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磐
時
代
の
政
治
体
制
あ
る
い
は
磐
武
士
社
会
の
体
制
を
考
察
す
る
ミ
つ
ね
に
；
の
重
要
な
課
題
・
し
て
提
示
・
れ
・
も
匹

の
が
、
こ
の
時
代
の
い
わ
ゆ
る
御
家
人
制
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
政
治
の
体
制
的
基
礎
と
し
て
、
こ
の
御
家
人
体
制
が
存
在
し
た
こ
と
　
　
一

は
、
す
で
に
疑
問
の
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
鎌
倉
時
代
の
御
家
人
と
は
、
沙
汰
未
練
書
に
、
　
「
往
昔
以
来
、
為

開
発
領
主
、
賜
武
家
御
下
文
人
事
也
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
準
拠
し
て
、
開
発
領
主
（
根
本
領
主
）
、
す
な
わ
ち
私
領
の
実
際

の
開
発
者
ま
た
は
そ
の
末
高
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
領
（
根
本
私
領
）
を
鎌
倉
将
軍
か
ら
安
堵
さ
れ
、
主
従
関
係
の
も
と
に
結
合
さ
れ
た

人
々
と
解
す
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
根
本
私
領
を
有
す
る
御
家
人
を
組
織
し
た
、
鎌
倉
武
家
社
会
に
お
け
る
全
体
制
が
、
御
家
人

制
あ
る
い
は
御
家
人
制
度
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
御
家
人
制
に
関
す
る
こ
の
理
解
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
必
ず
し
も
誤
り
で
は
な
い
し
、
私
自
身
も
、
そ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と

に
、
こ
れ
ま
で
御
家
人
制
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
な
っ
て
来
た
。
た
と
え
ぽ
、

　
「
頼
朝
が
そ
の
御
家
人
た
る
地
方
の
武
士
（
H
領
主
層
）
を
主
従
関
係
の
理
念
の
も
と
に
、
封
建
的
に
組
織
し
た
形
態
を
御
家
人
制
と
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い
う
。
こ
の
御
家
人
制
は
、
武
士
社
会
に
発
達
し
て
き
た
主
従
制
と
所
領
の
恩
給
制
と
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
頼
朝
は
そ

　
の
政
権
の
首
長
の
地
位
に
立
っ
た
と
き
、
御
家
人
の
身
分
を
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
質
的
に
は
私
的
な
も
の
な
が
ら
、
一
つ

　
の
社
会
体
制
と
し
て
、
御
家
人
制
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
L

と
い
う
よ
う
な
説
明
で
あ
加
・
し
か
し
こ
の
叙
述
に
し
て
も
自
ら
省
み
て
、
か
な
り
不
明
確
な
点
を
含
ん
で
い
る
・
と
を
認
め
ね
ぽ
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
・
御
家
人
制
が
如
何
な
る
時
点
に
お
い
て
、
一
つ
の
制
度
と
し
て
確
立
し
た
か
、
あ
る
い
は
、
果
し
て
こ
の
制
度

の
本
質
が
、
私
的
主
従
関
係
に
あ
る
も
の
か
否
か
、
さ
ら
に
は
こ
の
御
家
人
制
が
、
幕
府
の
地
頭
制
度
と
い
か
な
る
相
関
々
係
を
も
つ

の
で
あ
る
か
、
な
お
、
多
く
の
疑
問
点
が
生
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
疑
問
点
の
中
で
、
と
く
に
御
家
人
制
が
如
何
に
し
て
成
立

し
た
か
・
ま
た
如
何
な
る
時
点
に
、
こ
の
体
制
の
成
立
を
認
め
得
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
再
考
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
鎌
倉
時
代
の
御
家
人
制
に
つ
い
て
の
定
説
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
三
浦
周
行
氏
の
諸
研
究
に
そ
の
某
礎
を
置
い
て
い

　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

る
い
、
ま
た
山
中
武
雄
氏
の
研
究
も
御
家
人
の
一
般
的
性
格
を
理
解
す
る
上
に
役
立
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
何
れ
も
か
な
り
古
い

研
究
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
く
に
三
浦
氏
の
諸
説
は
、
今
日
な
お
こ
の
問
題
に
関
す
る
知
識
上
の
強
い

影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ぽ
、
今
日
な
お
、
あ
る
部
分
で
は
三
浦
氏
の
説
を
無
批
判
に
肯
定
し
、
こ

れ
を
踏
襲
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
三
浦
氏
の
一
連
の
研
究
に
お
い
て
は
、
御
家
人

制
の
成
立
期
を
、
漠
然
と
鎌
倉
幕
府
の
成
立
期
と
合
致
さ
せ
る
の
み
で
、
今
日
の
鎌
倉
政
権
論
の
研
究
水
準
か
ら
言
え
ば
、
到
底
満
足

し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
そ
し
て
比
較
的
最
近
に
は
、
五
味
克
夫
・
田
中
稔
・
瀬
野
精
一
郎
な
ど
の
諸
氏
の
個
別
的
な
御
家
人
研
究
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
何

鷲
禦
人
制
の
成
立
と
い
う
澗
題
に
、
直
接
に
迫
る
も
の
と
彗
．
い
難
鵠
た
だ
・
う
し
た
研
究
の
情
況
の
中
で
、
大
饗
亮
氏
の
大

82一
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著
、
　
「
封
建
的
主
従
制
成
立
史
研
究
」
は
、
い
わ
ゆ
る
御
家
人
制
の
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
わ
れ
た
唯
一
の
業
績
と
い
え

よ
う
。
大
饗
氏
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
　
「
御
家
人
は
鎌
倉
殿
の
従
者
と
し
て
頼
朝
挙
兵
以
後
存
在
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

が
、
そ
れ
が
武
家
社
会
に
お
い
て
一
定
の
内
容
を
も
っ
て
制
度
と
し
て
成
立
し
た
の
は
何
時
で
あ
ろ
う
か
」
と
設
問
さ
れ
る
。
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

大
饗
氏
が
一
定
の
内
容
と
言
わ
れ
る
の
は
、
　
「
平
安
時
代
の
社
会
的
用
語
で
あ
り
、
ま
た
慣
習
的
名
称
で
あ
っ
た
家
人
に
、
特
定
の
意

味
内
容
を
与
え
て
、
頼
朝
が
家
人
“
御
家
人
と
い
う
制
度
的
用
語
に
転
化
さ
せ
た
（
要
約
）
」
と
言
わ
れ
る
場
合
の
、
　
「
特
定
の
意
味

内
容
」
と
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
御
家
人
と
い
う
コ
つ
の
身
分
的
表
示
L
を
付
与
さ
れ
た
人
々
、
す
な
わ
ち
一

定
の
内
容
を
も
つ
御
家
人
と
は
、
「
土
地
の
所
有
者
と
し
て
の
武
士
団
の
首
長
に
し
て
、
頼
朝
と
主
従
関
係
を
結
ん
だ
人
々
」
を
指
す

　
　
　
　
⑥

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
沙
汰
未
練
書
の
規
定
す
る
御
家
人
の
概
念
の
展
開
的
解
釈
と
言
え
よ
う
。
私
は
こ
の
点
に
若
干
の
不

満
を
も
つ
が
、
と
に
角
、
家
人
制
一
般
と
区
別
さ
れ
た
身
分
制
度
的
用
語
と
し
て
、
御
家
人
制
な
る
も
の
が
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
そ
の
点
に
は
全
く
同
意
し
た
い
と
思
う
し
、
そ
の
意
味
で
の
御
家
人
制
の
成
立
時
期
を
問
題
と
さ
れ
た
と
こ
ろ

に
、
御
家
人
制
に
つ
い
て
の
新
し
い
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
大
饗
氏
は
、
右
の
設
問
に
対
す
る
解
答
と
し
て
、
・
そ
の
時
期
は
、
　
「
鎌
倉
殿
に
対
し
て
一
定
の
奉
仕
の
体
制
が
整
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

き
」
と
考
え
ら
れ
、
「
惣
領
制
の
成
立
し
た
時
期
が
之
に
あ
た
る
と
思
う
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
惣
領
制
と
は
、
所
領
相
続

の
一
様
態
と
し
て
の
、
法
制
史
的
範
疇
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
惣
領
制
こ
そ
が
御
家
人
制
と
密
接
に
関
係
し
、

さ
ら
に
そ
の
成
立
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
深
く
関
係
あ
り
と
す
る
。
す
な
わ
ち
惣
領
制
は
、
　
「
御
家
人
の
封
建
的
相

続
制
の
特
質
と
之
に
基
づ
い
て
実
現
す
る
社
会
単
位
と
し
て
の
族
的
結
合
」
に
そ
の
本
質
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
は
、
　
「
鎌
倉
幕
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
確
立
と
共
に
、
御
家
人
の
側
か
ら
、
封
建
的
勤
務
の
要
請
に
応
じ
て
案
出
し
た
私
的
な
相
続
慣
行
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
幕
府
の
確
立
と
と
も
に
生
ま
れ
た
惣
領
制
を
以
て
、
御
家
人
制
成
立
の
指
標
と
す
る
限
り
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
先
述

83
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の
三
浦
周
行
氏
以
来
の
幕
府
成
立
と
同
時
に
御
家
人
制
が
成
立
す
る
と
い
っ
た
程
度
の
、
漠
然
た
る
理
解
に
し
か
達
し
得
な
い
。
そ
の

意
味
で
、
大
饗
氏
の
所
論
も
ま
た
、
先
に
提
示
し
た
私
自
身
の
問
題
に
明
確
な
解
答
を
与
え
る
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
改
め
て
、
御
家
人
制
が
如
何
に
し
て
成
立
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
成
立
時
期
を
、
鎌
倉
政
権
の
成
立
過
程
の
、

ど
の
時
点
に
求
め
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

註

ω
　
「
日
本
全
史
　
中
世
1
」
　
（
拙
著
）
九
八
頁
以
下
。

②
　
三
浦
周
行
の
論
著
は
多
い
が
、
例
え
ば
「
御
家
人
生
活
」
（
史
学
地
理
学
同
致
会
編
「
鎌
倉
時
代
の
研
究
」
所
収
）
、
「
御
家
人
の
特
質
」

　
（
経
済
論
叢
二
〇
1
三
、
四
、
五
）
及
び
「
続
法
制
史
の
研
究
」
第
三
篇
、
第
九
武
家
制
度
の
発
達
な
ど
。

③
　
山
中
武
雄
「
御
家
人
と
本
領
安
堵
」
（
史
学
研
究
十
ニ
ー
一
）

㈹
　
五
味
克
夫
「
薩
摩
の
御
家
人
に
つ
い
て
」
（
鹿
大
史
学
六
号
）
「
大
隅
の
御
家
人
に
つ
い
て
」
（
日
本
歴
史
＝
二
〇
、
＝
二
一
号
）

　
　
田
中
稔
「
鎌
倉
幕
府
御
家
人
制
度
の
一
考
察
」
（
「
中
世
の
法
と
国
家
」
所
収
）

　
　
瀬
野
精
一
郎
「
肥
前
に
お
け
る
鎌
倉
御
家
人
」
（
日
本
歴
史
一
一
七
号
）

⑤
　
大
饗
亮
「
封
建
的
主
従
制
成
立
史
研
究
」
二
九
八
頁
。

⑥
　
同
右
、
一
九
二
頁
以
下
。

⑦
註
㈲
参
照
。

⑧
　
同
右
、
三
一
七
頁
。

θ84

二

鎌
倉
時
代
の
御
家
人
制
の
成
立
を
考
え
る
際
に
、
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
言
う
御
家
人
制
、
あ
る
い
は
御
家
人
制
度
の
意
味

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
御
家
人
制
と
は
、
如
何
な
る
範
疇
の
概
念
と
し
て
規
定
す
べ
き
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
我
々
が
使
用
す
る
「
制
」
あ
る
い
は
「
制
度
」
な
る
用
語
は
、
き
わ
め
て
広
汎
な
用
法
が
あ
る
。
た
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と
え
ぽ
一
定
の
時
代
の
社
会
の
基
本
的
構
造
を
表
現
す
る
こ
と
も
あ
れ
ぽ
、
そ
の
社
会
構
造
の
上
に
固
定
さ
れ
た
社
会
体
制
を
言
う
場

合
も
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
用
法
と
は
極
端
に
対
象
的
な
場
合
と
し
て
、
あ
る
政
治
権
力
に
よ
る
支
配
を
実
現
す
る
た
め
に
創
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
た
政
治
的
体
制
そ
の
も
の
を
称
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
た
り
、
さ
ら
に
は
政
治
上
の
一
つ
の
制
度
を
表
現
す
る
用
法
も
あ
る
。
そ
し

て
御
家
人
制
と
い
う
場
合
、
一
般
に
は
こ
れ
ら
の
用
法
の
う
ち
、
何
れ
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
若
し
、
前
二
者
の
用
法
と
し
て
御
家
人
制
を
捉
え
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
「
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
を
基
本
単
位
と
し
て
成
立
し
て
い

る
一
つ
の
社
会
体
制
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
現
実
に
は
鎌
倉
時
代
の
社
会
体
制
一
般
を
想
定
す
る
の
で
は
な
く
、
鎌
倉

政
権
の
支
配
下
に
あ
る
武
士
た
ち
の
社
会
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
若
し
後
二
者
の
用
法
と
し
て
捉
え
れ
ぽ
、
御
家
人
制
と

は
「
鎌
倉
幕
府
の
政
治
的
体
制
を
表
現
し
た
一
つ
の
制
度
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
御
家
人
制
を
こ
の
何
れ
の
範
疇
に
お
い
て
把
握
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
o

　
か
つ
て
新
田
英
治
氏
は
、
御
家
人
制
度
を
「
鎌
倉
殿
と
御
家
人
と
の
間
に
う
ち
立
て
ら
れ
た
主
従
制
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
。
そ

し
て
頼
朝
は
こ
の
御
家
人
体
制
を
か
た
め
、
御
家
人
を
統
制
す
る
方
式
と
し
て
惣
領
制
を
取
り
入
れ
、
　
「
ま
ず
惣
領
を
御
家
人
と
し
て

把
握
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
一
族
庶
子
を
支
配
す
る
体
制
を
取
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
、
従
っ
て
「
幕
府
の
主
従
制
」
す
な
わ
ち
御
家
人
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
、
原
則
的
に
は
、
鎌
倉
殿
ー
惣
領
－
庶
子
の
形
で
組
み
立
て
ら
れ
た
、
と
説
明
さ
れ
た
。

　
こ
の
理
解
は
た
し
か
に
誤
り
で
は
な
く
、
今
日
も
定
説
と
な
っ
て
い
る
理
解
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

こ
の
場
合
の
御
家
人
制
が
、
主
従
制
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
主
人
と
従
者
と
の
支
配
・
服
従
関
係
を
基
軸
と
す
る
一
つ
の
社
会
的
秩

序
を
表
現
す
る
概
念
の
一
類
型
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
将
軍
（
頼
朝
）
と
そ
の
従
者
と
し
て
の
御

家
人
と
の
主
従
関
係
の
様
態
、
あ
る
い
は
そ
の
性
質
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
の
御
家
人
制
H
主
従
制
は
、
武
家
の
棟
梁

と
し
て
の
頼
朝
の
出
現
と
と
も
に
成
立
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
頼
朝
が
そ
の
政
治
権
力
の
も
と
で
一
つ
の
体
制
的
固
定
化
を
は
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か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
主
従
制
の
本
質
を
主
従
関
係
の
側
面
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
考
え
る
限
り
、
そ
れ
は
既
に
武
士
社
会
の
中
に
自

然
発
生
的
に
成
立
し
て
い
た
武
士
団
内
部
の
主
従
制
の
延
長
と
し
て
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
御
家
人
制
が
主
従
制
の
一
類
型
で
あ
る
こ

と
は
否
定
し
得
な
い
が
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
み
見
る
な
ら
ぼ
、
御
家
人
制
が
内
包
し
て
い
る
特
殊
な
身
分
制
度
の
意
味
や
、
こ
の

体
制
が
果
し
た
政
治
史
的
意
義
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
御
家
人
制
と
称
さ
れ
る
主
従
制
的
体
制
が
、
鎌
倉
政
権

の
支
配
の
基
幹
と
な
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
こ
の
御
家
人
制
の
意
味
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
ま
た
大
饗
亮
氏
は
、
先
述
の
如
く
、
御
家
人
制
を
「
武
家
社
会
に
お
い
て
、
一
定
の
内
容
を
も
っ
て
成
立
し
た
制
度
」
と
規
定
し
、

ま
た
そ
れ
は
「
封
建
的
主
従
制
の
一
類
型
」
で
あ
り
、
　
「
家
人
制
が
、
頼
朝
の
政
権
把
握
に
よ
っ
て
封
建
的
主
従
制
と
し
て
完
成
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
」
も
の
が
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
制
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
法
制
史
家
の
間
で
通
説
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
自
体
は

何
等
異
論
を
唱
え
る
必
要
も
な
い
が
、
御
家
人
制
を
封
建
的
主
従
制
の
一
形
態
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
新
田
氏
の
所
説
と
同
様
に
、
そ
の

関
心
の
重
点
が
主
従
関
係
の
内
容
的
特
質
の
追
究
へ
向
け
ら
れ
る
傾
向
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
点
で
は
上
述
し
た
如
き
疑
問
が

残
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
一
方
で
大
饗
氏
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
幕
府
成
立
以
前
」
に
は
個
々
の
在
地
領
主
た
る
御
家
人

が
、
棟
梁
た
る
頼
朝
と
個
人
的
・
直
接
的
に
主
従
関
係
を
結
び
、
そ
こ
に
は
人
格
的
・
情
誼
的
側
面
を
も
つ
結
合
が
あ
っ
た
。
そ
し
て

頼
朝
の
統
制
は
独
裁
的
恣
意
的
で
あ
り
、
御
家
人
に
対
す
る
課
役
も
、
常
に
無
限
定
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
幕
府
が
成
立
す
る
と
、
そ

の
幕
府
（
政
治
的
機
関
を
意
味
す
る
）
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
鎌
倉
殿
と
御
家
人
の
関
係
が
疎
遠
化
し
、
間
接
的
と
な
る
。
そ
し

て
鎌
倉
殿
と
御
家
人
の
主
従
結
合
の
紐
帯
は
、
御
家
人
役
の
如
き
恒
常
的
画
一
的
な
御
家
人
義
務
と
し
て
固
定
化
さ
れ
る
。
か
く
て
、

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
自
然
的
に
形
成
さ
れ
て
い
た
在
地
領
主
と
し
て
の
御
家
人
は
、
幕
府
の
要
請
に
基
い
て
一
定
の
御
家
人
組
織
又
は
体
制
を
必
要
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
、
惣
領
制
に
よ
る
御
家
人
制
度
を
形
成
し
た
」
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
幕
府
機
構
の
確
立
と
と
も
に
、
頼
朝
と
御
家
人
と
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の
関
係
が
変
化
し
、
ま
た
御
家
人
義
務
が
画
一
的
に
固
定
化
し
た
と
す
る
点
は
、
全
く
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
饗

氏
の
言
わ
れ
る
幕
府
の
成
立
と
は
、
建
久
二
年
正
月
十
五
日
、
頼
朝
の
右
大
将
就
任
後
の
最
初
の
吉
書
初
の
時
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
果
し
て
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
頼
朝
と
御
家
人
と
の
主
従
関
係
の
変
化
が
起
り
は
じ
め
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
容
易

に
断
定
し
難
い
。
そ
し
て
そ
の
点
は
別
と
し
て
、
大
饗
氏
の
場
合
、
こ
の
幕
府
成
立
以
前
と
以
後
と
の
、
何
れ
の
段
階
に
お
け
る
御
家

人
の
存
在
形
態
や
主
従
関
係
を
御
家
人
制
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
惣
領
制
に
よ
る
御
家
人
制
度
」
を
形
成
し
た

の
は
、
幕
府
の
要
請
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
幕
府
成
立
以
後
に
御
家
人
制
の
成
立
を
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
も
察

せ
ら
れ
る
が
、
若
し
然
り
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
場
合
の
「
御
家
人
制
」
と
は
、
政
治
的
体
制
の
表
現
と
解
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
如
く
、
こ
れ
ま
で
御
家
人
制
を
如
何
な
る
範
疇
で
と
ら
え
、
如
何
な
る
概
念
と
し
て
捉
え
る
か
と
い
う
点
で
、
か
な
り
不
明

確
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
ま
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
「
御
家
人
制
」
の
成
立
を
考
え
る
際
に
、
こ
の
概
念
を
一
応
規
定
し
て
お

か
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
、
私
は
御
家
人
制
を
、
　
「
鎌
倉
将
軍
が
そ
の
家
人
た
る
在
地
領
主
を
、
主
従
制
と
恩
給
制
と
の
原
理
の
も
と
に

組
織
し
た
形
態
で
あ
り
、
鎌
倉
政
権
の
も
と
で
の
社
会
的
身
分
体
制
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
場
合
、
　
「
御
家
人
制
」

は
自
然
発
生
的
な
成
立
経
過
を
と
る
も
の
で
は
な
く
、
内
乱
期
を
通
じ
て
頼
朝
が
獲
得
し
た
家
人
層
を
対
象
と
し
て
、
政
治
的
に
御
家

人
身
分
を
固
定
す
る
と
い
う
上
か
ら
の
政
策
が
働
い
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
御
家
人
制
は
、
鎌
倉
政
権
の
支
配
の
根
幹

で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
幕
府
政
治
の
上
で
の
公
法
的
政
治
制
度
で
あ
る
か
と
い
え
ぽ
、
む
し
ろ
こ
れ
を
否
定
し
た
い
。

　
こ
の
御
家
人
制
の
概
念
規
定
に
対
し
て
、
勿
論
異
論
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
再
検
討
を
要
す
る
も
の
と
思
う
。
し

か
し
こ
こ
で
は
一
応
、
鎌
倉
武
家
社
会
に
お
け
る
「
社
会
的
身
分
体
制
」
と
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

註

⑨
　
こ
れ
ら
の
用
法
は
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
中
間
的
な
意
味
を
担
う
場
合
を
含
め
る
と
、
さ
ら
に
種
々
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

　
こ
で
そ
の
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
、
「
奴
隷
制
」
「
農
奴
制
」
、
あ
る
い
は
「
封
建
制
」
「
資
本
制
」
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な
ど
の
冊
法
と
、
「
地
頭
制
」
「
守
護
制
度
」
な
ど
の
場
合
と
は
、
「
制
」
の
意
味
が
違
う
し
、
ま
た
「
荘
園
制
」
「
領
国
制
」
な
ど
の
用
法
や
、

　
「
律
令
制
」
「
立
憲
制
」
、
さ
ら
に
は
「
主
従
制
」
「
惣
領
制
」
な
ど
の
用
法
も
あ
り
、
　
一
方
で
は
「
評
定
制
度
」
「
問
注
制
度
」
と
か
、
あ
る

　
い
は
「
合
議
制
」
な
ど
と
い
う
用
法
に
至
る
ま
で
、
「
制
」
「
制
度
」
の
意
味
す
る
も
の
は
、
き
わ
め
て
雑
多
で
あ
る
。

⑩
　
新
田
英
治
「
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
制
度
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
「
日
本
歴
史
講
座
」
第
二
巻
所
収
）
二
三
〇
頁
。

⑪
　
同
右
、
二
四
七
頁
。

⑫
　
大
饗
氏
前
掲
書
、
　
一
八
七
頁
。
及
び
同
書
後
篇
、
第
三
章
。

⑬
　
同
右
、
三
二
三
頁
以
下
。

三

御
家
人
制
の
成
立
を
考
え
る
と
き
、
ま
ず
御
家
人
と
は
何
か
、
層
ま
た
御
家
人
と
い
う
称
呼
は
い
つ
頃
か
ら
用
い
ら
れ
た
か
、
と
い
う

こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
御
家
人
」
が
い
わ
ゆ
る
家
人
に
一
種
の
敬
称
を
つ
け
て
御
家
人
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
例
え
ば
鎌
倉
殿
の
御
家
人

と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
鎌
倉
将
軍
に
対
す
る
敬
称
と
し
て
そ
の
家
人
に
ま
で
「
御
」
の
字
を
配
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
家
人
の

名
称
は
「
年
来
の
家
人
」
　
「
相
伝
の
家
人
」
　
「
譜
代
の
家
人
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
既
に
平
安
末
期
に
お
い
て
は
一
つ
の
家
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

附
属
す
る
従
者
の
立
場
を
指
す
用
語
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
家
人
制
の
成
立
や
性
格
に
つ
い
て
は
大
饗
氏
の
詳
細
な
論
考
が
あ
り
、
私

も
全
く
そ
の
説
に
同
意
す
る
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て
詳
論
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
家
人
は
も
と
も
と
家
族
的
・
奉
仕
的
性
格
を
も
つ

と
こ
ろ
の
「
貴
族
の
従
者
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
平
氏
時
代
に
入
っ
て
平
氏
の
家
人
の
場
合
に
武
的
属
性
が
要
求
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
、
武
士
団
内
部
に
お
け
る
主
人
の
従
者
と
し
て
の
郎
等
と
こ
の
家
人
と
の
間
に
実
質
的
な
区
別
が
失
わ
れ
て
き
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
大
饗
氏
は
平
氏
の
家
人
に
つ
い
て
、
σ
平
家
物
語
巻
十
に
「
両
国
の
住
人
等
（
中
略
）
平
家
重
代
相
伝
の
家
人
に
て
昔
の
よ
し
み
を
忘
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れ
ぬ
事
哀
れ
な
れ
ど
」
と
あ
り
、
ま
た
巻
十
一
に
「
彼
公
長
は
平
家
重
代
の
家
人
、
新
中
納
言
の
許
に
朝
夕
祇
候
の
侍
也
」
と
あ
る
こ

と
な
ど
を
引
用
し
、
さ
ら
に
源
平
盛
衰
記
巻
一
に
、
忠
盛
の
相
伝
の
郎
等
を
一
方
で
は
年
来
の
家
人
と
称
し
て
い
る
こ
と
を
引
用
さ
れ

て
、
家
人
と
郎
等
と
の
区
別
が
解
消
し
た
こ
と
を
示
さ
れ
た
。
し
か
し
大
饗
氏
が
引
用
さ
れ
た
も
の
は
、
い
ず
れ
も
平
氏
時
代
が
終
わ

っ
て
よ
り
以
後
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
戦
記
文
学
の
記
載
で
あ
り
、
そ
の
用
語
は
必
ず
し
も
平
氏
時
代
に
お
け
る
実
態
を
証
明
す
る
も

の
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
が
こ
の
大
饗
氏
の
所
論
に
賛
同
す
る
所
以
は
、
武
士
の
棟
梁
で
あ
る
平
氏
が
そ
の
一

側
面
に
お
い
て
貴
族
性
を
有
し
、
律
令
貴
族
社
会
に
進
出
し
た
こ
と
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
そ
の
家
的
機
構
の
内
部
で
隷
属
性
の
強

い
家
族
的
従
者
た
る
人
々
を
家
人
と
称
す
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
後
に
述
べ
る
如
く
、
平
氏
の
末
期

の
例
で
は
あ
る
が
、
確
か
に
こ
の
こ
と
を
立
証
す
る
史
料
が
存
在
す
る
。

　
そ
し
て
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
一
般
的
に
は
家
人
と
郎
等
と
の
用
法
は
混
乱
し
、
武
士
団
内
部
に
お
け
る
主
人
の
従
者
を
家
人
と
よ

ぶ
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
鎌
倉
幕
府
法
の
上
か
ら
は
、
将
軍
に
直
接
臣
従
す
る
武
士
団
の
首
長
が
御
家
人
と
な
っ
た
と
こ

ろ
か
ら
、
そ
の
首
長
に
隷
属
す
る
郎
等
は
将
軍
家
の
家
人
と
次
元
を
異
に
す
る
も
の
と
解
さ
れ
、
従
っ
て
家
人
H
御
家
人
が
幕
府
に
つ

な
が
る
侍
身
分
の
称
呼
で
あ
る
の
に
対
し
、
郎
従
は
凡
下
の
身
分
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
に
み
れ
ぽ
、
家
人
の
意
味
そ
の
も
の
が
変
化
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
御
家
人
制
が
成
立
し
た

と
考
え
ら
れ
る
時
点
、
す
な
わ
ち
鎌
倉
幕
府
成
立
期
に
お
い
て
家
人
と
は
、
一
般
貴
族
の
家
族
的
従
者
で
あ
り
、
従
っ
て
平
氏
に
お
い

て
も
、
ま
た
源
氏
に
お
い
て
も
、
そ
の
年
来
の
従
者
、
す
な
わ
ち
「
相
伝
の
郎
等
」
を
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
臣
従
し
奉
仕
す

る
存
在
を
家
人
と
意
識
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
称
呼
を
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
そ
れ
な
ら
ぽ
、
一
般
の
家
人
の
主
人
に
対
す
る
他
者
か
ら
の
敬
意
を
示
す
為
に
、
そ
の
家
人
に
ま
で
敬
称
を
附
し
、
御
家
人
と

呼
ぶ
こ
と
は
、
如
何
に
し
て
始
ま
っ
た
か
。
御
家
人
と
い
う
の
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
家
人
た
る
そ
の
人
に
対
す
る
敬
称
で
は
な
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く
、
主
人
に
対
す
る
敬
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
用
語
で
あ
る
ゆ
そ
し
て
一
般
に
は
、
こ
の
用
法
は
鎌
倉
将
軍
の
場
合
に
初
め
て
み
ら
れ

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
事
実
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
用
法
は
既
に
平
氏
の
場
合
に
も

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
高
野
山
文
書
に
養
和
元
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
申
状
案
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
、

言
上
　
　
事
由

右
以
先
日
為
能
清
被
濫
妨
荒
川
庄
之
由
、
令
訴
申
候
之
処
、
不
日
有
御
沙
汰
、
可
停
止
能
清
之
狼
跡
之
由
、
（
中
略
）
然
間
今
日
廿
五
日

自
荒
川
庄
令
申
上
候
之
状
、
一
通
進
覧
之
、
件
能
清
之
郎
従
長
明
、
構
城
調
兵
、
非
不
用
御
沙
汰
之
末
、
剰
号
頭
亮
殿
、
持
明
院
少

将
殿
之
御
下
知
、
駈
具
近
国
之
御
家
人
、
始
自
荒
川
庄
、
至
干
御
山
可
令
焼
払
之
由
、
依
申
送
候
、
寺
僧
各
失
東
西
、
所
走
迷
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
清
盛
）

也
、
但
致
御
下
知
之
条
者
、
定
彼
二
所
殿
中
、
不
令
披
露
候
事
鰍
、
其
故
者
、
当
山
既
奉
訪
故
禅
定
殿
下
之
御
弊
、
五
十
箇
日
之
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
重
盛
）

善
注
進
先
了
、
又
依
被
奉
渡
故
小
松
大
臣
殿
御
遺
骨
、
日
々
念
仏
読
経
無
怠
、
設
難
無
賞
翫
、
争
及
滅
亡
乎
、
是
只
能
清
之
私
謀
略

候
欺
、
早
重
可
令
停
止
狼
跡
之
由
、
欲
被
仰
下
、
　
（
中
略
）
二
千
余
人
同
心
所
令
言
上
候
也
、
以
此
由
可
令
披
露
給
候
、
恐
憧
謹
言
、

　
　
　
　
　
四
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
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と
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
御
家
人
の
称
呼
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
申
状
は
、
紀
伊
国
荒
川
庄
に
対
す
る
佐
藤
能
清
の
濫
妨
を

停
止
す
べ
き
こ
と
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
差
出
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
高
野
山
の
僧
侶
た
ち
で
あ
り
、
狼
跡
停
止
を
命
令
す
べ
き

こ
と
を
訴
え
ら
れ
た
の
は
平
氏
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
冶
従
っ
て
、
こ
の
文
書
の
内
容
か
ら
察
す
る
に
、
頭
亮
殿
・
持
明
院
少
将
殿
の

御
下
知
と
号
し
て
、
長
明
な
る
人
物
が
「
駈
具
」
し
た
「
近
国
之
御
家
人
」
と
は
、
ま
さ
し
く
平
氏
の
家
人
を
意
味
し
て
い
る
と
思

う
。
こ
の
頭
亮
・
持
明
院
少
将
の
、
誰
で
あ
っ
た
か
は
必
ず
し
も
断
定
し
難
い
が
、
全
体
の
文
面
か
ら
推
し
て
平
氏
一
門
の
人
物
で
あ
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カ

る
こ
と
は
、
殆
ん
ど
疑
問
の
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
勘
。
彼
等
が
下
知
し
て
動
員
し
得
る
の
は
、
平
氏
の
家
人
に
相
異
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
こ
の
文
書
の
差
出
者
た
る
高
野
山
の
僧
侶
た
ち
は
、
平
氏
一
門
の
頭
亮
・
持
明
院
少
将
に
対
し
て
殿
の
敬
称
を
用
い
る

と
同
時
に
、
そ
の
家
人
に
も
敬
称
を
附
し
て
御
家
人
と
呼
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
御
家
人
の
称
呼
は
、
平
氏
に
お

い
て
も
用
い
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
家
人
の
敬
称
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
、
頼
朝
の
家
人
の
場
合
に
も
、
他
者
か
ら
頼
朝
す
な
わ
ち
鎌
倉
殿
の
家
人
を
指
す
場
合
に
、
何
等
の
無
理
も
な
く
、
御
家
人

の
敬
称
が
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
何
時
か
ら
か
、
鎌
倉
将
軍
家
の
家
人
を
御
家
人
と
呼
ぶ
こ
と
に
、
一
つ
の
慣
習
化
が

行
な
わ
れ
、
彼
等
は
つ
ね
に
御
家
人
と
い
う
社
会
的
身
分
の
も
の
と
し
て
固
定
化
し
、
一
般
用
語
と
し
て
も
将
軍
の
従
者
の
場
合
に
は

御
家
人
が
敬
称
の
意
味
を
も
含
め
な
が
ら
、
普
遍
的
用
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
実
態
と
し
て
の
御
家
人
制
が
成
立
す
れ
ぽ
、
そ
こ
に
は
制
度
の
担
い
手
と
し
て
の
「
御
家
人
」
が
、
一
つ
の
身
分
と
特
権
と

を
持
つ
存
在
と
し
て
出
現
す
る
℃
そ
し
て
や
が
て
は
沙
汰
未
練
書
の
説
明
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ぽ
、
鎌
倉
将
軍
の
も
と

で
、
そ
の
家
人
が
、
単
な
る
敬
称
を
も
っ
て
御
家
人
と
呼
ぼ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
社
会
的
身
分
制
度
の
担
い
手
と
し
て
の
、
特

殊
な
意
味
を
も
つ
存
在
に
対
す
る
称
呼
と
な
る
時
期
は
如
何
な
る
時
点
に
求
め
ら
れ
る
か
。
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
御
家
人
制
成
立
の
時

点
で
あ
る
。
御
家
人
制
の
成
立
が
、
頼
朝
の
時
代
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
頼
朝
に
よ
る
幕
府
草
創
期
の
如
何
な
る
時
期

に
こ
れ
を
求
む
べ
き
で
あ
る
か
、
以
下
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

註

㊥
　
大
饗
氏
前
掲
書
前
編
、
第
六
章
。

03

@
同
右
、
　
一
七
〇
頁
及
び
一
八
五
頁
。

⑯
　
高
野
山
文
書
之
五
、
又
続
宝
簡
集
七
六
八
号
、
四
月
廿
五
日
僧
某
申
状
案
（
平
安
遺
文
三
九
八
二
号
）
。

㊥
　
こ
の
う
ち
頭
亮
殿
と
あ
る
の
は
、
こ
の
文
書
が
養
和
元
年
四
月
の
も
の
と
前
提
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
蔵
人
頭
で
あ
っ
た
平
重
衡
で
あ
る

　
可
能
性
が
大
き
い
。
重
衡
は
公
卿
補
任
に
れ
よ
ば
治
承
四
年
正
月
に
蔵
人
頭
と
な
り
、
治
承
五
（
養
和
元
）
年
五
月
、
従
三
位
に
な
る
と
と
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も
に
左
近
衛
権
中
将
に
還
任
し
て
い
る
。
ま
た
、
治
承
二
年
十
二
月
以
後
、
安
徳
天
皇
の
践
咋
ま
で
春
宮
亮
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
時
期
に
彼
を
頭
亮
殿
と
呼
ん
で
も
余
り
不
自
然
で
は
な
い
。
ま
た
持
明
院
少
将
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
こ
の
文
書
の
文
面
か
ら

見
て
、
彼
が
平
氏
一
門
の
人
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
が
、
平
氏
一
門
で
、
近
衛
少
将
の
官
を
経
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
平
重
盛
の
子

息
た
ち
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
少
将
で
あ
っ
た
の
は
重
盛
の
第
二
子
資
盛
と
第
三
子
清
経
の
兄
弟
で
あ
る
。
そ
の
何
れ
か
が
、
持
明
院
少
将
殿

で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
し
か
も
尊
卑
分
脈
に
よ
れ
ば
、
藤
原
持
明
院
家
の
基
家
の
女
子
の
一
人
に
、
コ
ニ
位
中
将
平
資
盛
女
」
と
註
記

さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
資
盛
女
は
、
資
盛
妻
の
誤
記
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
資
盛
が
持
明
院
家
と

関
係
あ
る
も
の
と
言
え
る
の
で
、
あ
る
い
は
彼
こ
そ
が
持
明
院
少
将
殿
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
推
定
通
り
、
重
衡
と

資
盛
と
の
下
知
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
こ
の
申
状
に
こ
と
さ
ら
清
盛
と
重
盛
の
名
を
持
ち
出
し
て
、
平
家
と
の
深
い
関
係
を
強
調
し
て
い
る

こ
と
を
、
無
理
な
く
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四

　
源
頼
朝
が
そ
の
政
権
を
作
り
上
げ
る
過
程
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
治
承
文
治
の
内
乱
の
経
過
の
中
で
、
そ
の
勢
力
拡
張
の
た
め
、
各

地
の
在
地
武
士
を
自
己
の
従
者
H
家
人
と
す
る
こ
と
に
努
め
た
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
今
更
言
う
必
要
も
な
い
℃
し
か
し
挙
兵
の
当
初

か
ら
、
後
の
如
き
御
家
人
体
制
を
考
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
御
家
人
を
統
制
す
る
た
め
の
侍
所
別
当
の
任
命
は
、
挙
兵
の

年
の
十
一
月
で
あ
り
、
そ
れ
は
家
人
を
組
織
化
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
策
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
は
、
ま
だ
「
東
国
之
輩
」

と
呼
ぽ
れ
る
東
国
、
こ
と
に
関
東
の
在
地
武
士
の
み
が
、
頼
朝
の
家
人
の
大
多
数
を
占
め
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
こ
の
時
点
で
す

で
に
全
国
的
な
在
地
武
士
の
統
帥
制
度
で
あ
る
御
家
人
体
制
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
御
家
人
体
制
が
明
確
化
す
る
時
期
を
考
え
る
に
は
、
ま
ず
鎌
倉
武
家
社
会
の
中
で
、
何
時
頃
か
ら
御
家
人
の
称
呼
が

見
ら
れ
る
か
を
、
当
時
の
史
料
の
中
か
ら
探
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
現
存
史
料
の
信
愚
性
に
つ
い
て
充
分
の
考
慮
を
必
要
と
す

る
。
如
何
な
る
時
期
か
ら
、
当
時
の
人
々
の
間
に
一
つ
の
用
語
が
意
識
的
に
生
ま
れ
た
か
を
見
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の
史
料
に
つ

92
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い
て
の
厳
密
な
批
判
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
は
、
内
乱
期
の
鎌
倉
御
家
人
を
理
解
す
る
上
で
、
ま
た
こ
の

時
期
の
鎌
倉
政
権
の
動
き
を
実
証
す
る
た
め
に
、
頼
朝
書
状
や
頼
朝
の
下
文
、
あ
る
い
は
将
軍
家
政
所
下
文
な
ど
を
、
比
較
的
無
批
判

に
利
用
し
て
い
た
傾
向
が
あ
る
。
例
え
ば
、
吾
妻
鏡
治
承
四
年
十
二
月
十
九
日
条
に
、
　
「
右
馬
允
橘
公
長
参
着
鎌
倉
、
　
（
中
略
）
是
左

兵
衛
督
知
盛
卿
家
人
也
、
（
中
略
）
以
一
所
傍
輩
之
好
、
属
加
々
美
次
郎
長
清
、
啓
子
細
之
処
、
可
為
御
家
人
之
旨
　
有
御
許
容
云
々
」

と
い
う
記
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
橘
公
長
が
平
氏
の
衰
運
を
見
通
し
て
、
鎌
倉
に
参
着
し
、
頼
朝
の
家
人
と
な
っ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
は
明
ら
か
に
「
可
為
御
家
人
之
旨
、
有
御
許
容
」
と
あ
る
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は

吾
妻
鏡
の
編
者
に
よ
る
文
章
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
治
承
四
年
に
す
で
に
御
家
人
と
い
う
称
呼
で
あ
っ
た
証
拠
と
は
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
為
義
）

い
。
し
か
も
右
に
引
用
し
た
記
事
の
、
中
略
の
部
分
に
は
、
長
井
斎
藤
別
当
、
片
切
小
八
郎
大
夫
を
説
明
し
て
、
　
「
干
時
各
六
条
廷
尉

御
家
人
」
で
あ
る
と
い
う
割
注
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
れ
ぽ
、
源
氏
で
は
為
義
の
時
代
に
も
御
家
人
と
呼
ん
だ
と
の

解
釈
も
成
り
立
つ
。
そ
れ
は
勿
論
誤
り
で
、
こ
の
記
事
が
成
立
し
た
時
点
に
お
い
て
、
為
義
の
家
人
に
敬
称
を
つ
け
た
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
明
の
こ
と
な
が
ら
吾
妻
鏡
の
地
の
文
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
限
り
正
確
な
史
料
と
は
な
ら
な
い
・
。
し
か

し
吾
妻
鏡
に
記
載
さ
れ
、
引
用
さ
れ
て
い
る
当
時
の
文
書
類
は
、
編
纂
に
際
し
て
の
補
筆
と
か
、
伝
写
の
際
の
加
筆
・
誤
謬
の
可
能
性

に
つ
い
て
充
分
注
意
し
さ
え
す
れ
ぽ
、
当
然
、
史
料
価
値
が
高
い
。

　
そ
こ
で
、
吾
妻
鏡
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
も
含
め
て
、
治
承
四
年
以
後
、
建
久
年
間
ま
で
の
現
存
の
古
文
書
に
つ
い
て
、
御
家

人
の
用
法
の
見
ら
れ
る
も
の
を
取
り
上
げ
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
批
判
を
と
げ
な
が
ら
、
鎌
倉
将
軍
家
1
ー
頼
朝
の
家
人
・
御
家
人
の

称
呼
の
実
情
を
考
え
た
い
と
思
う
。

　
ま
ず
、
頼
朝
自
身
が
そ
の
従
属
す
る
武
士
た
ち
、
す
な
わ
ち
頼
朝
の
従
老
（
家
人
）
を
何
と
呼
ん
だ
か
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
最

も
明
瞭
に
示
さ
れ
る
の
は
、
頼
朝
自
身
の
書
状
や
注
進
状
で
あ
ろ
う
。
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〔
史
料
1
〕
（
吾
妻
鏡
）

　
　
ω
建
久
元
・
二
・
廿
二
条
（
頼
朝
書
状
）

　
　
　
去
年
極
月
十
二
日
御
教
書
同
廿
四
日
到
来
、
役
夫
工
米
間
事
、
権
右
中
弁
親
経
奉
書
謹
拝
見
候
畢
、
（
中
略
）
家
人
輩
地
頭

　
　
　
所
々
事
、
造
宮
所
注
文
給
預
候
畢
、
早
可
令
下
知
候
也
、
（
中
略
）
背
君
御
定
候
ぱ
む
者
を
は
、
家
人
に
て
候
と
て
も
、
い

　
　
　
か
て
か
不
被
行
其
罪
候
哉
、
頼
朝
身
上
に
て
候
と
て
も
、
不
当
候
は
む
時
は
、
御
勘
当
も
可
蒙
事
に
て
り
そ
候
へ
、
ま
し
て

　
　
　
家
人
輩
事
、
不
及
左
右
候
事
也
、
　
（
中
略
）
頼
朝
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
　
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
二
十
二
日

　
　
　
進
上
　
帥
中
納
言
殿

　
　
②
　
建
久
元
・
四
・
十
九
条
（
頼
朝
注
進
状
）

　
　
　
　
内
宮
役
夫
工
作
料
未
済
成
敗
所
々
事

　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
抑
此
内
別
紙
注
分
所
光
奈
所
事
、
家
人
知
行
地
内
、
未
請
取
取
配
符
庄
々
、
同
分
之
由
分
明
也
、
（
中
略
）
以
干
今
不
催
之

　
　
　
所
無
分
別
、
家
人
地
頭
未
済
之
由
被
注
申
之
条
、
未
知
其
理
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
文
治
六
年
四
月
十
九
日

　
　
③
　
建
久
二
・
六
・
廿
三
条
（
頼
朝
請
文
）

　
　
　
前
摂
政
家
領
越
前
国
鮎
川
庄
申
濫
行
輩
事
、
付
家
人
可
尋
沙
汰
之
由
錐
被
仰
下
候
、
　
（
下
略
）

こ
の
「
史
料
1
」
に
示
し
た
頼
朝
書
状
及
び
注
進
状
で
は
、
　
「
家
人
」
と
称
し
て
い
る
ゆ
頼
朝
が
自
身
に
対
し
て
敬
称
を
つ
け
る
道
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理
も
な
い
が
、
自
己
の
家
人
に
対
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
敬
称
は
な
い
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
文
書
に
数

ヵ
所
も
出
て
来
る
の
で
、
伝
写
の
際
に
御
の
字
が
脱
落
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
か
く
て
、
頼
朝
は
建
久
元
年
に
は
、
そ
の
従
属

者
を
家
人
と
称
し
た
と
断
定
し
得
る
。

　
そ
こ
で
次
に
考
、
兄
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
出
さ
れ
た
頼
朝
の
下
文
や
、
政
所
成
立
後
に
発
せ
ら
れ
た
将
軍
家
政
所
下
文
の
場

合
、
果
し
て
家
人
に
敬
称
を
つ
け
て
「
御
家
人
」
と
書
い
た
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
政
所
下
文
は
と
も
角
と
し
て
、
頼
朝
が
袖
判

を
加
え
た
り
、
差
出
書
に
「
前
右
兵
衛
佐
源
朝
臣
」
と
し
て
花
押
を
加
え
た
り
し
た
初
期
の
下
文
形
式
は
、
形
式
の
上
か
ら
も
、
頼
朝

自
身
が
そ
の
意
志
を
伝
・
兄
る
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
御
家
人
と
い
う
敬
称
は
用
い
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
疑
い
も
生
ま
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
時
期
の
下
文
を
吾
妻
鏡
の
中
に
求
め
る
と
、
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

　
〔
史
料
H
〕
（
吾
妻
鏡
）

　
　
　
ω
　
文
治
元
・
正
・
六
条
（
頼
朝
下
文
）

　
　
　
　
下
鎮
西
九
国
住
人
等

　
　
　
　
　
可
早
為
鎌
倉
殿
御
家
人
、
且
安
堵
本
所
且
随
三
川
守
下
知
、
同
心
合
力
追
討
朝
敵
平
家
事

　
　
　
　
右
仰
彼
国
々
之
輩
、
可
追
討
朝
敵
之
由
、
院
宣
先
畢
、
傍
鎌
倉
殿
御
代
官
両
人
上
洛
之
処
、
参
河
守
向
九
国
。
以
九
郎
判
官

　
　
　
　
所
被
遣
四
国
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
暦
二
年
正
月
日

　
　
　
　
前
右
兵
衛
佐
源
朝
臣

　
　
　
②
　
建
久
三
・
六
・
廿
一
条
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‘

美
濃
国
御
家
人
等
、
可
従
守
護
相
模
守
惟
義
下
知
之
由
被
仰
下
云
々
、
是
為
被
鎮
洛
中
群
盗
等
也
、

　
　
前
右
大
将
家
政
所
下
　
美
濃
国
家
人
等

　
　
　
可
早
従
相
模
守
惟
義
催
促
事

　
　
右
当
国
内
庄
之
地
頭
中
、
於
存
劉
刈
儀
輩
者
、
従
惟
義
之
催
可
致
勤
節
也
、
就
中
近
日
洛
中
強
賊
之
犯
有
其
聞
、
為
禁
遇

　
　
彼
党
類
、
各
企
上
洛
、
可
勤
仕
大
番
役
、
而
其
中
存
不
可
為
劉
之
由
老
、
早
可
申
子
細
、
　
（
中
略
）
所
仰
如
件
、

　
　
　
　
　
　
建
久
三
年
六
月
廿
日

㈲
　
元
暦
元
年
九
月
十
九
日
条

　
　
在
御
判

　
下
　
讃
岐
国
御
家
人
等

　
　
可
早
随
橘
公
業
下
知
、
向
西
海
道
合
戦
事

　
右
国
中
輩
、
平
家
押
領
之
時
、
無
左
右
御
方
参
交
名
折
紙
令
経
御
覧
畢
、
尤
奉
公
也
、
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
元
暦
元
年
九
月
十
九
日

ω
　
同
右
年
月
日
条

　
讃
岐
国
御
家
人

　
注
進
平
家
当
国
屋
島
落
付
御
坐
捨
、
参
源
氏
御
方
奉
参
京
都
候
御
家
人
交
名
事

　
藤
大
夫
資
光
　
同
子
息
新
大
夫
資
重
　
同
子
息
新
大
夫
能
資
　
藤
次
郎
大
夫
重
次
（
以
下
十
名
略
）

　
　
右
度
々
合
戦
、
源
氏
御
方
参
京
都
候
之
由
、
為
入
鎌
倉
殿
御
見
参
、
注
進
如
件
、

　
　
　
　
　
　
元
暦
元
年
五
月
日
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⑤
　
文
治
三
・
九
・
十
三
条
（
時
政
奉
書
）

　
摂
津
国
為
平
家
追
討
跡
、
無
安
堵
之
輩
、
　
（
中
略
）
兼
又
以
河
辺
船
人
名
御
劉
人
、
時
定
面
々
成
給
下
知
状
云
々
、
事
若
実

　
者
不
可
然
、
速
可
被
停
止
、
抑
御
室
御
領
所
、
称
数
輩
之
寺
宮
官
、
宛
催
御
家
人
役
之
由
有
御
訴
訟
、
（
中
略
）
可
相
存
其

　
旨
、
依
仰
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　
　
文
治
三
年
九
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
層
　
　
　
　
平

御家人制成立に関する一試論　（安田）

　
こ
の
「
史
料
H
」
の
う
ち
、
②
は
吾
妻
鏡
の
地
の
文
に
こ
そ
御
家
人
と
あ
る
が
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
政
所
下
文
に
お
い
て
三
箇
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

と
も
、
た
ん
に
家
人
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
僅
か
一
例
で
は
あ
る
が
、
政
所
下
文
に
、
こ
の
よ
う
な
敬
称
の
な
い
表
現

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
そ
し
て
③
の
下
文
は
、
ω
の
注
進
状
に
も
と
つ
い
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
吾
妻
鏡
の

本
文
に
見
え
て
い
る
。
し
か
し
ω
の
史
料
は
、
文
章
・
文
言
に
疑
わ
し
い
点
が
多
く
無
理
な
読
み
方
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
余
程

の
加
筆
が
行
な
わ
れ
た
か
、
も
と
も
と
の
偽
文
書
で
あ
る
か
、
何
れ
に
し
て
も
信
愚
性
が
低
い
。
そ
し
て
③
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
こ

の
よ
う
な
下
文
の
場
合
の
宛
所
は
、
「
×
×
国
御
家
人
等
」
と
す
る
よ
り
も
、
　
「
×
×
国
住
人
等
」
と
す
る
の
が
、
こ
の
時
代
の
用
語

と
し
て
自
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
こ
の
下
文
に
よ
っ
て
初
め
て
家
人
の
列
に
加
わ
る
人
々
に
対
し
て
、
御
家
人
と
い
う
敬
称

を
用
い
る
の
も
一
つ
の
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
も
吾
妻
鏡
編
纂
の
時
代
ま
で
の
間
に
作
ら
れ
た
偽
文
書
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
様
に
、
ω

に
つ
い
て
は
、
そ
の
形
式
こ
そ
整
っ
て
い
る
が
、
頼
朝
自
署
の
下
文
に
、
果
し
て
「
鎌
倉
殿
御
家
人
」
と
か
、
　
「
鎌
倉
殿
御
代
官
」
な

ど
の
敬
語
を
用
い
た
も
の
か
否
か
、
や
は
り
疑
問
が
残
る
。
こ
の
内
容
の
下
文
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
加
筆
が
行
な
わ
れ
た
疑
い
は

大
き
い
。
従
っ
て
こ
こ
に
見
え
る
御
家
人
の
語
を
以
て
、
元
暦
二
年
頃
の
頼
朝
下
文
に
御
家
人
な
る
表
現
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
の
徴
証

と
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
下
文
に
類
似
し
た
形
式
の
も
の
が
、
吾
妻
鏡
元
暦
元
年
三
月
一
日
条
に
も
見
え
る
が
、
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こ
れ
も
同
様
に
疑
問
と
し
て
お
き
た
い
。
最
後
に
㈲
の
史
料
は
、
い
わ
ゆ
る
北
条
時
政
奉
書
と
し
て
有
名
な
文
書
で
あ
る
が
、
頼
朝
の

意
志
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
は
い
え
、
明
ら
か
に
形
式
的
に
も
他
者
が
頼
朝
に
代
っ
て
差
出
す
文
書
で
あ
る
。
奉
書
と
か
御
教

書
の
場
合
は
、
頼
朝
自
身
の
下
文
と
は
、
形
式
も
、
用
語
も
異
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
御
家
人
と
い
う
敬
称
を
用
い
て
も
、

別
に
不
思
議
は
な
い
と
思
う
。

　
以
上
「
史
料
－
及
び
H
」
は
吾
妻
鏡
所
載
の
文
書
の
中
か
ら
任
意
に
抽
出
し
た
史
料
で
は
あ
る
が
、
頼
朝
自
身
が
そ
の
意
志
を
表
現

す
る
書
状
で
は
明
ら
か
に
「
家
人
」
と
称
し
、
ま
た
頼
朝
の
意
志
を
或
る
程
度
間
接
に
伝
え
る
文
書
形
式
の
政
所
下
文
で
も
、
1
の
②

の
如
く
「
家
人
」
を
用
い
る
例
が
見
出
せ
た
。
し
か
も
こ
の
文
書
は
形
式
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
部
分
の
文
言
．
文
章
に
も
全
く
疑
わ
し

い
点
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ぽ
、
頼
朝
袖
判
な
い
し
頼
朝
自
署
判
の
形
式
で
、
彼
が
直
接
に
下
す
と
い
う
形
を
比
較
的
強
く
出
し

て
い
る
頼
朝
下
文
に
、
　
「
御
家
人
」
と
用
い
る
の
は
、
か
な
り
疑
わ
し
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
頼
朝
自
身
が
そ
の
意
志
を

表
現
す
る
よ
う
な
文
書
の
場
合
、
少
く
と
も
建
久
初
年
ま
で
は
、
　
「
御
家
人
」
な
る
表
現
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の

仮
説
を
た
て
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
蛇
足
な
が
ら
附
言
す
れ
ぽ
、
文
治
元
年
四
月
十
五
日
に
、
頼
朝
の
推
挙
な
し
に
任
官
し
た
在
京
の
御
家
人
た
ち
に
対
し
、
頼
朝

が
大
い
に
怒
っ
て
墨
俣
以
東
に
下
向
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
と
き
に
発
し
た
下
文
に
は
、
　
「
東
国
輩
」
　
「
東
国
住
人
」
　
「
東
国
侍
」
の
表

現
の
み
で
、
　
「
御
家
人
」
は
お
ろ
か
、
　
「
家
人
」
の
表
現
さ
え
な
い
。
頼
朝
と
最
も
緊
密
に
結
合
し
て
い
る
東
国
の
在
地
武
士
た
る
、

い
わ
ゆ
る
関
東
御
家
人
に
対
し
、
頼
朝
自
身
は
こ
の
よ
う
な
呼
び
方
を
し
な
が
ら
、
京
都
な
ど
鎌
倉
勢
力
の
外
部
の
も
の
に
は
「
家
人
」

と
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

註

⑱
　
こ
の
吾
妻
鏡
の
記
事
に
つ
い
て
、
地
の
文
に
は
御
家
人
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
用
史
料
は
三
箇
所
と
も
家
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と

．
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
こ
と
は
、
伝
写
の
際
の
欠
落
が
あ
っ
た
可
能
性
を
少
く
す
る
。
若
し
原
本
に
お
い
て
御
家
人
と
い
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う
表
現
で
あ
っ
て
、
何
れ
か
の
時
期
に
故
意
に
御
の
字
を
削
除
し
た
な
ら
、
地
の
文
も
削
除
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
不
注
意
の
脱
落
な
ら
ば
、

　
そ
れ
が
三
箇
所
に
亘
っ
て
行
な
わ
れ
る
の
も
不
自
然
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
引
用
下
文
は
、
文
書
の
原
本
通
り
の
も
の
と
考
え
た
い
。

⑲
　
吾
妻
鏡
、
文
治
元
年
四
月
十
五
日
条
。

五

御家人制成立に関する一試論　（安田）

　
以
上
は
吾
妻
鏡
に
収
録
さ
れ
て
い
る
鎌
倉
初
期
の
文
書
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
と
に
一
つ
の
仮
定
を
た
て
た
の
で
あ

る
が
、
次
に
は
現
存
の
他
の
古
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
史
料
的
価
値
を
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
主
と
し
て
治
承
四
年
以
後
、
元

暦
年
間
に
至
る
ま
で
の
鎌
倉
関
係
の
文
書
で
、
御
家
人
の
記
載
の
あ
る
も
の
を
主
た
る
対
象
と
す
る
が
、
そ
れ
ら
を
列
挙
す
る
前
に
、

取
り
上
げ
て
置
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
文
書
が
あ
る
。
そ
れ
は
大
友
文
書
に
あ
る
建
久
六
年
五
月
の
将
軍
家
政
所
下
文
で
あ
殉
、
こ
れ
に
は

「
御
家
人
」
の
表
現
が
二
箇
所
に
あ
り
、
若
し
こ
れ
が
正
し
い
も
の
と
す
れ
ぽ
、
私
が
先
に
建
久
三
年
六
月
廿
日
の
前
右
大
将
家
政
所

下
文
を
根
拠
と
し
て
立
て
た
仮
設
が
崩
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
文
書
の
全
文
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

征
夷
大
将
軍
家
政
所
下
　
西
海
道
御
家
人
等

　
定
遣
　
鎮
西
守
護
人
事

　
前
掃
部
頭
中
原
朝
臣
親
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
野
）

右
人
為
鎮
西
守
護
人
所
下
遣
也
、
抑
先
日
壁
下
遣
藤
原
遠
景
、
神
社
仏
寺
之
訴
有
其
数
之
上
、
宇
佐
大
菩
薩
神
宮
不
触
社
家

致
其
誠
、
押
取
御
神
領
日
向
国
宮
崎
庄
所
当
、
宛
行
舎
弟
保
高
、
或
別
取
曲
豆
後
国
緒
方
庄
御
封
田
宛
行
所
従
茂
経
、
毎
年
令

慨
怠
年
中
神
事
条
、
有
負
神
慮
之
恐
、
無
顕
朝
憲
誠
哉
、
就
中
計
三
年
一
度
御
造
営
曲
豆
後
国
役
仮
殿
勤
事
、
為
遠
景
在
国
之

身
、
彼
造
営
之
間
、
三
ケ
年
勤
事
造
神
殿
、
御
迂
宮
以
前
、
不
止
雨
露
、
随
御
遷
宮
之
節
、
御
殿
妻
戸
顛
、
御
恪
子
鉤
金
落
、

一99



御家人制成立に関する一試論　（安田）

東
大
門
扉
破
畢
、
神
殿
疎
略
、
不
可
勝
計
者
、

　
　
　
　
　
建
久
六
年
五
月
　
日

停
止
遠
景
守
護
畢
、

御
家
人
在
庁
官
人
等
、
宜
承
知
、
依
仰
行
之
、
故
下
、

　
　
平
　
　
朝
　
　
臣
　
在
判

　
　
民
部
丞
藤
原
在
判

　
　
　
　
　
　
　
（
広
元
）

　
　
前
因
幡
守
中
原
朝
臣
　
在
判

　
と
こ
ろ
が
こ
の
文
書
は
、
す
で
に
大
日
本
史
料
の
編
者
が
疑
い
を
も
ち
、
　
「
本
文
、
様
式
、
内
容
と
も
に
疑
う
べ
し
」
と
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
竹
内
理
三
、
佐
藤
進
一
、
石
井
進
、
瀬
野
精
一
郎
の
諸
氏
が
一
致
し
て
偽
文
書
と
断
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

私
も
本
文
書
が
後
世
に
作
ら
れ
た
偽
文
書
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
そ
の
内
容
の
こ
と
は
別
と
し
て
も
、
文
体
．
様
式
と
も
に
こ
の

時
代
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
一
見
し
て
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
「
御
家
人
」
と
用
い
た
こ
の
文
書
の
存
在
は
、
私
の
仮
説
を
補
強

こ
そ
す
れ
、
こ
れ
を
否
定
す
る
材
料
と
は
な
り
得
な
い
と
思
う
。
も
っ
と
も
私
見
に
よ
れ
ぽ
、
後
述
の
如
く
建
久
年
間
こ
そ
が
御
家
人

制
の
成
立
す
る
時
期
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
建
久
五
年
頃
か
ら
以
後
は
、
あ
る
い
は
政
所
下
文
に
「
御
家
人
」
が
出
て
来
る
可
能
性
も

あ
る
。
し
か
し
今
は
確
実
な
文
書
に
つ
い
て
こ
れ
を
検
索
す
る
暇
も
な
い
の
で
、
こ
の
問
題
は
他
日
に
譲
り
、
と
り
あ
え
ず
文
治
以
前

に
つ
い
て
前
述
の
仮
定
を
検
討
し
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
関
係
文
書
を
列
挙
す
れ
ぽ
次
の
通
り
で
あ
る
。

一100一

〔
史
料
皿
〕

　
　
ω
　
源
頼
朝
下
文
案
（
東
大
寺
文
書
四
ノ
四
、
平
安
遺
文
四
一
一
〇
号
）

　
　
　
下
　
伊
賀
国
御
家
人
等
　
在
御
判

　
　
　
　
可
令
早
停
止
労
牢
籠
、
無
相
違
安
堵
事

　
　
　
　
　
平
保
行
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（
マ
マ
）

　
右
件
輩
、
殊
依
有
忠
令
当
家
事
、
於
今
老
停
止
労
窄
籠
、
各
所
領
無
相
違
早
可
令
安
堵
也
、
兼
又
同
心
之
輩
、
同
可
存
此
旨

　
也
、
但
為
見
参
等
令
参
事
者
、
遼
遠
往
反
之
間
、
定
可
有
其
煩
者
欺
、
傍
九
郎
御
曹
司
令
入
給
者
、
各
可
奉
付
之
状
、
所
仰

　
如
件
、
敢
不
可
違
失
、
以
下
、

　
　
　
　
　
　
寿
永
二
年
十
月
十
一
日

㈲
　
源
康
忠
解
案
（
西
宮
文
書
、
平
安
遺
文
四
一
四
〇
号
）

　
　
「
云
開
発
相
伝
、
云
当
時
沙
汰
次
第
、
所
申
尤
有
其
謂
、
早
如
元
令
安
堵
本
宅
、
可
勤
仕
御
家
人
兵
士
役
之
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
経
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
（
花
押
）
」

　
源
康
忠
謹
解
　
申
進
申
文
事

　
　
請
殊
蒙
　
恩
裁
、
如
元
令
安
堵
、
勤
仕
兵
士
役
、
河
内
郡
有
福
名
水
走
開
発
田
事

　
右
、
康
忠
謹
拷
案
内
、
水
走
者
依
為
重
代
相
伝
地
、
親
父
季
忠
去
天
養
年
中
申
賜
庁
宣
、
遂
開
発
大
功
、
被
停
止
万
雑
公
事
、

　
令
進
済
官
物
之
間
、
敢
以
所
無
他
妨
也
、
髪
近
日
兵
穣
米
使
等
寄
事
於
左
右
、
追
出
康
忠
代
官
、
致
非
分
濫
妨
之
間
、
及
所

　
務
違
乱
之
条
、
難
堪
次
第
也
、
然
早
被
停
止
彼
妨
、
安
堵
本
宅
、
可
勤
仕
兵
士
役
之
由
、
為
蒙
御
裁
定
、
勒
在
状
、
言
上
如

　
件
、
以
解
、

　
　
　
　
　
　
寿
永
三
年
二
月
日

⑭
　
梶
原
景
時
下
文
案
（
益
田
家
什
書
、
平
安
遺
文
四
一
七
五
号
）

　
下
　
石
見
国
在
庁
官
人
等

　
　
補
任
押
領
使
職
事

　
　
　
藤
原
兼
高
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
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右
以
人
為
彼
職
、
　
一
国
之
御
家
人
催
、

以
下
、

　
　
　
　
　
元
暦
元
年
月
　
日

無
他
妨
可
致
其
沙
汰
之
状
、
如
件
者
、
御
家
人
井
在
庁
官
人
等
宜
承
知
、
勿
違
失
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎌
倉
殿
御
代
官
平
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
判

㊥
　
藤
原
頼
種
奉
書
案
（
益
田
家
什
書
、
平
安
遺
文
四
」
七
六
号
）

　
「
大
将
家
御
判
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
右
見
国
御
黎
、
今
就
上
請
文
状
、
具
以
経
御
覧
之
老
、
如
此
各
志
深
之
由
、
被
言
上
之
条
、

　
也
、
抑
此
長
南
上
座
良
覚
国
中
令
経
廻
之
間
、
各
不
可
見
放
之
由
、
依
御
定
、
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　
　
元
暦
元
年
五
月
日
　
　
　
　
　
　

藤
原
頼
種
奉

　
石
見
国
御
家
人
等
兼
栄
兼
高
所

㈹
　
源
義
経
下
文
案
（
益
田
家
什
書
、
平
安
遺
文
四
一
七
七
号
）

　
「
九
郎
判
官
殿
御
下
交
」

　
下
　
石
見
国
家
人
等
所

　
　
可
早
随
押
領
使
藤
原
兼
高
下
知
、
相
具
追
討
使
事

　
右
件
御
家
人
等
、
随
彼
兼
高
催
、
可
追
討
平
家
、
捧
其
殊
功
可
有
勧
賞
之
状
、
如
件
、

　
　
　
　
　
　
元
暦
元
年
五
月
　
日

　
源
　
御
判

の
　
梶
原
景
時
下
文
案
（
益
田
家
什
書
、
平
安
遺
文
四
一
七
八
号
）

　
下
　
石
見
国

返
≧
神
妙
之
由
、
思
食
処
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可
早
打
進
出
雲
国
謀
叛
輩
岐
須
木
次
郎
兄
弟
弐
人
・
横
田
兵
衛
尉
等
事

右
輩
、
為
平
家
方
人
、
昼
夜
飛
青
鳥
、
朝
暮
通
鳩
札
、
自
南
海
襲
寄
者
、
自
北
嶺
可
進
出
之
由
状
柄
焉
也
、
天
諮
俄
来
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

望
早
背
者
也
者
、
健
児
・
非
違
両
直
押
領
使
・
御
家
人
・
在
庁
官
人
承
諾
、
打
越
出
雲
国
、
相
共
彼
国
人
御
使
、
不
日
可
打

　
　
　
　
　
　
　
（
人
力
）

進
之
状
如
件
、
国
土
宜
承
知
、
不
可
違
失
、
故
下
、

　
　
　
　
　
　
元
暦
元
年
五
月
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
追
討
使
鎌
倉
殿
御
代
官
平
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
判

ω
　
源
頼
朝
下
文
（
香
宗
我
部
家
伝
証
文
、
平
安
遺
文
四
一
八
七
号
）

　
　
　
（
源
頼
朝
）

　
　
　
（
花
　
押
）

　
下

　
　
可
早
為
鎌
倉
殿
御
家
人
、
安
堵
住
所
本
宅
事

　
　
　
中
四
郎
秋
家

　
右
人
為
御
家
人
、
安
堵
本
宅
、
可
励
忠
節
之
状
如
件
、
以
下
、

　
　
　
　
　
　
元
暦
元
年
七
月
廿
九
日

㈲
　
豊
嶋
有
経
請
文
案
（
根
来
要
書
下
、
平
安
遺
文
四
二
〇
四
号
）

　
「
豊
嶋
馬
允
請
文
」

　
謹
請

　
　
御
教
書
事

　
右
、
去
廿
四
日
御
教
書
同
廿
七
日
到
来
、
被
仰
下
旨
、
畏
以
承
候
畢
、
抑
伝
法
院
領
使
者
乱
入
事
、
件
条
如
被
仰
下
候
、
於
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高
野
伝
法
院
庄
領
者
、
兵
根
米
弄
雑
事
不
被
仰
下
之
以
前
、
令
免
除
候
畢
、
至
兵
士
者
為
御
庄
住
人
鎌
倉
殿
御
家
人
井
除
堪

　
器
量
輩
之
外
、
同
以
令
免
除
候
畢
、
　
（
中
略
）
有
経
恐
倥
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
豊
嶋
）

　
　
　
　
　
　
（
元
暦
元
年
）
八
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
有
経
　
請
文

㊥
　
源
頼
朝
下
文
案
（
金
剛
寺
文
書
、
平
安
遺
文
四
二
三
八
号
）

　
（
端
憂
）

　
「
石
大
将
家
御
下
知
状
御
案
」

　
　
　
「
於
大
乗
院
家
正
校
了
」

　
　
　
（
頼
朝
）

　
　
　
源
朝
臣
　
在
御
判

　
下
　
天
野
寺
住
僧
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等

　
　
可
令
早
禁
制
寺
内
山
狩
弄
材
木
切
取
事

　
右
件
条
、
自
諸
方
号
米
御
家
人
、
鹿
狩
連
日
之
由
所
聞
食
也
、
事
実
者
、
早
可
令
禁
制
、
若
猶
不
拘
制
止
者
、
可
令
注
進
交

　
名
、
又
山
林
悉
切
取
之
由
、
同
以
所
聞
食
也
、
件
条
同
可
令
禁
制
、
且
御
追
討
之
時
也
、
為
御
祈
疇
也
、
任
先
例
可
加
制
止
、

　
若
背
御
下
文
、
於
猶
狼
籍
之
輩
者
、
可
令
注
進
交
名
之
状
、
所
仰
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
康
信
）

　
　
　
　
　
　
元
暦
二
年
三
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
散
位
三
善
在
判

㈱
　
藤
原
親
能
下
知
状
案
（
蠣
瀬
文
書
、
編
年
大
友
史
料
上
、
一
〇
四
号
）

　
下
　
豊
前
国
大
名
在
庁
等
所

　
　
可
早
任
下
知
存
知
其
旨
、
宇
佐
宮
神
官
海
三
大
夫
成
忠
身
事

　
右
人
者
鎌
倉
殿
年
来
之
御
家
人
也
、
至
干
彼
子
息
伴
類
等
不
可
煩
、
別
又
有
申
触
事
者
、
各
不
可
見
放
者
、
依
鎌
倉
殿
仰
下

　
知
如
件
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
裏
面
に
花
押
あ
り
）
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一
兀
暦
二
年
二
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
親
能
）

　
　
　
斎
院
次
官
藤
原
朝
臣
　
在
御
判

　
　
9
0
　
藤
原
親
能
下
知
状
案
（
永
弘
文
書
、
平
安
遺
文
四
二
三
三
号
）

　
　
　
　
（
端
裏
）

　
　
　
「
U
あ
ん
」

　
　
　
　
［
H
H
口
口
H
H
］
の
た
い
ミ
や
う
さ
い
ち
［
口
］
ら
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
カ
）

　
　
　
［
H
日
U
］
て
、
そ
の
む
れ
を
そ
ん
す
［
〕
の
し
ん
く
わ
ん
か
い
さ
う
た
ゆ
な
り
、
た
［
口
目
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
か
カ
）

　
　
　
　
事
、
［
1
ー
］
口
ま
く
ら
と
の
の
ね
ん
ら
い
の
御
け
ん
［
H
H
目
口
目
口
］
つ
る
い
ら
い
た
る
ま
て
、
　
こ
n

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
れ
ば
カ
）

　
　
　
　
目
］
へ
か
ら
す
、
も
し
又
ふ
れ
［
日
口
］
の
く
ミ
は
な
す
へ
か
ら
す
、
て
い
［
H
］
お
ほ
せ
に
よ
て
、
下
知

　
　
　
　
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
暦
二
年
二
月
　
日

　
　
　
　
（
斎
）
　
　
　
　
　
　
親
能

　
　
　
　
口
院
次
官
藤
原
朝
臣
　
あ
り
は
ん

　
右
の
「
史
料
皿
」
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
ま
ず
ω
の
文
書
は
、
宛
所
と
本
文
で
述
べ
て
い
る
内
容
と
の
関
係
が
明
確
で
な
く
、
宛
名

は
む
し
ろ
「
伊
賀
国
住
人
等
」
と
な
る
べ
き
で
、
ま
た
平
保
行
を
指
し
て
件
輩
と
い
っ
て
い
る
の
か
、
御
家
人
等
の
す
べ
て
を
指
し
て
・

い
る
の
か
も
明
瞭
で
な
い
。
そ
し
て
九
郎
御
曹
司
と
い
う
敬
称
も
い
さ
さ
か
不
自
然
で
あ
る
。
形
式
・
内
容
と
も
疑
わ
し
い
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
⑭
は
義
経
の
外
題
安
堵
の
文
言
の
中
に
御
家
人
と
出
て
来
る
が
、
本
文
の
解
状
は
形
式
・
内
容
と
も
に
疑
問
点
は
な
い
。
義
経
が
御

家
人
と
い
う
一
種
の
敬
称
を
使
う
こ
と
は
別
に
不
自
然
で
は
な
い
が
、
た
だ
「
御
家
人
兵
士
役
」
と
い
う
文
書
が
、
他
に
例
も
な
く
若

干
疑
わ
し
い
。
あ
る
い
は
外
題
の
文
だ
け
が
後
世
の
加
筆
か
も
し
れ
な
い
が
、
案
文
な
の
で
こ
れ
を
実
証
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ

一105一
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る
。
そ
こ
で
こ
の
文
書
の
正
否
は
保
留
す
る
が
、
正
し
い
も
の
と
し
て
も
、
頼
朝
自
身
の
下
文
に
お
け
る
表
現
で
は
な
い
か
ら
、
た
と

え
「
御
家
人
」
と
あ
っ
て
も
、
先
の
仮
説
と
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
㊨
は
在
庁
官
人
に
宛
て
な
が
ら
御
家
人
催
促
の
板
限
が
兼
高
に
あ
る
こ
と
を
示
し
、
ま
た
同
時
に
御
家
人
に
も
周
知
さ
せ
よ
う
と
す

る
文
意
で
あ
る
。
し
か
も
差
出
書
の
「
鎌
倉
殿
御
代
官
」
も
、
当
時
の
用
法
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
偽
文
書
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
◎
㈹

の
の
三
通
の
文
書
も
、
の
と
同
様
に
益
田
家
什
書
に
あ
る
案
文
で
あ
り
、
何
れ
も
文
章
・
形
式
・
内
容
が
正
常
で
な
い
。
僅
か
に
㈹
だ

け
は
あ
る
い
は
保
留
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
他
は
全
く
疑
わ
し
い
。
従
っ
て
積
極
的
史
料
と
し
て
使
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
　
．

　
ω
の
史
料
は
、
こ
れ
ま
で
本
宅
安
堵
の
好
史
料
と
し
て
、
多
く
の
研
究
に
引
用
さ
れ
、
私
も
ま
た
そ
れ
を
重
視
し
て
立
論
し
た
こ
と

も
あ
る
。
し
か
し
先
に
立
て
た
敬
称
と
い
う
点
か
ら
の
仮
説
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
　
「
鎌
倉
殿
郷
家
人
」
の
表
現
は
や
は
り
疑
わ
ね
ぽ
な

ら
な
い
。
一
応
保
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㈲
の
豊
嶋
有
経
請
文
は
、
形
式
．
文
体
か
ら
み
て
何
等
の
問
題
は
な
い
。
有
経
は
御
家
人
の
一
人
で
あ
る
か
ら
「
鎌
倉
殿
御
家
人
」

の
敬
称
を
用
い
る
の
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史
料
は
、
む
し
ろ
こ
の
時
期
に
は
鎌
倉
殿
御
家
人
と
い
う
表
現
が
一
般
に
行
な

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

．
ω
は
頼
朝
下
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
別
に
疑
問
の
な
い
文
書
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
「
御
家
人
」
が
出
て
来
る
が
、
そ
れ
は
頼
朝
が

「
聞
食
」
し
た
こ
と
の
内
容
で
あ
り
、
　
「
御
家
人
と
号
し
て
」
、
寺
内
に
濫
入
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
野
寺
住
僧
の

訴
状
の
中
に
こ
の
表
現
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
こ
の
文
書
は
正
確
に
は
下
文
の
形
式
で
は
な
く
、
三
善
康
信
の
奉
書
の
形
を
と

り
、
む
し
ろ
下
知
状
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
形
式
上
の
疑
い
は
一
応
保
留
し
て
置
く
。

　
G
り
及
び
ω
は
、
内
容
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、
一
方
が
仮
名
書
に
な
っ
て
い
る
だ
け
の
違
い
で
あ
る
。
形
式
上
は
目
立
っ
た
欠
陥
も
な

い
が
、
す
で
に
瀬
野
氏
が
指
摘
・
れ
た
・
う
ゆ
偽
文
書
の
可
能
性
が
強
い
・
と
く
に
「
鎌
姦
粟
之
禦
人
」
と
い
う
表
現
が
こ
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の
時
期
に
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
文
体
に
も
若
干
の
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
、
当
面
の
問
題
に
関
す
る
限
り
、
こ
こ
に
列
挙
し
た
史
料
の
う
ち
、
確
実
な
も
の
は
、
㈲
ω
の
み
で
あ
り
、
そ
し
て
保

留
し
た
も
の
が
、
㈲
㈱
G
う
と
な
り
、
他
は
何
れ
も
史
料
と
し
て
の
真
実
性
が
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
確
実
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る

㈲
及
び
ω
の
み
で
考
え
る
と
、
頼
朝
が
自
己
の
意
志
を
伝
え
る
た
め
の
下
文
に
「
御
家
人
」
の
称
呼
を
用
い
た
か
否
か
の
問
題
と
は
無

関
係
の
も
の
で
あ
り
、
た
だ
元
暦
頃
に
は
、
す
で
に
御
家
人
と
い
う
呼
び
方
が
一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
だ
け
と
な
る
。

　
か
く
て
先
に
挙
げ
た
史
料
π
の
②
、
建
久
元
年
六
月
廿
日
の
政
所
下
文
が
重
要
な
も
の
と
な
り
、
少
く
と
も
こ
の
頃
ま
で
は
、
頼
朝

側
か
ら
は
家
人
と
称
し
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
と
な
る
。
し
か
も
後
述
す
る
如
く
、
こ
の
下
文
は
、
こ
の
時
期
に
頼
朝
が
美
濃
国
の
在
地

武
士
に
対
し
て
、
御
家
人
た
る
べ
き
か
否
か
の
選
択
を
せ
ま
っ
た
下
文
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
含
め
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
時
期
以

前
に
、
御
家
人
体
制
の
存
在
を
示
す
よ
う
な
史
料
は
、
何
れ
も
証
拠
力
に
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
将
軍
な
い
し
は
幕

府
の
側
か
ら
、
特
定
の
内
容
を
も
っ
た
用
語
ま
た
は
身
分
制
度
上
の
概
念
と
し
て
、
　
「
御
家
人
」
と
い
う
称
呼
を
使
い
は
じ
め
た
の

は
、
少
く
と
も
こ
の
時
期
よ
り
後
の
こ
と
と
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
頼
朝
の
家
人
を
一
般
に
鎌
倉
殿
御
家
人
と
敬
称
す
る
こ

と
は
、
平
氏
の
先
例
も
あ
り
、
彼
の
東
国
に
お
け
る
権
力
の
確
立
し
た
寿
永
・
元
暦
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

註

㈲
　
編
年
大
友
史
料
上
、
二
四
六
号
。
な
お
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
瀬
野
精
一
郎
「
中
原
親
能
と
鎮
西
と
の
関
係
」
（
「
九
州
史
学
」

．
3
7
．
3
8
．
3
9
合
併
号
）
に
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
全
文
の
写
が
益
永
文
書
、
志
手
文
書
、
宇
佐
宮
成
文
書
、
大
友
家
文
書
録
な

　
ど
に
見
え
、
相
互
の
間
に
若
干
の
字
句
の
相
異
が
あ
る
。

㈲
　
佐
藤
進
一
「
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
」
二
五
七
頁
。

　
　
竹
内
理
三
「
鎮
西
奉
行
に
つ
い
て
の
一
二
の
考
察
」
（
「
魚
澄
先
生
古
稀
記
念
論
集
」
所
収
）

　
　
石
井
進
「
大
宰
府
機
構
の
変
質
と
鎮
西
奉
行
の
成
立
」
（
「
史
学
雑
誌
」
6
8
1
1
所
収
）

　
　
及
び
瀬
野
氏
前
掲
論
文
参
照
。

働
　
瀬
野
氏
前
掲
論
文
三
二
頁
。
及
び
註
に
お
い
て
、
「
本
文
書
に
疑
念
を
抱
か
せ
る
が
な
お
確
証
が
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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占’、

　
上
述
の
と
こ
ろ
に
誤
り
が
な
い
な
ら
ぽ
、
文
治
以
前
に
御
家
人
制
が
確
立
し
て
い
た
如
き
状
況
を
示
す
文
書
及
び
編
纂
物
の
記
事

は
、
実
際
に
御
家
人
体
制
が
確
立
し
た
後
の
意
識
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
建
久
三
年
六
月
廿
日
の
美
濃
国
家
人
に
対
す
る
下
文
は
、
す
で
に
田
中
稔
氏
や
石
井
進
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
御
家

人
・
非
御
家
人
の
区
別
を
あ
ら
た
め
て
選
択
決
定
さ
せ
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

　
内
乱
が
よ
う
や
く
終
熔
し
て
、
鎌
倉
政
権
の
安
定
へ
と
指
向
し
て
い
る
時
期
に
、
そ
の
政
権
の
基
礎
と
も
な
る
べ
き
在
地
武
士
を
、

可
能
な
限
り
御
家
人
と
し
て
一
つ
の
身
分
体
制
の
中
に
組
織
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
続
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
明
白
な
歴
史
事
実
で
あ
る

が
、
こ
の
下
文
を
見
る
と
、
そ
れ
ま
で
内
乱
期
に
お
い
て
、
か
な
り
緩
い
形
で
鎌
倉
政
権
H
東
国
勢
力
に
支
配
さ
れ
、
一
応
は
頼
朝
の

家
人
的
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
諸
国
の
在
地
武
士
に
、
あ
ら
た
め
て
恒
久
的
な
家
人
関
係
に
入
る
可
き
を
強
制
し
な
が
ら
、
な
お
選
択

の
途
を
残
し
、
そ
の
去
就
を
決
定
さ
せ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
内
乱
期
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
在
地
武
士
に
対
す
る
支
配

に
つ
い
て
、
石
井
進
氏
の
一
連
の
論
考
は
、
き
わ
め
て
詳
細
に
そ
の
性
格
を
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
支
配
は
、
頼
朝
が
獲
得
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

「
在
庁
・
下
司
・
押
領
使
進
退
権
の
利
用
に
よ
る
支
配
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
内
乱
期
に
お
い
て
、
頼
朝
に
よ
っ
て
軍
事
的

に
占
領
さ
れ
た
国
々
で
の
軍
事
的
占
領
行
政
、
す
な
わ
ち
軍
政
の
も
と
で
の
、
国
衙
機
構
を
通
じ
て
の
支
配
に
他
な
ら
な
い
。
頼
朝
が

在
地
武
士
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
支
配
か
ら
、
鎌
倉
殿
と
の
私
的
主
従
関
係
に
基
づ
く
支
配
へ
切
り
か
え
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
も
、

石
井
氏
の
指
摘
の
如
く
、
文
治
年
間
か
ら
い
く
つ
か
の
例
証
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
軍
政
の
下
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
形
態
の
支
配
ば
か
り
で
な
く
、
頼
朝
に
見
参
す
る
と
い
う
正
式
の
手
続
き
を
経
て
主
従
関

係
を
結
ん
だ
り
、
ま
た
交
名
を
注
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
頼
朝
の
家
人
と
な
っ
た
在
地
武
士
の
例
も
多
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
武
士
た
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ち
の
中
に
は
、
内
乱
が
終
り
、
平
時
の
政
治
体
制
が
生
ま
れ
、
し
か
も
鎌
倉
政
権
と
対
立
す
る
形
で
公
家
政
権
が
残
存
し
、
寺
社
な
ど

の
荘
園
領
主
が
復
権
し
て
そ
の
支
配
を
強
化
す
る
に
至
っ
た
と
き
、
内
乱
中
の
立
場
に
改
め
て
矛
盾
を
持
つ
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
も
当

然
で
あ
る
。
こ
こ
に
家
人
関
係
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
平
時
の
軍
役
義
務
を
固
定
化
し
て
、
御
家
人
体
制
を
制
度
的
に
確
立
す
る

必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
政
所
下
文
が
一
応
は
美
濃
国
家
人
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
物
語
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
頼
朝
は
こ
の
国
の
在
地
武
士
を
家
人
関
係
の
も
と
に
つ
な
ぎ
と
め
よ
う
と
努
力
し
、
制
度
的
統
制
の
も
と
に
置
く
こ
と
を

望
み
な
が
ら
も
、
個
々
の
在
地
武
士
が
、
そ
の
所
領
と
関
連
し
て
の
荘
園
本
所
の
支
配
を
絶
ち
切
れ
ず
、
そ
の
力
関
係
か
ら
御
家
人
化

（
御
家
人
役
勤
仕
）
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
を
も
察
し
て
、
か
か
る
事
態
に
あ
る
と
き
は
そ
の
事
由
を
申
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非

御
家
人
化
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
政
策
は
、
美
濃
国
の
み
で
は
な
く
、
東
寺
百
合
文
書
に
見
ら
れ
る
有
名
な
建
久
七
年
六
月
の
若
狭
国
御
家
人
交
名
の

事
実
や
、
薩
摩
国
御
家
人
に
対
す
る
建
久
八
年
十
二
月
の
大
番
役
催
促
状
、
大
隅
国
に
お
け
る
建
久
九
年
三
月
の
御
家
人
交
名
注
進
状

な
ど
が
、
充
分
に
そ
の
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
御
家
人
制
の
体
制
的
固
定
化
の
努
力
は
、
後
白
河
院
の
死
去
に
と
も
な
う
公
武
間
の
政
治
的
変
動
期
を
と
ら
え
て
、
建
久

三
年
以
降
、
積
極
的
に
展
開
さ
れ
た
と
い
う
石
井
氏
の
所
論
に
、
全
面
的
に
賛
同
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
理
解
は
、
上

述
の
如
く
、
史
料
批
判
を
と
お
し
て
選
択
さ
れ
た
不
確
実
な
史
料
を
拾
捨
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
と
な
り
、
一
つ
の
身
分
的

社
会
体
制
と
し
て
の
御
家
人
制
が
、
建
久
年
間
に
成
立
す
る
と
い
う
考
え
の
論
拠
が
、
さ
ら
に
補
強
さ
れ
た
と
思
う
。

　
な
お
、
こ
う
し
て
成
立
し
た
と
こ
ろ
の
、
鎌
倉
殿
H
鎌
倉
将
軍
と
の
私
的
主
従
関
係
を
原
理
と
す
る
御
家
人
制
は
、
そ
の
結
合
原
理

に
私
的
な
も
の
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
体
制
そ
の
も
の
は
、
公
的
な
も
の
と
し
て
、
鎌
倉
将
軍
が
国
家
公
権
よ
り
承
認
さ
れ
た
諸
国

守
護
の
権
、
す
な
わ
ち
全
国
的
な
軍
事
警
察
権
の
具
体
的
な
担
い
手
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
。
鎌
倉
政
権
は
、
御
家
人
制
と
い
う
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支
配
者
側
の
社
会
的
身
分
体
制
を
固
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
権
の
軍
事
的
機
能
を
維
持
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
国

家
公
権
か
ら
見
れ
ば
、
征
夷
大
将
軍
と
し
て
の
武
家
政
権
の
首
長
が
組
織
し
た
武
力
的
統
制
の
体
制
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
武
家
政
権
の

存
在
を
認
め
る
限
り
、
こ
の
御
家
人
体
制
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
結
果
と
な
る
。
頼
朝
の
死
後
、
そ
の
後
継
者
た
る
頼
家
に
宣
下
さ
れ

た
と
こ
ろ
の
、
　
「
続
前
征
夷
将
軍
源
頼
朝
臣
遺
跡
、
宜
令
彼
家
人
郎
従
等
、
如
旧
奉
行
諸
国
守
護
」
の
文
言
が
よ
く
そ
の
事
情
を
物
語

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
時
に
、
こ
の
記
事
は
、
い
わ
ゆ
る
御
家
人
体
制
が
、
す
で
に
頼
朝
生
存
中
の
建
久
年
間
に
、
体
制
的
な
確
立
を

見
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
っ

　
以
上
に
よ
り
、
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
厳
密
な
意
味
で
の
御
家
人
制
は
、
建
久
三
年
以
降
、
建
久
末
年
ま
で
の
間
に
成
立
し
た
も
の
と

結
論
し
得
る
も
の
と
思
う
。

註
　
㈱
　
田
中
稔
「
鎌
倉
初
期
の
政
治
過
程
i
建
久
年
間
を
中
心
に
し
て
ー
」
（
「
歴
史
教
育
1
1
1
6
）

　
　
　
　
石
井
進
「
『
文
治
守
護
地
頭
』
試
論
」
（
「
史
学
雑
誌
」
7
7
－
3
）

　
　
㈱
　
石
井
氏
前
掲
論
文
、
三
一
頁
。

　
　
㈲
　
同
右
。

　
　
㈲
　
薩
藩
旧
記
雑
録
、
前
編
、
二
所
収
。

　
　
鋤
　
吾
妻
鏡
、
正
治
元
年
二
月
六
日
条
。

〔
附
記
〕
　
こ
の
小
稿
の
骨
子
は
「
御
家
人
制
研
究
会
」
昭
和
四
十
二
年
九
月
の
東
京
部
会
に
お
い
て
発
表
し
、
種
々
の
検
討
を
う
け
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
が
、
そ
の
後
、
こ
の
研
究
会
の
方
々
か
ら
多
く
の
御
教
示
を
賜
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
稿
を
見
た
も
の
で
あ
る
が
、
史
料
考
証
の
面
で
は
、

　
　
　
ま
だ
試
論
の
域
を
出
な
い
こ
と
を
お
断
り
す
る
。
「
御
家
人
制
研
究
会
」
の
諸
兄
の
御
助
言
に
は
深
い
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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