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高
橋
秀
樹
氏
の
著
書
『
三
浦
一
族
の
中
世
』（
二
〇
一
五
年
五
月
刊
行
）
と
、

田
中
大
喜
氏
の
著
書
『
新
田
一
族
の
中
世
│
「
武
家
の
棟
梁
」
へ
の
道
│
』

（
同
年
九
月
刊
行
）
は
、
い
ず
れ
も
吉
川
弘
文
館
の
「
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
」
の
一
冊
と
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
く
似
た
タ
イ
ト
ル
な
の

で
、
両
方
と
も
個
別
武
士
団
の
研
究
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
目
指
し
て
い
る
ベ

ク
ト
ル
は
か
な
り
違
っ
て
い
て
、
ま
と
め
て
論
評
す
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
、

と
も
に
中
世
前
期
の
社
会
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
新
鮮
な
問
題
提
起
に
富
ん
で

い
る
の
で
、
二
つ
の
著
書
を
あ
わ
せ
た
内
容
紹
介
を
試
み
て
み
た
い
。
刊
行
の

順
序
と
は
前
後
す
る
が
、
行
論
の
都
合
上
、
ま
ず
は
田
中
氏
の
著
書
の
紹
介
か

ら
始
め
た
い
。

田
中
氏
の
『
新
田
一
族
の
中
世
』
は
、
上
野
国
の
新
田
荘
を
本
拠
と
す
る
御

家
人
で
、
新
田
義
貞
の
活
躍
で
も
知
ら
れ
る
新
田
氏
と
そ
の
一
門
の
動
向
に
つ

い
て
、
時
代
を
追
っ
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
力
作
で
あ
る
。
論
点
の
紹
介

に
は
全
体
像
の
提
示
が
必
要
な
の
で
、
や
や
煩
雑
に
な
る
が
、
最
初
に
全
体
の

構
成
を
示
し
た
い
。

『
太
平
記
』
の
な
か
の
新
田
氏
│
プ
ロ
ロ
ー
グ

新
田
氏
の
成
立
（
成
立
前
史
／
新
田
氏
成
立
の
政
治
史
）

雌
伏
の
時
代
（
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
新
田
氏
／
新
田
本
宗
家
と
足
利
氏
／

里
見
氏
・
山
名
氏
・
世
良
田
氏
と
足
利
氏
）

地
域
権
力
と
し
て
の
姿
（
新
田
氏
の
軍
事
テ
リ
ト
リ
ー
を
た
ど
る
／
新
田

氏
の
求
心
力
を
探
る
）

「
武
家
の
棟
梁
」
新
田
氏
の
誕
生
（
新
田
氏
の
自
立
／
越
前
に
描
い
た
夢

／
義
興
と
義
宗
の
挑
戦
）

『
太
平
記
』
の
刻
印
│
エ
ピ
ロ
ー
グ

こ
の
構
成
を
見
れ
ば
、
本
書
の
主
た
る
論
点
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
お
の
ず
と

理
解
で
き
よ
う
。
新
田
氏
と
い
え
ば
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
が
新
田
義
貞
の
活
躍

だ
が
、
足
利
尊
氏
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
戦
い
敗
れ
た
悲
劇
の
武
将
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
作
り
あ
げ
た
の
は
、
広
く
人
々
に
親
し
ま
れ
た
『
太
平
記
』
で
あ
る
。

田
中
氏
は
こ
う
し
た
義
貞
と
新
田
氏
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
同
時
代
に
お
け
る
現
実

〈
書
評
〉

中
世
前
期
の
社
会
を
捉
え
な
お
す

│
│
田
中
大
喜
『
新
田
一
族
の
中
世
』、
高
橋
秀
樹
『
三
浦
一
族
の
中
世
』
を
読
ん
で
│
│

山

田

邦

明
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と
同
じ
か
ど
う
か
疑
問
を
持
ち
、
そ
の
検
証
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。『
太
平

記
』
で
始
ま
り
（
プ
ロ
ロ
ー
グ
）『
太
平
記
』
で
締
め
く
く
ら
れ
る
（
エ
ピ

ロ
ー
グ
）
と
い
う
本
書
の
構
成
は
、
い
ち
ば
ん
の
軸
と
な
る
論
点
が
こ
こ
に
あ

る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
論
点
に
関
わ
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
「
雌
伏
の
時
代
」
の
章
で
あ
る
。

義
国
流
清
和
源
氏
の
中
で
、
義
国
の
子
の
義
重
は
中
心
的
立
場
に
い
た
が
、
源

頼
朝
と
は
競
合
関
係
に
あ
っ
た
た
め
優
遇
さ
れ
ず
、
子
息
の
山
名
義
範
や
孫
の

里
見
義
成
の
ほ
う
が
頼
朝
の
信
任
を
得
て
活
躍
し
た
。
新
田
の
本
宗
家
を
継
い

だ
新
田
政
義
は
、
幼
く
し
て
祖
父
と
父
を
失
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
同
じ
義
国
流

清
和
源
氏
の
足
利
義
氏
の
庇
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
嘉
禎
三
年
（
一
二
三

七
）
四
月
、
将
軍
頼
経
が
足
利
義
氏
邸
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
、
新
田
政
義
が
足

利
一
門
と
と
も
に
「
引
馬
役
」
を
つ
と
め
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』）
の
が
最
初
の

証
左
で
あ
る
が
、
そ
の
後
政
氏
│
基
氏
│
朝
氏
│
義
貞
と
続
く
新
田
氏
の
当
主

は
、
代
々
足
利
本
宗
家
の
家
督
か
ら
偏
諱
を
下
賜
さ
れ
る
存
在
で
、
足
利
本
宗

家
に
従
属
す
る
形
で
足
利
一
門
に
包
摂
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
一
時
勢
力
を
誇
っ
た
山
名
・
里
見
や
世
良
田
氏
も
、
当
主
の
失
脚
な
ど
を

契
機
と
し
て
結
局
は
足
利
氏
に
従
う
存
在
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

新
田
義
貞
の
挙
兵
に
つ
い
て
は
「「
武
家
の
棟
梁
」
新
田
氏
の
誕
生
」
の
章

の
冒
頭
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
義
貞
の
挙
兵
は
足
利
高
氏
（
尊
氏
）
の
討
幕

計
画
に
基
づ
い
て
行
っ
た
も
の
で
、
当
時
の
新
田
は
足
利
と
対
等
に
争
え
る
関

係
に
は
な
か
っ
た
と
す
る
。『
神
皇
正
統
記
』
の
「
東
に
も
上
野
国
に
源
義
貞

と
云
者
あ
り
、
高
氏
が
一
族
な
り
」、『
増
鏡
』
の
「
尊
氏
の
末
の
一
族
新
田
小

四
郎
義
貞
と
い
ふ
物
」
と
い
う
記
述
は
、
決
し
て
誇
張
で
は
な
く
、
当
時
の
現

実
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。
新
田
が
足
利
に
従
う
と
い
う
鎌
倉
時
代

以
来
の
関
係
は
継
続
し
て
い
た
が
、
尊
氏
と
弟
の
直
義
が
後
醍
醐
天
皇
に
反
旗

を
翻
す
時
に
新
田
義
貞
を
直
接
の
敵
と
み
な
し
、「
新
田
右
衛
門
佐
義
貞
を
誅

伐
せ
ら
る
べ
き
な
り
」
と
い
う
文
言
を
盛
り
込
ん
だ
文
書
を
発
給
し
た
こ
と
が

新
田
の
立
場
を
押
し
上
げ
、
義
貞
は
尊
氏
と
対
抗
し
う
る
「
武
家
の
棟
梁
」
と

認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
田
中
氏
は
こ
の
よ
う
に
論
点
を
ま
と
め
て
い
る
。

　

新
田
義
貞
を
足
利
に
対
抗
し
う
る
「
武
家
の
棟
梁
」
と
し
て
描
く
『
太
平

記
』
の
記
述
が
生
じ
た
背
景
に
は
こ
う
し
た
事
情
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
新
田

の
立
場
を
古
く
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

の
が
田
中
氏
の
主
張
で
、
鎌
倉
期
の
史
料
を
も
と
に
新
田
一
門
が
足
利
氏
に
包

摂
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
具
体
的
に
跡
づ
け
た
こ
と
が
な
に
よ
り
の
功
績
と
い
え

る
。
新
田
本
宗
家
の
足
利
一
門
化
を
論
じ
た
の
ち
、「
新
田
本
宗
家
の
足
利
一

門
化
は
、
幕
府
政
治
を
舞
台
と
し
た
、
新
田
本
宗
家
と
足
利
本
宗
家
と
の
政
治

的
応
答
関
係
の
所
産
（
帰
結
）
と
捉
え
、
動
態
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
肝
要
と

考
え
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
歴
史
的
展
開
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お

け
る
人
間
関
係
を
丁
寧
に
跡
づ
け
て
い
く
手
法
こ
そ
、
本
書
の
も
つ
大
き
な
魅

力
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

鎌
倉
期
に
お
け
る
新
田
一
門
の
実
像
を
追
い
な
が
ら
、
新
田
氏
が
「
武
家
の

棟
梁
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
至
る
事
情
を
捉
え
る
と
い
う
の
が
本
書
の
中
心

的
な
筋
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
論
点
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
も
注
目
す
べ
き

事
柄
が
多
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
新
田
氏
の
成
立
」
の
章
で
は
、
義
国
流
清

和
源
氏
が
畠
山
氏
や
児
玉
党
な
ど
周
辺
の
武
士
た
ち
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い

て
い
た
こ
と
、
藤
姓
足
利
氏
ら
と
と
も
に
新
田
荘
の
開
発
に
あ
た
っ
た
が
、
や

が
て
藤
姓
足
利
氏
と
の
間
に
摩
擦
が
生
じ
、
こ
れ
が
源
義
重
が
八
幡
荘
か
ら
新

田
荘
に
本
拠
を
移
す
契
機
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
「
地
域
権
力
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と
し
て
の
姿
」
の
章
で
は
、
新
田
一
門
の
本
貫
地
と
な
っ
た
里
見
と
山
名
が
上

野
国
か
ら
国
外
に
通
じ
る
主
要
交
通
路
上
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
、
新
田
氏
が

北
武
蔵
の
村
岡
や
大
蔵
に
も
進
出
し
た
こ
と
、
長
楽
寺
の
あ
る
世
良
田
宿
が
新

田
氏
だ
け
で
な
く
上
野
東
部
や
武
蔵
北
部
の
武
士
た
ち
が
集
う
「
共
生
の
場
」

に
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
さ
れ
る
。
新
田
氏
と
い
う
と
新
田
荘
の
領
主

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
そ
の
活
動
は
広
範
囲
に
わ
た
り
、
ま
た
上
野
や

武
蔵
北
部
の
武
士
た
ち
も
新
田
氏
と
か
か
わ
り
を
も
ち
な
が
ら
広
域
な
活
動
を

展
開
し
て
い
た
こ
と
が
随
所
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鎌
倉
期
の
地
頭
御

家
人
の
活
動
の
広
が
り
を
解
明
し
た
こ
と
も
、
本
書
の
特
長
の
一
つ
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　

高
橋
氏
の
『
三
浦
一
族
の
中
世
』
は
、
相
模
の
三
浦
を
本
貫
地
と
す
る
御
家

人
で
、
鎌
倉
幕
府
の
重
鎮
と
し
て
活
躍
し
た
三
浦
氏
と
そ
の
一
門
の
歩
み
を
ま

と
め
た
も
の
だ
が
、
一
つ
の
一
族
の
歴
史
に
止
ま
ら
ず
、
中
世
前
期
の
日
本
の

社
会
の
仕
組
み
や
歴
史
の
流
れ
を
全
体
的
に
述
べ
る
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
を

設
定
し
、
多
く
の
紙
幅
を
こ
れ
に
割
い
て
い
る
。
冒
頭
の
箇
所
で
「
三
浦
一
族

研
究
の
最
前
線
を
紹
介
す
る
の
が
本
書
の
役
割
の
一
つ
」
と
述
べ
な
が
ら
、

「
も
う
ひ
と
つ
の
課
題
は
、
日
本
の
中
世
前
期
の
政
治
や
社
会
の
流
れ
を
通
史

的
に
追
い
、
そ
の
流
れ
の
な
か
に
三
浦
一
族
と
い
う
個
別
の
武
士
団
や
三
浦
氏

出
身
の
人
物
の
動
向
、
彼
ら
が
領
し
た
地
域
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で

あ
る
。」
と
明
言
さ
れ
て
お
り
、
三
浦
一
族
の
歴
史
を
語
る
こ
と
と
、
中
世
前

期
社
会
の
全
体
像
を
述
べ
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
テ
ー
マ
が
並
立
し
な
が
ら
叙

述
が
進
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
本
書
の
構
成
を
示
す
と
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

三
浦
一
族
の
中
世
、
日
本
の
中
世
│
プ
ロ
ロ
ー
グ

三
浦
氏
の
神
話
か
ら
歴
史
へ　

為
継
・
義
継
・
義
明
の
時
代
（
院
政
の
は

じ
ま
り
と
武
士
の
台
頭
／
荘
園
公
領
制
と
国
衙
／
保
元
の
乱
と
平
治
の

乱
／
院
政
期
の
文
化
）

三
浦
一
族
の
発
展
と
鎌
倉
幕
府　

義
明
・
義
澄
・
義
盛
の
時
代
（
平
氏
政

権
／
内
乱
の
は
じ
ま
り
／
鎌
倉
幕
府
の
成
立
過
程
／
東
大
寺
再
建
事
業

の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
）

三
浦
一
族
と
朝
幕
関
係　

義
村
・
泰
村
の
時
代
（
北
条
氏
の
台
頭
と
承
久

の
乱
／
承
久
の
乱
後
の
情
勢
と
朝
廷
政
治
／
幕
府
政
治
の
展
開
／
鎌
倉

時
代
の
文
化
）

全
国
展
開
す
る
三
浦
一
族
と
社
会
変
動　

佐
原
系
三
浦
氏
と
三
浦
和
田
氏

の
時
代
（
御
家
人
制
と
惣
領
制
／
武
士
の
支
配
と
荘
園
／
鎌
倉
後
期
の

政
治
と
外
交
／
鎌
倉
倒
幕
か
ら
南
北
朝
の
内
乱
へ
）

伝
説
化
さ
れ
る
三
浦
一
族
│
エ
ピ
ロ
ー
グ

　

こ
の
構
成
を
一
覧
す
る
と
、
章
の
タ
イ
ト
ル
は
三
浦
一
族
を
主
題
と
し
、
そ

の
中
の
節
は
政
治
の
動
き
や
社
会
・
文
化
に
か
か
わ
る
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
て
、

前
記
し
た
二
つ
の
課
題
に
と
も
に
応
え
な
が
ら
論
述
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
全
体
的
な
政
治
や
社
会
に
か
か
わ
る
叙
述
に

つ
い
て
紹
介
し
、
そ
の
あ
と
三
浦
一
族
の
こ
と
に
ふ
れ
た
い
と
思
う
。

　

前
記
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
中
世
前
期
の
政
治
や
社
会
の
流
れ
を
通
史
的
に

追
う
こ
と
が
本
書
の
一
つ
の
課
題
だ
と
、
高
橋
氏
は
冒
頭
で
明
示
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
に
加
え
て
「
朝
廷
の
動
き
と
幕
府
の
動
き
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
捉
え
た

い
と
思
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、「
貴
族
社
会
・
武
家
社
会
共
通
の
物
差
し
を
用

い
る
こ
と
」
も
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
論
述
を
行
う
一
つ
の
手
段
で
あ
る
と
さ
れ
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て
い
る
。
朝
廷
と
幕
府
を
別
々
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
両
者
を
含
み
こ
ん

だ
政
治
や
社
会
の
動
き
を
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
捉
え
て
い
く
こ
と
が
本
書
の
大
き

な
課
題
で
あ
り
、
こ
う
し
た
視
点
に
よ
る
興
味
深
い
指
摘
も
随
所
に
み
ら
れ
る
。

　

中
世
前
期
の
政
治
史
を
論
じ
る
と
き
に
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
鎌
倉
幕
府
の
成

立
の
画
期
に
つ
い
て
、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
の
頼
朝
の
上
洛
が
国
制
史
上

最
も
重
要
な
画
期
で
あ
る
と
、
高
橋
氏
は
主
張
さ
れ
る
。
従
来
は
こ
の
と
き
頼

朝
が
右
近
衛
大
将
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
む
し
ろ
頼
朝

が
後
白
河
法
皇
や
藤
原
兼
実
と
直
接
会
談
し
、
平
時
に
お
け
る
頼
朝
の
役
割
が

定
め
ら
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
五
年
後
に
行
わ
れ

た
東
大
寺
再
建
供
養
に
着
目
し
、
こ
れ
が
朝
廷
と
幕
府
の
共
同
事
業
で
あ
り
、

そ
れ
に
寺
社
勢
力
の
力
を
合
わ
せ
た
形
で
具
現
化
・
象
徴
化
し
た
の
が
供
養
法

会
だ
っ
た
と
さ
れ
、「
建
久
六
年
の
東
大
寺
再
建
供
養
は
、
鎌
倉
時
代
前
期
の

政
治
・
経
済
・
宗
教
・
文
化
・
外
交
の
縮
図
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
か
ろ
う
」
と
結
論
づ
け
る
。
朝
廷
・
幕
府
や
寺
社
勢
力
が
対
立
関
係
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
お
の
お
の
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
政
治
を
担
っ
て
い
る
と
い

う
見
方
が
貫
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
の
後
鳥
羽
上
皇
の
行
動
に
つ
い
て
も
、
幕
府
を
解

体
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
北
条
義
時
の
首
の
す
げ
替
え
が

目
的
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
鎌
倉
に
い
た
三
寅
の
父
に
あ
た
る
藤
原
道
家
が

上
皇
に
協
力
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
三
寅
を
廃
す
る
こ
と
に
な
る
倒

幕
を
企
て
た
と
は
思
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
乱
後
に
京
都
に
置
か
れ

た
六
波
羅
探
題
に
つ
い
て
も
、
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
な
「
朝
廷
の
監
視
」
の
役

目
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
朝
廷
と
幕
府
は
基
本
的
に
対
立

す
る
存
在
で
は
な
い
と
い
う
視
点
が
こ
こ
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

朝
廷
の
政
治
に
か
か
わ
る
記
述
も
多
い
が
、
こ
と
に
興
味
を
引
く
の
は
藤
原

道
家
の
評
価
で
あ
る
。
自
身
や
子
息
・
婿
が
摂
政
・
関
白
を
歴
任
し
、
子
息
の

一
人
（
頼
経
）
は
鎌
倉
殿
で
、
娘
は
天
皇
の
后
と
な
っ
て
皇
子
を
生
み
、
宗
教

界
に
お
い
て
も
子
息
が
天
台
座
主
・
園
城
寺
長
吏
・
興
福
寺
別
当
・
東
大
寺
別

当
・
仁
和
寺
御
室
の
地
位
に
就
い
て
い
て
、「
中
世
国
家
を
構
成
す
る
権
門
の

ほ
ぼ
す
べ
て
を
子
息
や
婿
で
押
さ
え
て
」
お
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
過
去
に

例
が
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
時
代
の
朝
廷
に
つ
い
て
は
一
般
に
は
知
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
朝
廷
の
内
部
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
道

家
の
権
力
の
ひ
ろ
が
り
を
明
示
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
だ
と
思
う
。

　

こ
の
よ
う
な
政
治
過
程
に
か
か
わ
る
論
点
を
提
示
し
な
が
ら
、
中
世
前
期
社

会
に
お
け
る
身
分
制
や
人
間
関
係
の
全
体
的
把
握
も
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず

「
侍
」
と
い
う
身
分
に
注
目
し
、
こ
れ
は
諸
司
の
三
等
官
（
丞
・
允
・
尉
）
を

経
て
、
叙
爵
し
て
も
極
位
は
五
位
に
留
ま
る
家
格
の
者
を
指
し
、
多
く
の
御
家

人
は
こ
の
地
位
に
あ
っ
た
わ
け
で
、「
侍
」
と
い
う
言
葉
は
武
士
的
な
性
格
を

持
つ
か
持
た
な
い
か
と
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
明
確
に
指
摘
さ
れ
る
。

ま
た
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
主
従
関
係
に
も
言
及
し
、
貴
族
社
会
で
は
名
簿

提
出
と
い
っ
た
臣
従
儀
礼
が
あ
る
が
、
頼
朝
と
御
家
人
と
の
間
で
こ
の
よ
う
な

臣
従
儀
礼
が
な
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
貴
族
社
会
よ
り
も
主
従
関
係
は
緩
や
か

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。「
侍
」
と
い
え
ば
武
士
を
連
想
し
、
ま
た
将
軍
と
御
家

人
と
は
強
固
な
主
従
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
こ

う
し
た
観
念
を
打
ち
破
る
貴
重
な
指
摘
と
い
え
よ
う
。

　

続
い
て
三
浦
一
族
に
か
か
わ
る
叙
述
の
紹
介
に
移
り
た
い
。
三
浦
義
明
・
三

浦
義
澄
・
和
田
義
盛
・
三
浦
義
村
と
い
っ
た
一
門
の
活
躍
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

て
、
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
高
橋
氏
は
現
在
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
史
料
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の
分
析
と
、
政
治
や
社
会
の
状
況
に
か
か
わ
る
知
識
に
基
づ
く
考
察
に
よ
っ
て
、

蓋
然
性
の
高
い
（
違
和
感
の
少
な
い
）
歴
史
像
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て

い
る
。
三
浦
氏
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
源
氏
や
平
氏
・
藤
原
氏
の
よ
う
な
貴
姓

で
は
な
く
、
三
浦
半
島
在
住
の
卑
姓
の
地
方
豪
族
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が

い
い
だ
ろ
う
と
と
ら
え
た
上
で
、
結
論
的
に
は
三
浦
氏
の
出
自
は
不
明
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
ま
た
源
義
平
（
義
朝
の
子
）
の
母
が
三
浦
義
明
の
娘
で
あ
る
と
い

う
所
伝
に
も
疑
問
を
呈
し
、
和
田
義
盛
は
「
侍
所
別
当
」
に
任
じ
ら
れ
た
と
い

う
が
、
当
時
の
史
料
に
は
「
侍
別
当
」
と
み
え
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
源
実
朝
の

暗
殺
に
三
浦
義
村
が
「
黒
幕
」
と
し
て
関
わ
っ
た
と
い
う
説
を
高
橋
氏
は
批
判

し
、
こ
う
し
た
想
定
が
生
ま
れ
る
背
景
に
は
北
条
義
時
と
三
浦
義
村
が
対
立
し

利
害
関
係
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
が
、
当
時
の
義
時
と
義
村
は

決
し
て
対
立
す
る
存
在
で
は
な
く
、
と
も
に
連
帯
し
な
が
ら
幕
府
政
治
を
運
営

し
て
い
た
と
み
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
。
奇
抜
な
想
定
を
排
し
、
こ
の
時
代

の
政
治
や
社
会
の
実
情
を
冷
静
に
把
握
し
な
が
ら
、
三
浦
一
族
の
動
き
を
と
ら

え
る
と
い
う
方
法
が
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
朝
廷
と
幕
府
の
関
係
の
捉
え
な
お
し
が
本
書
の
一
つ
の
課

題
で
あ
る
が
、
三
浦
氏
に
か
か
わ
る
論
述
に
お
い
て
も
、
京
都
の
朝
廷
や
貴
族

と
の
関
わ
り
を
重
視
す
る
視
点
が
強
く
見
ら
れ
る
。「
三
浦
一
族
と
朝
幕
関

係
」
の
章
で
は
三
浦
義
村
・
泰
村
ら
と
朝
廷
や
貴
族
の
関
係
を
詳
細
に
あ
と
づ

け
て
い
て
、
本
書
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
生
彩
を
放
っ
て
い
る
。
承
久
の
乱
の
後
、

守
貞
親
王
の
子
の
茂
仁
王
が
践
祚
す
る
（
後
堀
河
天
皇
）
が
、
こ
の
と
き
交
渉

に
あ
た
っ
た
の
が
三
浦
義
村
だ
っ
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
『
賀
茂
旧
記
』
と

い
う
記
録
に
み
え
る
が
、
そ
の
内
容
を
分
析
し
な
が
ら
、
守
貞
室
の
藤
原
陳
子

と
そ
の
子
茂
仁
が
住
む
北
白
河
殿
に
義
村
が
赴
い
て
、
幼
い
宮
に
出
座
を
要
請

し
、「
直
接
拝
み
倒
す
よ
う
に
し
て
」
践
祚
の
了
承
を
取
り
付
け
た
の
で
は
な

い
か
と
、
具
体
的
な
状
況
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
義
村
が
こ
の
よ
う
な

重
要
な
役
割
を
担
え
た
理
由
と
し
て
、
す
で
に
駿
河
守
と
い
う
受
領
に
任
じ
ら

れ
て
い
て
、「
侍
」
の
上
の
「
諸
大
夫
」
の
身
分
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、「
貴
族

た
ち
が
重
視
し
て
い
た
礼
を
弁
え
た
人
物
で
、
十
分
な
政
治
的
判
断
力
を
有
し

て
い
た
こ
と
」
が
あ
げ
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

　

三
浦
義
村
は
幕
府
関
係
者
の
中
で
重
要
な
地
位
に
い
て
、
朝
廷
か
ら
も
認
め

ら
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
義
村
や
そ
の
子
の
泰
村

が
、
京
都
の
貴
族
と
の
間
に
個
別
に
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
泰
村
の
妻
は
源
通
親
の
娘
で
、
義
村
の
娘
は
九
条
家
家
人
の
藤
原
親
季

に
嫁
い
で
お
り
、
ま
た
義
村
の
子
息
に
は
天
台
宗
門
跡
の
青
蓮
院
に
入
っ
た
者

も
い
た
。
鎌
倉
幕
府
の
重
鎮
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
京
都
の
貴
族
社
会
と
も
さ

ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り
を
持
つ
と
い
う
三
浦
氏
の
特
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
こ

と
が
、
本
書
の
一
つ
の
特
長
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

田
中
氏
の
著
書
は
新
田
氏
と
そ
の
一
族
の
歴
史
の
実
態
に
深
く
迫
っ
た
も
の

で
、
高
橋
氏
の
著
書
は
三
浦
一
族
の
歴
史
を
跡
づ
け
る
と
と
も
に
、
中
世
前
期

の
政
治
や
社
会
の
内
実
を
全
体
的
に
論
じ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
両
書
の
方
向
性
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
後
世
に
作
ら
れ
た

イ
メ
ー
ジ
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
対
象
と
す
る
時
代
に
書
か
れ
た
史
料
を
分
析
し
な

が
ら
、
当
時
の
政
治
や
社
会
の
実
像
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
、
具
体
的
な
像
を

提
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
田
中
氏
は
鎌
倉
時
代

の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
新
田
本
宗
家
と
一
門
の
動
き
を
追
い
な
が
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
契
機
を
経
て
足
利
本
宗
家
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
明
ら
か
に
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さ
れ
た
。
鎌
倉
期
の
「
御
家
人
」
と
い
う
と
、
勢
力
規
模
の
大
小
は
あ
っ
て
も

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
が
、
当
主
の
死
去
や
没
落
と
い
っ
た
時
々
の
事
情
に
よ
っ
て
、
勢
力
の
あ

る
御
家
人
の
庇
護
下
に
置
か
れ
て
し
ま
う
御
家
人
も
い
た
こ
と
が
、
具
体
的
に

解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
高
橋
氏
は
鎌
倉
期
の
政
治
動
向
と
三
浦
氏
を
含
む
さ

ま
ざ
ま
な
人
々
の
行
動
を
追
い
な
が
ら
、
以
前
か
ら
存
在
し
た
貴
族
社
会
の
秩

序
の
中
で
武
家
の
動
き
を
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
た
。
と
も
す
れ

ば
幕
府
中
心
に
な
り
が
ち
な
従
来
の
研
究
を
再
検
討
し
、
朝
廷
や
貴
族
社
会
の

も
つ
意
味
を
前
面
に
押
し
出
し
な
が
ら
、
武
家
も
含
め
た
時
代
像
を
描
き
出
し

た
試
み
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。
両
書
と
も
に
中
世
前
期
の
政
治
や
社
会
を
あ

ら
た
め
て
捉
え
な
お
し
た
貴
重
な
業
績
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

私
は
中
世
後
期
を
主
な
研
究
対
象
と
し
て
い
て
、
中
世
前
期
の
こ
と
に
つ
い

て
は
不
案
内
の
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
的
外
れ
な
紹
介
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
中
世
前
期
の
政
治
や
社
会
に
か
か
わ
る
一
般
的
な
知
識
や
イ
メ
ー
ジ
を
、

あ
ら
た
め
て
捉
え
な
お
し
た
両
書
か
ら
、
多
く
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
た

だ
単
な
る
紹
介
だ
け
で
は
責
を
果
た
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
、
最
後
に
若
干

の
論
点
を
提
示
し
て
み
た
い
。

　

鎌
倉
期
に
新
田
一
族
は
足
利
氏
に
包
摂
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
が
、
足
利
尊
氏

が
後
醍
醐
天
皇
と
の
戦
い
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
新
田
義
貞
を
敵
と
し
て
明

示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
田
が
「
武
家
の
棟
梁
」
と
認
識
さ
れ
た
と
い
う
田
中

氏
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
わ
か
り
や
す
い
も
の
だ
が
、
こ
う
し
た
契
機
に
よ
っ
て

新
田
の
立
場
が
大
き
く
変
わ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
疑
問
も
あ
る
。
た
し
か
に

鎌
倉
期
の
新
田
一
族
は
足
利
氏
に
従
う
存
在
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う

し
た
中
で
足
利
氏
に
対
す
る
自
立
意
識
の
よ
う
な
も
の
も
生
ま
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。
す
で
に
か
な
り
の
自
負
心
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
足
利
に
対

抗
し
う
る
存
在
と
し
て
自
ら
を
再
認
識
し
た
の
で
は
な
い
か
。
新
田
が
足
利
を

ど
う
見
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま
一
層
の
分
析
が
必
要
の
よ

う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
新
田
一
族
の
中
に
は
足
利
に
従
っ
た
者
も
い
た
が
、

そ
れ
で
も
か
な
り
の
一
門
が
本
宗
家
の
当
主
で
あ
る
義
貞
に
従
っ
て
活
動
し
て

お
り
、
こ
の
よ
う
な
本
宗
家
の
地
位
を
ど
う
評
価
す
る
か
も
だ
い
じ
な
論
点
と

な
ろ
う
。

　

鎌
倉
期
の
政
治
や
社
会
を
と
ら
え
る
と
き
に
、
朝
廷
と
幕
府
を
対
立
的
に
み

る
の
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
貴
族
社
会
の
秩
序
の
中
で
、
幕
府

や
そ
の
関
係
者
の
動
き
を
把
握
す
る
べ
き
だ
と
い
う
高
橋
氏
の
提
言
は
賛
同
で

き
る
し
、
お
そ
ら
く
当
時
の
人
々
の
一
般
的
認
識
は
こ
こ
で
示
さ
れ
た
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
現
実
の
社
会
で
生
起
す
る
諸
問
題
を
見
て
み

る
と
、
貴
族
の
所
領
支
配
は
困
難
さ
を
増
し
、
地
頭
は
独
自
の
動
き
を
強
め
、

天
皇
家
の
相
続
問
題
に
幕
府
が
関
与
す
る
と
い
っ
た
現
象
は
否
定
で
き
ず
、
こ

う
し
た
現
実
社
会
の
動
き
の
な
か
で
「
秩
序
」
の
問
題
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の

か
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
す
る
。
藤
原
道
家
が
も
ろ
も
ろ
の

権
門
に
子
弟
を
送
り
込
み
、
強
大
な
権
力
を
持
っ
た
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い

が
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
朝
廷
や
摂
関
家
の
勢
力
は
前
代
よ
り
も
お
そ
ら
く
縮

小
し
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
時
代
動
向
の
中
で
道
家
の
権
力
も
位
置
づ
け
る

こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

い
さ
さ
か
蕪
雑
な
感
想
を
述
べ
て
し
ま
っ
た
。
前
記
し
た
よ
う
に
専
門
外
の

分
野
な
の
で
、
的
外
れ
な
と
こ
ろ
も
あ
る
か
と
思
う
が
、
御
寛
恕
を
乞
い
た
い
。


