慈
円
の
著
作
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
記
述
は
無
視
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
愚
管
抄
』
が
史
実
を
伝
え
る

な
ら
ば
、
比
企
氏
滅
亡
後
、
北
条
氏
は
幼
い
千
幡
を
擁
立
す
る
わ
け
で
す
が
、
最
初
の
二
カ
月
間
は
一
幡
の
行
方
が
わ
か
な
い
不
安
定

な
政
治
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

奇
し
く
も
、
比
企
氏
が
滅
ん
だ
後
、
頼
家
の
体
調
が
回
復
し
ま
す
。
し
か
し
、
す
で
に
千
幡
を
擁
立
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
た

め
、
北
条
氏
は
頼
家
を
伊
豆
国
の
修
善
寺
に
幽
閉
し
ま
し
た
。
し
か
し
、『
吾
妻
鏡
』
や
『
愚
管
抄
』
に
よ
れ
ば
、
頼
家
の
周
辺
に
不

穏
な
動
き
が
あ
る
と
の
噂
が
鎌
倉
に
届
き
、
時
政
の
命
令
に
よ
り
、
義
時
が
手
下
に
命
じ
て
頼
家
を
殺
害
し
ま
し
た
。
義
時
は
、
実
朝

政
権
を
安
定
に
導
く
た
め
と
は
い
え
、
頼
家
・
一
幡
父
子
の
殺
害
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。

（
二
）
源
実
朝
の
擁
立
と
新
体
制

　

将
軍
実
朝
擁
立
の
翌
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
に
は
、
実
朝
と
坊
門
信
清
の
娘
と
の
婚
姻
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
婚
姻
は
、
公

武
融
和
を
考
え
、
幕
府
を
も
取
り
込
み
た
い
後
鳥
羽
院
方
と
、
京
都
と
の
繋
が
り
を
背
景
に
権
力
拡
大
を
ね
ら
う
時
政
・
牧
の
方
夫
妻

の
利
害
が
一
致
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
婚
姻
成
立
の
背
景
に
は
、
後
鳥
羽
院
の
女
房
で
あ
る
藤
原
兼
子
と
牧
の
方
の
尽

力
が
あ
り
ま
し
た
。

　

坊
門
家
か
ら
正
妻
を
迎
え
る
こ
と
が
決
ま
る
と
、
十
月
十
四
日
、
鎌
倉
か
ら
北
条
政
範
（
時
政
・
牧
の
方
の
息
子
）
を
は
じ
め
と
す

る
、多
く
の
御
家
人
が
出
迎
え
の
た
め
に
上
洛
し
ま
し
た
。『
吾
妻
鏡
』は
、入
京
し
た
御
家
人
の
代
表
を
政
範
ひ
と
り
と
し
ま
す
が
、『
仲

資
王
記
』
元
久
元
年
十
一
月
三
日
条
は
「
今
夜
、
遠
江
守
時
政
入
洛
す
と
云
々
」
と
記
し
、
同
月
五
日
条
に
も
「
今
日
卯
剋
、
遠
江
守

時
政
の
男
馬
助
維（
政
範
）政
、
早
世
し
了
ん
ぬ
と
云
々
〈
生
年
十
五
歳
〉。『
去
る
三
日
入
洛
す
と
云
々
。
路
よ
り
病
有
り
。
是
れ
母
』
将
軍
の

北
方
〈
坊
門
大
納
言
の
女
子
〉
を
迎
え
ん
が
た
め
、
数
百
騎
を
相
具
し
上
洛
す
」
と
み
え
ま
す
（『 

』
内
は
墨
の
濃
淡
が
異
な
る
た
め
、
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後
の
加
筆
と
考
え
ら
れ
る
）。
要
す
る
に
、
三
日
の
夜
に
時
政
・
政
範
父
子
が
入
京
し
、
五
日
に
政
範
が
急
逝
し
て
い
る
の
で
す
。
お

そ
ら
く
、
時
政
が
上
洛
し
た
の
は
、
兼
子
や
坊
門
家
の
人
々
に
面
謁
し
、
貴
族
社
会
と
の
繋
が
り
を
深
め
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
政
範
の
急
逝
に
よ
っ
て
、
時
政
は
そ
の
喪
に
服
す
た
め
、
急
ぎ
鎌
倉
へ
戻
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

結
局
、
時
政
不
在
の
中
、
信
清
の
娘
は
、
関
東
に
下
向
し
ま
し
た
。
坊
門
家
の
娘
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
は
、
貴
族
と
の
婚
姻
に

よ
っ
て
、
実
朝
の
権
威
を
補
強
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
よ
り
先
、
坊
門
家
の
娘
の
一
人
（
坊
門
局
）
は
、

後
鳥
羽
院
の
後
宮
に
入
っ
て
頼
仁
親
王
ら
を
出
産
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
実
朝
は
坊
門
家
の
娘
を
正
妻
に
迎
え
る
こ
と
で
、
後

鳥
羽
院
と
義
兄
弟
の
関
係
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
婚
姻
は
、
後
鳥
羽
院
の
意
向
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
幕
府

に
と
っ
て
も
実
朝
の
権
威
づ
け
が
急
務
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
非
常
に
好
都
合
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

婚
姻
の
成
立
に
よ
っ
て
後
鳥
羽
院
は
実
朝
と
義
兄
弟
と
な
り
、
か
つ
坊
門
家
を
介
し
て
、
幕
府
の
実
力
者
で
あ
る
時
政
と
の
関
係
も

深
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
先
に
指
摘
し
た
時
政
自
身
が
上
洛
し
て
い
た
事
実
は
重
要
で
す
。
時
政
の
上
洛
に
は
、
京
都
と
の
繋

が
り
を
強
め
る
こ
と
で
北
条
氏
の
権
威
を
高
め
る
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
前
妻
の
子
で
あ
る
義
時
や
孫
の
泰
時

で
は
な
く
、
後
妻
牧
の
方
と
の
間
に
生
ま
れ
た
政
範
を
同
伴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
後
継
者
が
政
範
で
あ
る
こ
と
を
示
す
意
図

を
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
時
政
の
思
惑
通
り
と
は
い
か
ず
、
実
朝
の
権
威
補
完
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
政
範
の
急
逝
と
い
う
不
測
の
事
態
に
よ
っ

て
、
北
条
氏
の
家
督
は
、
先
妻
の
系
統
、
つ
ま
り
義
時
が
相
続
す
る
こ
と
が
決
定
的
と
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
幕
府
に
お
け

る
時
政
夫
妻
の
政
治
的
立
場
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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（
三
）
父
時
政
と
の
相
克

　

元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）、
牧
氏
の
変
と
も
呼
ば
れ
る
、
平
賀
朝
雅
擁
立
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
北
条
時
政
・
牧
の
方
が

将
軍
実
朝
を
廃
位
し
、
娘
婿
の
平
賀
朝
雅
を
将
軍
に
据
え
よ
う
と
し
た
計
画
で
、
事
前
に
義
時
や
政
子
の
耳
に
情
報
が
入
っ
た
た
め
、

未
然
に
防
が
れ
ま
し
た
。『
愚
管
抄
』
に
よ
れ
ば
、
政
子
は
す
ぐ
に
義
時
や
三
浦
義
村
た
ち
に
命
じ
て
、
時
政
邸
に
居
た
実
朝
の
身
柄

を
義
時
邸
に
移
し
て
確
保
し
、
そ
の
う
え
で
父
親
で
あ
る
時
政
に
隠
退
を
迫
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
時
代
は
親
権
が
絶
対
で
す
。
子
が
親
を
追
放
す
れ
ば
、
親
不
孝
と
し
て
御
家
人
た
ち
か
ら
の
信
頼
を
失
い
か
ね
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
将
軍
実
朝
の
命
令
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
、
時
政
に
出
家
・
隠
退
を
迫
り
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
信
頼
を
失
う
こ
と

な
く
、
時
政
を
政
治
の
第
一
線
か
ら
退
か
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
考
え
ま
す
。

　
『
愚
管
抄
』
に
は
、「
実
朝
か
世
に
ひ
し
と
成
て
沙
汰
し
け
り
」、「
此
い
も
う
と
せ
う
と
し
て
関
東
を
ば
を
こ
な
い
て
有
け
り
」
と
あ

り
、
完
全
に
実
朝
の
時
代
と
な
り
、
政
子
と
義
時
が
幕
府
政
治
を
主
導
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
北
条
政

子
・
義
時
姉
弟
を
中
心
と
し
た
幕
府
運
営
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

三
、
源
実
朝
の
時
代

（
一
）
実
朝
と
義
時

　

義
時
が
実
朝
を
支
え
、
政
治
を
主
導
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
四
十
三
歳
の
と
き
で
す
。
一
般
に
、
将
軍
実
朝
と
執
権
義
時
は
対
立

関
係
に
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
義
時
が
黒
幕
と
な
っ
て
実
朝
を
殺
し
、
実
権
を
握
ろ
う
と
考
え
た
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

将
軍
と
執
権
は
も
ち
ろ
ん
対
立
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
相
互
に
補
完
す
る
、
協
調
関
係
に
あ
り
ま
す
。
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例
え
ば
、
将
軍
実
朝
は
、
非
常
に
病
弱
な
体
質
で
し
た
。
今
の
天
然
痘
に
あ
た
る
疱ほ
う

瘡そ
う

に
か
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
承
元
二
年

（
一
二
〇
八
）、
十
八
歳
の
と
き
の
話
で
す
が
、
か
な
り
深
刻
な
容
態
で
生
死
を
さ
ま
よ
い
ま
し
た
。『
吾
妻
鏡
』
に
は
、
何
と
か
回
復

は
し
た
け
れ
ど
も
、
実
朝
は
「
疱
瘡
の
跡
」
を
は
ば
か
り
、
三
年
も
の
あ
い
だ
、
鶴
岡
八
幡
宮
な
ど
へ
の
参
詣
を
控
え
た
、
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
「
疱
瘡
の
跡
」
を
気
に
し
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
目
で
見
て
分
か
る
場
所
に
跡
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
顔
面
に

か
な
り
の
傷
跡
が
残
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
本
来
、
将
軍
は
幕
府
の
代
表
と
し
て
鶴
岡
八
幡
宮
に
参
詣
し
、
関
東
の
安
泰
を

祈
る
役
割
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
責
務
を
果
た
せ
な
い
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
の
で
す
。
こ
の
難
局
を
い
か
に
し
て
乗
り
切
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。『
吾
妻
鏡
』
を
み
ま
す
と
、
将
軍
の
代
理
と
し
て
奉
幣
使
を
遣
わ
し
て
い
ま
す
。
奉
幣
使
に
は
、
義
時
や
大
江
広
元
が

選
ば
れ
て
い
ま
す
。
実
朝
の
代
わ
り
を
つ
と
め
る
こ
と
で
、
こ
の
非
常
事
態
を
乗
り
切
っ
た
の
で
し
た
。

　

ま
た
、
実
朝
は
病
弱
な
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
初
代
将
軍
頼
朝
の
と
き
と
比
べ
る
と
、
武
芸
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、

武
家
の
棟
梁
が
武
芸
を
軽
ん
じ
る
な
ど
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
す
。
実
朝
が
弓
馬
へ
の
関
心
を
棄
て
、
御
家
人
た
ち
の
心
が
将
軍
か
ら

離
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
た
義
時
は
、
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
十
一
月
、
将
軍
実
朝
臨
席
の
も
と
切
的
を
開
催
し
ま
す
。
さ
ら

に
、
終
了
後
の
酒
宴
の
席
で
は
、
広
元
と
と
も
に
、
実
朝
の
御
前
で
、
幕
府
の
存
在
意
義
は
武
芸
を
専
ら
に
し
、
朝
廷
を
警
固
す
る
こ

と
で
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。
実
朝
が
将
軍
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
果
た
せ
ず
、
義
時
や
広
元
が
幕
府
や
将
軍
の
存
在
意
義
を
改
め

て
確
認
し
た
事
実
は
、
幕
府
が
不
安
定
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
す
。
義
時
や
広
元
が
、
病
弱
な
実
朝
を
支
え
て
い

た
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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（
二
）
和
田
合
戦

　

父
時
政
の
隠
退
後
、
幕
府
運
営
を
主
導
す
る
義
時
に
と
っ
て
最
も
有
力
な
対
抗
者
と
な
っ
た
の
が
和
田
義
盛
で
す
。
義
時
は
、
政
所

別
当
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
御
家
人
統
制
の
要
で
あ
る
侍
所
は
、
依
然
と
し
て
義
盛
が
掌
握
し
て
い
ま
し
た
。
年
齢
的
に
も
義
時
の
十

六
歳
年
長
で
あ
り
、
梶
原
氏
を
弾
糾
し
た
際
に
は
、
連
署
状
の
披
露
を
躊
躇
す
る
大
江
広
元
を
恫
喝
し
、
侍
所
別
当
の
権
力
の
一
元
化

に
成
功
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
梶
原
氏
・
比
企
氏
・
畠
山
氏
な
ど
の
有
力
御
家
人
が
滅
び
、
頼
朝
の
死
後
相
次
い
で
安
達
盛
長
・

千
葉
常
胤
・
三
浦
義
澄
と
い
っ
た
草
創
期
以
来
の
重
鎮
た
ち
が
死
去
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
義
盛
の
存
在
は
相
対
的
に
増
し
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

義
時
と
義
盛
の
対
立
が
表
面
化
し
た
契
機
は
、
泉
親
衡
の
乱
で
す
。
信
濃
国
の
武
士
で
あ
る
泉
親
衡
が
中
心
と
な
っ
て
、
義
時
を
殺

害
、
実
朝
を
廃
位
し
、
頼
家
の
遺
児
で
あ
る
千
寿
丸
を
新
し
く
擁
立
す
る
こ
と
を
企
ん
で
い
た
こ
と
が
発
覚
し
ま
す
。
そ
の
企
み
に
関

わ
っ
て
い
た
者
た
ち
も
次
々
に
明
ら
か
と
な
り
、
そ
の
中
に
は
比
企
氏
の
残
党
や
、
和
田
義
盛
の
息
子
や
甥
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
事
態
を
受
け
て
、
和
田
義
盛
は
す
ぐ
に
将
軍
御
所
の
実
朝
の
も
と
に
行
き
、
弁
明
し
て
許
し
を
得
ま
す
が
、
義
時
は
和
田
一
族

を
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
身
の
命
を
狙
わ
れ
、
支
え
て
き
た
将
軍
実
朝
に
も
危
害
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
当
然
で

す
。
御
所
で
、
和
田
一
族
を
討
つ
べ
き
で
あ
る
と
評
議
を
し
ま
す
。

　

義
時
側
の
動
き
を
察
し
た
義
盛
は
、
先
手
を
打
っ
て
挙
兵
し
、
将
軍
実
朝
の
身
柄
を
確
保
し
よ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
同
じ
三
浦

一
門
で
あ
る
三
浦
義
村
の
裏
切
り
に
遭
い
、
実
朝
の
身
柄
を
確
保
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
結
局
、
将
軍
が
味
方
を
し
た
方

が
正
当
性
を
帯
び
官
軍
に
な
り
ま
す
の
で
、
和
田
方
は
賊
軍
と
な
っ
て
滅
び
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
義
時
は
政
所
別
当

に
加
え
、
義
盛
が
持
っ
て
い
た
侍
所
別
当
の
職
を
も
得
て
、
北
条
氏
の
基
盤
を
盤
石
な
も
の
と
し
ま
し
た
。
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四
、
承
久
の
乱
で
の
勝
利

（
一
）
実
朝
の
暗
殺

　

和
田
義
盛
を
滅
ぼ
し
た
義
時
で
す
が
、
今
度
は
将
軍
実
朝
の
暗
殺
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
建
保
七
年
（
一
二
一
九
）
正
月
、
実
朝
は

鶴
岡
八
幡
宮
に
右
大
臣
拝
賀
に
行
き
、
石
段
を
降
り
た
と
こ
ろ
で
、
頼
家
の
息
子
で
あ
り
、
甥
に
あ
た
る
公
暁
に
殺
さ
れ
ま
す
。
こ
の

暗
殺
事
件
に
つ
い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
と
『
愚
管
抄
』
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
、
義
時
は
実
朝
の
そ
ば
近
く
で
太
刀
を
持
つ
御
剣
役
で
し
た
が
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
楼
門
を
通
り
抜
け
た

と
こ
ろ
で
体
調
が
悪
く
な
り
、
自
邸
に
戻
り
ま
し
た
。
義
時
の
代
役
を
務
め
た
源
仲
章
が
義
時
と
誤
っ
て
殺
さ
れ
、
義
時
は
そ
の
場
に

居
な
か
っ
た
た
め
命
を
救
わ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
あ
ま
り
に
義
時
に
都
合
の
良
い
展
開
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時

代
の
こ
ろ
か
ら
新
井
白
石
ら
に
よ
り
、
事
件
の
黒
幕
は
義
時
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
歴
史
小
説
家
の
永
井
路
子
さ
ん
が
出
し
た
三
浦
義
村
黒
幕
説
も
あ
り
ま
す
。
義
村
の
妻
が
公
暁
の
乳
母
で
あ
る
こ
と
と
、

義
村
も
右
大
臣
拝
賀
の
供
奉
人
の
中
に
名
前
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
義
村
が
裏
で
公
暁
を
操
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘

で
す
。
い
ず
れ
も
『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
に
依
拠
し
て
い
る
説
で
す
。

　

次
に
『
愚
管
抄
』
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。『
愚
管
抄
』
に
も
、
義
時
は
御
剣
役
で
あ
っ
た
と
み
え
ま
す
が
、
義
時
は
門
前
で
待
機
し
、

石
段
の
上
の
本
宮
に
は
同
行
し
な
か
っ
た
と
記
す
点
は
、
異
な
り
ま
す
。
実
朝
は
本
宮
で
の
拝
賀
を
終
え
、
石
段
を
下
り
た
と
こ
ろ
で

襲
わ
れ
ま
す
の
で
、
義
時
は
事
件
現
場
に
遭
遇
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、『
吾
妻
鏡
』
と
は
話
が
全
く
違
っ
て
き
ま
す
。

　

実
朝
暗
殺
事
件
に
つ
い
て
、
慈
円
は
、
右
大
臣
拝
賀
に
参
列
し
て
い
た
平
光
盛
（
頼
盛
の
息
子
）
か
ら
様
子
を
聞
い
て
『
愚
管
抄
』
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を
書
い
て
い
ま
す
。
実
際
の
現
場
に
居
た
人
か
ら
聞
い
た
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
、
か
な
り
信
用
で
き
る
内
容
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、『
愚
管
抄
』
に
基
づ
い
て
実
朝
暗
殺
事
件
を
読
み
解
く
と
、
義
時
は
目
の
前
で
発
生
し
た
実
朝
の
暗
殺
、
つ
ま
り
武

家
の
棟
梁
の
殺
害
を
易
々
と
許
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
当
時
の
貴
族
た
ち
か
ら
は
、「
武
家
の
首
長
が
簡
単
に
殺
さ
れ
る
と
は
、

周
囲
の
武
士
た
ち
は
何
を
や
っ
て
い
た
の
だ
」
と
い
う
批
判
の
声
も
挙
が
っ
て
い
ま
し
た
。
実
朝
を
目
の
前
で
失
っ
た
こ
と
は
、
義
時

の
生
涯
で
最
大
の
失
態
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
、『
吾
妻
鏡
』
の
編
纂
者
は
こ
の
史
実
を
知
っ
て
い
た
も
の
の
、
義
時

の
失
態
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
実
は
自
邸
に
戻
り
、
そ
の
場
に
は
居
な
か
っ
た
と
い
う
創
作
が
生
ま
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
暗
殺
事
件
の
黒
幕
は
お
ら
ず
、
強
い
野
心
を
持
つ
公
暁
の
単
独
行
動
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
方
が
主
流
に
な
っ
て
い
ま

す
。

（
二
）
公
武
関
係
の
危
機

　

後
鳥
羽
院
と
将
軍
実
朝
は
非
常
に
親
し
く
、
公
武
融
和
の
時
代
を
迎
え
て
い
ま
し
た
が
、
実
朝
が
急
死
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
武

関
係
に
も
歪
み
が
生
じ
ま
す
。
最
大
の
問
題
は
、
次
の
将
軍
の
選
出
で
す
。
実
朝
暗
殺
の
前
年
、
実
朝
に
実
子
が
い
な
い
た
め
、
北
条

政
子
は
上
洛
し
て
、
次
の
将
軍
と
し
て
後
鳥
羽
院
の
皇
子
を
迎
え
た
い
旨
を
相
談
し
、
内
諾
を
得
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
朝
暗
殺

後
、
後
鳥
羽
院
は
皇
子
下
向
を
拒
否
し
、
結
局
、
こ
の
交
渉
は
不
調
に
終
わ
り
ま
し
た
。

　

最
終
的
に
は
、
後
鳥
羽
院
が
渋
々
認
め
る
か
た
ち
で
、
貴
族
の
九
条
家
か
ら
三
寅
を
将
軍
と
し
て
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ

の
一
件
を
も
っ
て
、
後
鳥
羽
院
と
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
き
ま
す
。
二
歳
の
子
が
政
治
を
行
え
る
わ
け
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
三
寅
が

成
長
す
る
ま
で
は
政
子
が
実
質
的
な
将
軍
と
し
て
幕
府
を
導
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
義
時
は
尼
将
軍
政
子
を
補
佐
し
ま
し
た
。
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さ
ら
に
、
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
三
寅
の
下
向
を
知
っ
た
源
頼
茂
と
い
う
武
士
が
、
源
氏
一
門
の
自
分
こ
そ
が
将
軍
に
な
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
野
心
を
抱
き
、
後
鳥
羽
院
に
対
し
て
、
自
分
を
次
の
将
軍
と
し
て
承
認
す
る
よ
う
迫
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
う

ま
く
い
か
ず
、
あ
ろ
う
こ
と
か
大
内
裏
に
火
を
か
け
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
仁
寿
殿
な
ど
い
く
つ
か
の
建
物
が
焼
け
て
、
中
に
あ
っ
た
王
家
の
宝
物
も
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
相
当
な
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
た
後
鳥
羽
院
の
幕
府
へ
の
不
満
は
頂
点
に
達
し
て
い
ま
し
た
。

（
三
）
承
久
の
乱
の
勃
発

　

こ
う
し
て
実
朝
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
二
年
後
、
承
久
の
乱
が
勃
発
し
ま
す
。
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
五
月
十
五
日
、
北
条
義
時
追

討
宣
旨
が
全
国
の
武
士
に
向
け
て
出
さ
れ
、
後
鳥
羽
院
は
挙
兵
し
ま
す
。
挙
兵
の
知
ら
せ
は
、
十
九
日
に
は
鎌
倉
に
届
き
ま
し
た
。

　

後
鳥
羽
院
は
、
義
時
追
討
宣
旨
お
よ
び
院
宣
を
押
松
と
い
う
下
人
に
託
し
、
鎌
倉
の
有
力
御
家
人
た
ち
に
手
渡
す
こ
と
を
考
え
て
い

ま
し
た
。
義
時
の
弟
で
あ
る
北
条
時
房
や
、
三
浦
義
村
な
ど
八
名
に
配
れ
ば
、
中
に
は
義
時
を
裏
切
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
の
で
す
。
し
か
し
、
押
松
は
鎌
倉
に
入
っ
て
す
ぐ
に
捕
ま
り
、
計
画
通
り
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

北
条
政
子
の
演
説
は
非
常
に
有
名
で
す
。
政
子
自
身
が
多
く
の
御
家
人
た
ち
の
前
で
演
説
し
て
い
る
印
象
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
政
子
自
身
は
御
簾
の
奥
に
控
え
、
側
近
の
安
達
景
盛
が
政
子
の
詞
を
代
読
し
て
い
ま
す
。
演
説
の
後
に
は
、

義
時
や
大
江
広
元
が
集
ま
り
、
会
議
が
開
か
れ
ま
し
た
。
箱
根
・
足
柄
の
関
で
迎
え
撃
つ
と
い
う
案
も
あ
り
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
、

す
ぐ
に
攻
め
上
る
こ
と
に
決
ま
り
、
東
海
道
・
東
山
道
・
北
陸
道
の
三
手
に
分
か
れ
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。『
承
久
記
』

に
は
、
最
終
的
に
軍
勢
は
十
九
万
ま
で
増
え
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
本
当
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
次
第
に
数
を
増

や
し
な
が
ら
、
大
軍
で
京
に
押
し
寄
せ
た
こ
と
は
確
か
で
し
ょ
う
。
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墨
俣
の
戦
い
や
瀬
田
の
戦
い
、
宇
治
川
の
戦
い
で
勝
利
し
た
幕
府
軍
は
、
六
月
十
五
日
、
洛
中
に
入
り
ま
す
。
承
久
の
乱
と
い
う
と
、

幕
府
方
が
圧
勝
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
よ
く
持
た
れ
ま
す
が
、
実
は
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
宇
治
川
の
戦
い
の
場
合
、
京
方
は
二

百
五
十
五
人
の
死
者
が
出
て
い
ま
す
が
、
幕
府
軍
（
北
条
泰
時
軍
）
も
負
傷
者
百
四
十
四
人
、
死
者
九
十
六
人
と
い
う
こ
と
で
、
勝
利

は
し
た
も
の
の
、
か
な
り
の
犠
牲
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

時
房
は
京
都
の
東
か
ら
、
泰
時
は
南
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
洛
中
に
入
り
ま
し
た
。
後
鳥
羽
院
は
降
伏
し
、
京
方
の
武
士
た
ち
を
見
捨
て

て
追
討
宣
旨
を
撤
回
し
ま
し
た
。
鎌
倉
に
留
ま
っ
て
い
た
義
時
の
も
と
に
も
、
す
ぐ
に
戦
勝
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
安
堵
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

こ
の
承
久
の
乱
は
、
先
ほ
ど
の
坂
口
太
郎
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
す
ご
く
意
味
の
あ
る
戦
い
で
、
負
け
た
方
の
京
方
は
承
久

の
乱
で
の
敗
北
を
長
く
恨
み
、
リ
ベ
ン
ジ
の
機
会
を
狙
い
、
の
ち
の
幕
府
滅
亡
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
え
ま
す
。

　

承
久
の
乱
後
に
は
、
政
子
・
義
時
主
導
で
戦
後
処
理
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
後
鳥
羽
院
の
配
流
や
皇
位
継
承
権
へ
の
介
入
、
参
戦
し
た

貴
族
・
武
士
の
所
領
没
収
な
ど
、
前
代
未
聞
の
粛
清
を
武
士
が
行
っ
た
の
で
す
。
本
来
、
天
皇
の
選
任
権
は
、
治
天
の
君
だ
け
に
与
え

ら
れ
た
権
限
で
し
た
が
、
そ
こ
に
幕
府
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
近
世
以
降
、
義
時
は
「
不
忠
の
臣
」
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
承
久
の
乱

と
そ
の
戦
後
処
理
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
最
後
の
「
第
五
章
」
で
は
、
義
時
の
死
を
め
ぐ
る
問
題
と
後
世
の
評
価
に
つ
い

て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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五
、
死
を
め
ぐ
る
謎
と
後
世
の
評
価

（
一
）
死
を
め
ぐ
る
謎
と
墓
所

　

義
時
は
承
久
の
乱
の
三
年
後
、
貞
応
三
年
（
一
二
二
四
）
六
月
十
三
日
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
死
因
は
史
料
に
よ
っ
て
異
な
り
、『
吾

妻
鏡
』
に
は
病
死
、『
保
暦
間
記
』
に
は
他
殺
、『
明
月
記
』
に
は
毒
殺
と
書
い
て
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
毒
殺
説
が
有
力
視

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

亡
く
な
っ
た
時
の
様
子
を
も
っ
と
も
詳
し
く
記
す
の
は
、『
吾
妻
鏡
』
で
す
。
亡
く
な
る
前
日
の
記
事
に
は
、「
義
時
は
、
日
ご
ろ
心

身
を
悩
ま
せ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
は
危
篤
に
陥
っ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

亡
く
な
る
当
日
の
記
事
に
は
、「
日
頃
、
脚
気
の
上
、
霍
乱
計
会
す
と
云
々
」
と
あ
り
、
脚
気
と
暑
気
あ
た
り
が
重
な
り
亡
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

坂
口
さ
ん
の
お
話
の
な
か
で
、
晩
年
の
後
宇
多
天
皇
が
脚
気
の
た
め
に
起
き
上
が
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し

た
が
、
義
時
も
下
半
身
が
む
く
ん
で
し
ま
う
脚
気
を
患
い
、
さ
ら
に
暑
気
あ
た
り
も
重
な
っ
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

こ
こ
で
義
時
の
死
因
に
関
す
る
新
出
史
料
を
ご
紹
介
し
ま
す
。「
湛
睿
説
草
」
と
言
う
聖
教
で
、
称
名
寺
の
別
当
で
あ
る
湛
睿
と
い

う
僧
侶
が
書
き
残
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
な
か
に
、
義
時
の
四
十
九
日
法
要
の
際
の
表
白
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

表
紙
か
ら
、
貞
応
三
年
閏
七
月
二
日
、
名
越
朝
時
が
父
義
時
の
四
十
九
日
の
法
要
を
主
催
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
実
は
、
こ
の

表
白
の
な
か
に
、義
時
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
痛
み
が
あ
っ
て
、床
に
伏
し
が
ち
だ
っ
た
が
亡
く
な
っ
た
」

と
い
う
こ
と
で
す
。「
痛
み
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
の
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
踏
ま
え
ま
す
と
、
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脚
気
に
よ
る
脚
の
痛
み
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ゆ
え
に
、
立
ち
上
が
る
こ
と
が
難
し
く
、
床
に
伏
し
が
ち
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
以
上
よ
り
、
私
は
義
時
は
病
気
で
亡
く
な
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

義
時
の
死
か
ら
二
カ
月
後
、
墓
所
と
し
て
法
華
堂
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
重
要
な
の
は
、
義
時
法
華
堂
が
建
立
さ
れ
た
場
所
で
す
。

そ
れ
は
、
初
代
将
軍
源
頼
朝
の
法
華
堂
の
東
隣
で
し
た
。

　

幕
府
の
創
始
者
で
あ
る
将
軍
頼
朝
の
隣
に
、
一
家
臣
で
あ
る
義
時
が
葬
ら
れ
た
の
で
す
。
尼
将
軍
政
子
の
差
配
に
よ
る
も
の
で
し
ょ

う
。
お
そ
ら
く
、
政
子
と
し
て
は
、
義
時
を
権
威
化
し
、
頼
朝
と
並
び
得
る
ほ
ど
の
別
格
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
法
華
堂
の
位

置
で
、
目
に
見
え
る
形
で
示
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
承
久
の
乱
の
勝
者
で
あ
り
、
武
家
政
権
の
礎
を
築
い
た
義
時
は
、
当

時
か
ら
幕
府
の
保
護
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
の
で
す
。

（
二
）
北
条
泰
時
へ
の
継
承

　

尼
将
軍
政
子
は
、
義
時
法
華
堂
の
建
立
の
他
に
、
義
時
の
後
継
者
問
題
に
も
関
与
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
伊
賀
氏
事
件
と
も
呼
ば

れ
る
一
件
で
す
。
政
子
と
し
て
は
、
北
条
氏
の
家
督
お
よ
び
執
権
職
を
義
時
の
長
男
で
あ
る
泰
時
に
継
が
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た

が
、
義
時
後
妻
の
伊
賀
の
方
は
、
実
子
で
あ
る
政
村
を
据
え
た
い
と
考
え
た
た
め
、
対
立
が
生
じ
ま
し
た
。

　

政
村
の
烏
帽
子
親
は
三
浦
義
村
で
、
政
村
の
「
村
」
は
義
村
の
一
字
を
拝
領
し
て
い
ま
す
。
伊
賀
の
方
の
周
辺
に
不
審
な
動
き
が
あ

る
こ
と
を
察
し
た
政
子
は
、
義
村
に
対
し
、「
ど
う
も
怪
し
い
動
き
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
承
久
の
乱
で
幕
府
方
が
勝
っ
た
の
は
、
泰
時

の
功
績
で
あ
る
。
次
は
泰
時
が
継
ぐ
べ
き
な
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
も
泰
時
に
忠
誠
を
誓
い
な
さ
い
」
と
迫
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
翌

日
に
は
泰
時
の
も
と
に
行
き
、
義
村
ら
有
力
御
家
人
た
ち
を
呼
び
だ
し
て
、
後
継
者
は
泰
時
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
伊
賀
一
族
を
流

罪
に
処
し
ま
し
た
。
政
治
家
政
子
は
、
泰
時
政
権
へ
の
道
を
拓
き
、
こ
の
翌
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
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（
三
）
揺
れ
る
義
時
評

　

最
後
に
義
時
の
死
後
の
評
価
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
最
初
に
、
日
蓮
に
よ
る
評
価
で
す
。
日
蓮
は
、
義
時
の
こ
と
を
「
国
主
」
と

表
現
し
、「
文
武
極
め
尽
く
せ
し
人
」
と
し
て
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
蓮
は
頼
朝
と
義
時
を
並
べ
て
書
く
こ
と
も

多
い
で
す
。
例
え
ば
、「
右
大（

頼
朝
）将
家
、
権（
義
時
）の
太
夫
は
、
正
直
の
頂
、
八
幡
大
菩
薩
の
住
む
百
王
の
う
ち
な
り
」
と
あ
り
、
二
人
の
政
権

掌
握
を
肯
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
が
義
時
を
頼
朝
に
匹
敵
す
る
人
物
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
は
、
非
常
に
興
味
深

い
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
冒
頭
で
武
内
宿
禰
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
死
後
二
十
年
、
三
十
年
経
っ
た
頃
か
ら
、
義
時
は
神
格
化
さ
れ
ま
す
。『
古
今
著

聞
集
』
と
い
う
、
京
都
で
成
立
し
た
説
話
集
や
、『
平
政
連
諌
草
』
と
い
う
、
鎌
倉
で
成
立
し
た
史
料
に
も
、
義
時
は
武
内
宿
禰
の
再
誕
、

す
な
わ
ち
神
格
化
さ
れ
た
存
在
と
し
て
登
場
し
ま
す
。

　

細
川
重
男
さ
ん
は
、
義
時
は
承
久
の
乱
を
平
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
頼
朝
と
と
も
に
武
家
の
創
始
者
と
し
て
評
価
さ
れ
た
、
ゆ
え

に
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
室
町
幕
府
の
義
時
観
で
す
。
室
町
幕
府
は
京
都
に
置
か
れ
ま
す
が
、
最
初
は
、
鎌
倉
に
置
く
べ
き
か
、
京
都
に
置
く
べ
き
か

議
論
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
問
答
を
み
ま
す
と
、
鎌
倉
派
の
意
見
と
し
て
「
頼
朝
が
初
め
て
御
所
を
構
え
、
義
時
が
承
久
の
乱

に
勝
利
し
て
天
下
を
支
配
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
武
家
に
と
っ
て
鎌
倉
は
縁
起
の
い
い
場
所
で
す
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
幕

府
滅
亡
後
も
、
武
家
政
権
の
創
始
者
は
頼
朝
と
義
時
で
あ
り
、
承
久
の
乱
が
人
々
の
記
憶
に
強
く
残
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

次
に
、南
北
朝
期
の
評
価
で
す
。
北
畠
親
房
の
著
し
た
『
神
皇
正
統
記
』
を
み
ま
す
と
、武
家
政
権
に
対
す
る
不
満
は
も
ち
ろ
ん
持
っ

て
い
ま
し
た
が
、
義
時
個
人
に
対
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
後
鳥
羽
院
が
挙
兵
し
て
攻
め
て
き
た
た
め
、
義
時
は
そ
れ
に
対
し
て
兵
を
挙

げ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
後
鳥
羽
院
を
批
判
し
て
い
ま
す
。
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し
か
し
、
近
世
以
降
、
義
時
は
強
く
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
も
っ
と
も
辛
辣
な
の
は
、
新
井
白
石
の
『
読
史
余
論
』
で
す
。

「
本
朝
古
今
第
一
等
の
小
人
物
」
と
批
判
し
、「
後
鳥
羽
院
を
配
流
に
処
し
た
不
忠
の
臣
で
あ
り
、
そ
ん
な
悪
い
や
つ
だ
か
ら
、
将
軍
実

朝
を
殺
し
た
の
も
き
っ
と
義
時
に
違
い
な
い
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
勝
海
舟
は
『
氷
川
清
話
』
の
な
か
で
、
義
時
を
「
不
忠
の
名
を
甘
ん
じ
て
受
け
、
自
身
を
犠
牲
に
し
、
国
家
に
尽
く
」

し
た
人
物
で
あ
る
と
捉
え
、「
幕
府
瓦
解
の
際
（
江
戸
城
無
血
開
城
の
と
き
の
こ
と
）
に
は
、
せ
め
て
義
時
に
嗤わ

ら

わ
れ
な
い
よ
う
、
幾

度
も
心
を
引
き
締
め
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
勝
海
舟
は
、
義
時
が
後
世
批
判
さ
れ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
朝
廷
と
戦
っ
た
と
捉
え
、

自
身
も
の
ち
に
逆
臣
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
せ
め
て
義
時
に
笑
わ
れ
な
い
よ
う
に
無
血
開
城
を
成
し
遂
げ

た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
歴
史
の
教
科
書
に
承
久
の
乱
や
義
時
も
登
場
し
ま
す
が
、
戦
争
が
始
ま
り
ま
す
と
、
天
皇
の
神
格
化
が
進
ん

で
い
き
ま
す
の
で
、
後
鳥
羽
院
を
流
し
た
義
時
は
、「
不
忠
の
臣
」
の
代
表
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
一
九
四
〇
年
代

に
な
っ
て
く
る
と
登
場
さ
え
せ
ず
、
承
久
の
乱
も
義
時
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。　

　

義
時
の
評
価
は
、
社
会
状
況
や
評
価
す
る
側
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
、
義
時
の
人
物
像
に
触
れ
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
人
柄
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
な
か
な
か
残
っ
て

い
な
い
の
で
す
が
、
真
面
目
で
有
能
な
政
治
家
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
義
時
が
こ
れ
だ
け
権
力
を
握
る
こ
と

が
で
き
た
要
因
と
し
て
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、
頼
朝
の
後
家
で
あ
る
姉
政
子
の
存
在
で
す
。
頼
朝
の
権
威
を
引
き
継
い
だ
政
子
の
力
を
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背
景
に
、
義
時
は
実
務
に
奔
走
し
、
政
争
を
勝
ち
抜
き
ま
し
た
。

　

義
時
は
、
悪
く
言
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、
義
時
の
生
き
た
時
代
と
い
う
の
は
、
実
朝
暗
殺
に
よ
り
源
氏
将
軍
の
血
が
途
絶

え
、
承
久
の
乱
で
朝
廷
と
戦
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
鎌
倉
時
代
お
よ
そ
百
五
十
年
の
な
か
で
も
か
な
り
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
の

で
す
。
し
か
し
、こ
の
難
局
を
見
事
乗
り
越
え
、幕
府
が
瓦
解
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
義
時
は
、「
幕
府
の
保
護
者
」
で
あ
っ

た
と
評
価
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　

北
条
氏　

鎌
倉
幕
府　

武
家
政
権


