
日
本
中
世
の
政
治
思
想
、
倫
理
思
想
を
考
察
す
る
際
の
、
隠
れ
た
キ
ー
ワ
ー

ド
の
ひ
と
つ
は
天
皇
観
（
天
皇
、
あ
る
い
は
天
皇
に
か
か
わ
る
諸
意
識
）
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
天
皇
が
つ
ね
に
正
面
に
出
て
く
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
根

底
で
天
皇
観
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
政
治
思
想
、
倫
理
思
想
が
形
成
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
、
政
治
思
想
に
関

し
て
は
、
儒
教
的
徳
治
主
義
の
思
想
、
倫
理
思
想
に
お
い
て
は
、
主
従
倫
理
の

問
題
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の

時
期
の
と
り
わ
け
武
士
の
周
辺
の
こ
れ
ら
の
問
題
を
み
る
と
き
、
天
皇
あ
る
い

は
天
皇
に
か
か
わ
る
諸
意
識
を
考
慮
に
い
れ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

中
世
の
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
史
料
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
こ
と
ば
に
「
朝
敵
」

な
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
来
は
文
字
ど
お
り
、
朝
廷
・
天
皇
に
敵
対
す

る
存
在
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
朝
敵
」
は
、
天
皇
あ
る
い
は
天
皇
に
か
か

わ
る
諸
意
識
に
逆
説
的
に
関
連
し
て
い
る
。
中
世
以
降
も
長
く
使
わ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
こ
の
「
朝
敵
」
は
、
じ
つ
は
重
大
な
歴
史
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
、
「
朝
敵
」
が
た
ん
に
朝
廷
・
天
皇
へ
の
敵
対
者
を
意
味
し
て
い
た
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
以
下
具
体
的
に
述
べ
る
よ
う
に
、
政
治
思
想
、
倫
理
思

は
じ
め
に

「
朝
敵
」
考

（
１
）

想
の
い
く
つ
か
の
条
件
を
規
定
す
る
概
念
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
日
本
中
世
に
現
れ
る
「
朝
敵
」
に
よ
っ
て
、
政
治
思

想
、
倫
理
思
想
を
さ
ぐ
る
試
み
の
導
入
的
作
業
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て

認
識
さ
れ
た
「
朝
敵
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
、
主

た
る
対
象
を
保
元
、
平
治
の
乱
の
際
の
源
氏
・
平
家
と
平
治
の
乱
以
降
、
滅
亡

（
２
）

に
い
た
る
ま
で
の
平
家
と
の
場
合
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

久
寿
二
（
二
五
五
）
年
、
近
衛
天
皇
が
没
し
た
。
そ
の
後
継
者
を
め
ぐ
っ

て
、
美
福
門
院
、
崇
徳
院
と
後
白
河
と
が
対
立
し
た
。
結
果
は
、
信
西
藤
原
通

憲
、
関
白
藤
原
忠
通
と
結
ん
だ
後
白
河
が
勝
ち
、
即
位
し
た
。
翌
保
元
元
（
一

一
五
六
）
年
、
後
白
河
天
皇
方
と
政
治
的
不
遇
の
状
況
に
あ
っ
た
崇
徳
院
方
と

が
そ
れ
ぞ
れ
縁
の
武
士
を
擁
し
て
戦
火
を
交
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
者
は
源

義
朝
、
平
清
盛
ら
、
後
者
は
義
朝
の
父
為
義
、
そ
の
四
男
頼
賢
、
八
男
為
頼
、

清
盛
の
叔
父
忠
正
そ
し
て
後
白
河
に
疎
ん
じ
ら
れ
た
左
大
臣
頼
長
を
擁
し
た
。

こ
れ
が
保
元
の
乱
で
あ
る
。
乱
は
源
義
朝
、
平
清
盛
を
率
い
る
後
白
河
方
の
勝

利
で
終
わ
っ
た
。
乱
後
、
信
西
・
後
白
河
政
権
が
で
き
た
が
、
政
権
内
で
信
西

・
平
清
盛
と
藤
原
信
頼
・
源
義
朝
と
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
平
治
元
（
一

｜
、
保
元
の
乱
、
平
治
の
乱
の
場
合
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一
五
九
）
年
、
信
頼
が
信
西
を
攻
め
て
一
時
的
に
権
力
を
執
っ
た
が
、
熊
野
参

詣
か
ら
帰
京
後
の
清
盛
に
攻
め
返
さ
れ
て
信
頼
方
は
敗
退
す
る
。
義
朝
は
殺
さ

れ
て
、
そ
の
子
頼
朝
は
九
死
に
一
生
を
得
て
伊
豆
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
平
治
の
乱
に
よ
っ
て
平
家
の
覇
権
は
確
立
さ
れ
た
。
こ
の
両
乱
を
主
題
と

し
た
軍
記
物
が
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
で
あ
る
。
と
も
に
鎌
倉
中
期
の

（
３
）

成
立
と
考
え
ら
れ
る
。

保
元
、
平
治
の
両
乱
で
、
源
氏
と
平
家
の
人
々
が
入
り
乱
れ
て
戦
っ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
動
き
に
つ
い
て
の
リ
ア
ル
な
同
時
代
認
識
と
し
て
は
、

源
平
両
家
相
鑿
、
守
四
海
浪
有
声
、
且
各
課
剣
、
互
成
朝
敵
、
源
氏
乱
世
、

（
４
）

平
家
依
勅
宣
制
之
、
誇
朝
恩
、
平
氏
傾
国
時
源
氏
亦
任
勅
命
罰
之
…
…

お
よ
び
、昔

よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
源
平
両
氏
、
朝
家
に
召
し
つ
か
は
れ
て
、
王
化

に
従
は
ず
、
を
の
ず
か
ら
朝
権
を
か
ろ
む
ず
る
者
に
は
、
互
に
い
ま
し
め

を
く
は
へ
し
か
ば
…
…
（
覚
一
本
平
家
物
語
、
巻
一
、
二
代
后
、
以
下
平

家
）

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
源
氏
と
平
家
と
は
、
ラ
イ
バ
ル

と
し
て
長
年
「
朝
」
を
め
ぐ
る
せ
め
ぎ
あ
い
を
重
ね
て
き
た
、
そ
の
過
程
で
互

い
に
朝
敵
に
な
っ
た
り
、
さ
れ
た
り
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、

相
手
を
朝
敵
視
し
、
そ
れ
を
征
し
て
結
果
と
し
て
朝
恩
を
蒙
る
、
と
い
う
な
り

ゆ
き
は
、
情
勢
次
第
で
あ
り
、
き
わ
め
て
相
対
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
朝
」

に
こ
め
ら
れ
た
権
威
は
絶
対
的
で
あ
っ
た
。

保
元
の
乱
に
お
い
て
朝
敵
と
さ
れ
た
の
は
、
源
為
義
・
為
朝
の
父
子
と
悪
左

府
と
よ
ば
れ
た
頼
長
と
で
あ
る
。
い
ま
は
為
義
・
為
朝
に
限
定
し
よ
う
。
為
義

の
長
男
義
朝
は
父
に
背
い
て
後
白
河
方
に
つ
い
て
い
る
。
義
朝
は
、
後
白
河
か

ら
「
父
為
義
法
師
が
首
を
は
ね
て
進
よ
」
と
命
じ
ら
れ
る
。
さ
す
が
の
義
朝
も

困
惑
し
て
、
乳
子
の
正
清
を
呼
び
「
こ
は
、
如
何
せ
ん
ず
る
・
…
…
院
宣
を
蒙

ぬ
。
宣
旨
重
し
て
、
父
の
首
を
は
ね
な
ば
、
五
逆
罪
の
其
一
を
犯
す
べ
し
。
罪

を
恐
て
、
倫
言
を
軽
せ
ば
、
違
勅
の
者
に
我
成
な
ん
ず
」
（
保
元
物
語
下
、
為

義
最
後
ノ
事
）
と
苦
し
い
胸
の
う
ち
を
吐
露
す
る
。
正
清
は
こ
の
重
い
課
題
に

解
答
を
与
え
た
。
正
清
は
「
朝
敵
に
成
せ
給
て
、
宣
旨
を
蒙
さ
せ
給
ぬ
る
上
は
、

子
細
に
や
可
及
。
…
朝
敵
た
る
父
の
難
遁
を
承
て
、
他
人
の
手
に
懸
じ
と
て
、

髪
に
失
奉
て
、
後
の
御
孝
養
能
々
御
訪
い
申
さ
せ
給
た
ら
ん
は
、
な
じ
か
は
穴

が
ち
罪
な
る
べ
き
」
と
言
っ
て
「
朝
敵
」
為
義
を
討
つ
こ
と
を
進
言
す
る
の
で

あ
る
。
宣
旨
に
従
う
こ
と
を
親
の
孝
養
（
孝
）
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
で
解
決
が

は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
宣
旨
に
従
う
こ
と
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
忠
を
意
味
す

る
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
。
宗
教
的
罪
悪
で
あ
る
五
逆
罪
の
一
つ

殺
父
罪
よ
り
「
宣
旨
」
に
背
く
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
反
対

の
場
合
は
、
違
勅
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
っ
て
義
朝
自
身
が
朝
敵
に
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
。
義
朝
と
し
て
は
朝
敵
で
あ
る
父
為
義
を
「
失
奉
」
る
こ
と
は
、

子
と
し
て
の
「
孝
養
」
と
理
解
さ
れ
た
。
朝
敵
を
追
討
し
て
恩
賞
に
預
か
る
こ

と
は
義
朝
に
と
っ
て
源
氏
と
い
う
「
家
の
面
目
」
で
あ
り
（
同
上
、
主
上
三
条

殿
二
行
幸
ノ
事
）
、
ま
た
為
義
が
朝
敵
と
し
て
、
子
義
朝
の
意
思
で
年
来
の
家

人
正
清
に
切
ら
れ
る
こ
と
も
「
弓
矢
取
身
の
名
聞
」
と
し
て
「
誠
に
面
目
」
で

あ
っ
た
（
同
上
、
為
義
最
後
ノ
事
）
。
為
義
に
し
て
み
れ
ば
、
武
士
と
し
て
の
、

い
わ
ば
本
来
的
な
生
き
方
を
遂
げ
る
こ
と
が
朝
敵
に
な
る
と
い
う
結
果
を
も
た

ら
す
と
し
て
も
、
そ
れ
は
充
分
に
「
面
目
」
を
満
た
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
源
氏
の
為
義
と
義
朝
と
の
父
子
の
間
で
、
子
義
朝
が
父
為
義
を
討
っ
た
こ

と
は
、
名
誉
あ
る
大
事
業
で
あ
る
朝
敵
追
討
の
達
成
と
武
士
本
来
の
生
き
方
の
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完
遂
と
い
う
面
目
に
お
い
て
意
義
を
も
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
為
義
の
八
男
で

あ
る
為
頼
に
同
心
し
た
廉
で
伊
豆
大
島
に
流
罪
さ
れ
た
と
き
、
源
氏
の
武
将
と

し
て
朝
敵
追
討
で
手
柄
を
立
て
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
り
、
同
時
に
自
身
が
朝

敵
に
な
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
「
口
惜
」
し
く
思
っ
た
の
で
あ
る
（
同

下
、
為
義
鬼
島
二
渡
ル
事
）
。

こ
の
あ
と
の
平
治
の
乱
で
、
源
氏
一
門
は
朝
敵
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
（
平

治
物
語
、
信
頼
、
信
西
を
亡
ぽ
さ
る
る
議
の
事
）
。
清
盛
が
熊
野
参
詣
に
出
立

後
、
義
朝
が
院
御
所
へ
押
し
入
っ
て
放
火
し
た
、
と
い
う
情
報
が
切
目
の
宿
に

届
い
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
清
盛
は
、
紀
伊
あ
た
り
の
船
を
調
達
し
て
四
国
に
渡

り
、
な
お
九
州
の
軍
勢
を
も
よ
お
し
て
「
逆
臣
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
君
の
御
い
き
ど

お
り
を
休
め
た
て
ま
つ
ら
ぱ
や
」
と
提
案
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
重
盛
が
、

今
は
き
っ
と
（
平
家
打
倒
の
）
宣
旨
、
院
宣
が
出
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
、
そ
の

宣
旨
、
院
宣
に
背
い
て
「
朝
敵
に
成
て
は
、
四
国
、
九
州
の
軍
勢
も
、
さ
ら
に

し
た
が
ふ
く
か
ら
ず
」
、
こ
う
な
っ
て
は
六
波
羅
へ
帰
る
し
か
な
い
と
諫
め
た

（
同
上
、
六
波
羅
よ
り
紀
州
へ
早
馬
を
立
て
ら
る
る
事
）
。
清
盛
は
、
す
ぐ
に

も
「
逆
臣
」
義
朝
を
討
と
う
と
し
た
。
し
か
し
、
義
朝
の
側
で
も
清
盛
方
を
討

つ
た
め
の
宣
旨
、
院
宣
を
入
手
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
い
ま
あ
せ
っ
て
義
朝
を
討

と
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
宣
旨
、
院
宣
に
背
い
て
朝
敵
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
、
宣
旨
、
院
宣
と
は
け
っ
し
て
固
定
的
、
実
態
的
で
は
な
く
、
そ

し
て
そ
れ
に
違
背
す
る
存
在
で
あ
る
朝
敵
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

宣
旨
、
院
宣
そ
し
て
朝
敵
は
、
敵
対
す
る
二
者
の
力
関
係
の
変
化
に
と
も
な
っ

て
張
り
代
え
ら
れ
る
レ
ッ
テ
ル
で
あ
っ
た
。

御
所
内
に
監
禁
さ
れ
て
い
た
院
は
仁
和
寺
へ
、
二
条
天
皇
は
六
波
羅
へ
帰
京

し
た
清
盛
方
の
助
け
に
よ
っ
て
女
装
で
移
っ
た
。
蔵
人
を
し
て
「
六
波
羅
、
皇

居
に
な
り
ぬ
。
朝
敵
と
な
ら
じ
と
お
も
は
ん
と
も
が
ら
は
、
み
な
み
な
馳
せ
ま

い
れ
」
（
同
上
、
主
上
六
波
羅
へ
行
幸
の
事
）
と
触
れ
さ
せ
た
。
一
方
、
そ
れ

に
対
抗
す
る
信
頼
・
義
朝
方
が
六
波
羅
に
押
し
寄
せ
て
合
戦
と
な
る
の
で
あ
る

が
、
義
朝
も
六
条
河
原
で
蔵
人
と
同
じ
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
（
同
中
、

義
朝
六
波
羅
に
寄
せ
ら
る
る
事
）
。
天
皇
に
よ
り
遠
い
場
所
に
い
る
側
が
朝
敵

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
条
天
皇
を
擁
し
て
六
波
羅
に
こ
も

っ
た
平
家
が
ま
ず
、
朝
敵
に
な
る
こ
と
を
免
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
保
元
物
語
』
の
朝
敵
と
『
平
治
物
語
』
の
朝
敵
と
を
比
較
し
て

お
こ
う
。
前
者
は
、
源
氏
と
い
う
「
家
」
に
お
け
る
、
父
為
義
と
長
男
義
朝
と

の
関
係
に
か
か
わ
る
。
朝
敵
と
な
っ
た
父
為
義
を
長
男
義
朝
が
、
「
家
」
代
々

の
「
面
目
」
で
あ
る
朝
敵
追
討
を
「
家
」
の
わ
ざ
と
し
て
果
た
す
。
ま
た
、
為

義
は
、
一
武
士
と
し
て
の
本
来
的
な
生
き
方
の
結
果
、
た
ま
た
ま
朝
敵
と
さ
れ

て
討
た
れ
る
こ
と
は
、
お
な
じ
「
面
目
」
で
あ
る
、
さ
ら
に
、
自
身
が
息
子
の

朝
敵
征
伐
の
的
に
な
っ
て
や
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
為
義
は
朝
敵
と
し
て
討
た
れ
る
こ
と
で
、
義
朝
は
朝
敵
（
父
）
を
討

つ
こ
と
で
と
も
に
「
面
目
」
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
朝

敵
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
（
だ
れ
が
朝
敵
で
あ
り
、
だ
れ
が
朝
敵
を
討
つ
か
）
が

一
つ
の
「
家
」
の
な
か
の
父
子
関
係
と
入
り
組
ん
だ
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
後
者
の
場
合
は
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
構
図
と
し
て
は
単
純
で
あ

る
。
源
氏
と
平
家
の
両
「
家
」
の
関
係
と
な
り
、
一
方
（
源
氏
）
が
朝
敵
と
さ

れ
て
、
も
う
片
方
（
平
家
）
が
そ
れ
を
討
つ
位
置
に
立
つ
。
こ
の
と
き
、
朝
敵

と
呼
ば
れ
る
の
は
、
源
氏
な
り
平
家
な
り
の
武
士
に
限
ら
れ
、
信
頼
や
信
西
ら

藤
原
氏
の
人
々
、
ま
し
て
や
保
元
の
乱
時
の
崇
徳
院
な
ど
は
け
っ
し
て
朝
敵
視

（
《
３
）

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
さ
き
に
紹
介
し
た
源
氏
、
平
家
は
互
い
に
朝
敵
と
な
る

六
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と
か
、
互
い
に
朝
敵
に
な
ら
な
い
よ
う
に
相
互
監
視
を
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と

は
、
そ
の
意
味
で
武
士
個
人
の
し
、
ヘ
ル
か
ら
武
士
の
「
家
」
の
し
。
ヘ
ル
に
問
題

の
地
盤
が
移
さ
れ
た
あ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
新
た
に
、
「
朝
恩
」
が

登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

『
平
治
物
語
』
は
藤
原
信
頼
に
対
し
て
、
冷
淡
な
書
き
ぶ
り
を
示
す
。
「
権

中
納
言
兼
中
宮
権
太
夫
、
右
衛
門
督
藤
を
朝
臣
信
頼
卿
」
は
「
文
に
も
あ
ら
ず
、

武
に
も
あ
ら
ず
、
能
も
な
く
、
又
、
芸
も
な
し
。
た
だ
朝
恩
に
の
み
ほ
こ
り
て
、

：
：
：
近
衛
府
、
蔵
人
頭
、
后
宮
の
宮
司
、
宰
相
の
中
将
、
衛
府
督
、
検
非
違
使

別
当
、
こ
れ
を
わ
ず
か
二
三
ヶ
年
が
間
に
へ
あ
が
っ
て
、
年
廿
七
、
中
納
言
、

衛
門
督
に
至
」
（
平
治
物
語
上
、
信
頼
・
信
西
不
快
の
事
）
っ
た
と
い
う
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
信
頼
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
ん
ら
の
能
力
も
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
た
だ
（
な
ぜ
か
）
朝
恩
の
恩
恵
に
よ
っ
て
、
早
く
か
ら
重
職
を
歴
任
し

て
二
十
七
歳
で
大
納
言
に
ま
で
昇
進
し
た
。
ま
た
、
平
清
盛
も
、
朝
恩
を
蒙
る

こ
と
に
か
け
て
は
信
頼
と
比
べ
て
遜
色
は
な
く
、
「
清
盛
は
大
宰
大
弐
た
る
上
、

大
国
あ
ま
た
給
シ
て
、
一
族
ゑ
な
朝
恩
に
ほ
こ
り
恨
承
な
か
」
（
同
上
、
信
頼
、

信
西
を
亡
ぼ
さ
る
る
議
の
事
）
っ
た
。
信
頼
の
場
合
、
朝
恩
に
預
か
る
こ
と
、

「
諸
国
の
受
領
を
の
み
へ
」
（
同
上
、
信
頼
・
信
西
不
快
の
事
）
た
父
祖
と
は

異
な
り
、
特
別
の
朝
恩
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
信
頼
を
討
っ
た
平
氏
に
な
る
と
、

一
族
の
し
”
ヘ
ル
で
朝
恩
を
蒙
っ
て
い
る
。
『
保
元
物
語
』
の
段
階
で
は
、
義
朝

が
父
為
義
を
討
っ
た
こ
と
は
、
子
の
親
に
対
す
る
「
孝
養
」
に
な
る
と
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
「
家
」
の
な
か
の
父
子
関
係
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
義
朝
に
対
し
て
こ
の
こ
と
で
朝
恩
が
施
さ
れ
た
こ
と
は

（
６
）

（
７
）

な
い
。
し
か
し
、
一
族
を
挙
げ
て
朝
敵
・
源
氏
を
討
っ
た
平
家
に
は
一
族
を
挙

げ
た
朝
恩
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
信
頼
と
義
朝
と
い
う
朝
敵
を
討
つ

一
源
・
平
合
戦
の
な
か
で

平
家
朝
敵
論
を
ゑ
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
『
平
家
物
語
』
巻
五
の
「
朝
敵
揃
」

の
段
を
ゑ
て
み
よ
う
。
わ
が
朝
の
朝
敵
は
、
紀
州
名
草
の
蜘
蛛
か
ら
は
じ
ま
り
、

将
門
、
純
友
そ
し
て
悪
左
府
頼
長
、
悪
衛
門
督
信
頼
に
い
た
る
い
わ
ば
、
平
家

前
史
で
は
、
す
べ
て
「
宣
旨
」
に
背
い
た
結
果
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
こ
こ
で

は
「
宣
旨
」
の
神
秘
性
、
絶
対
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
歴

史
的
回
顧
は
、
こ
の
「
宣
旨
」
に
背
い
て
朝
敵
に
な
る
こ
と
が
、
神
秘
的
な
天

た
平
家
は
、
朝
恩
を
得
て
「
繁
盛
」
し
た
が
、
や
は
り
平
家
も
そ
こ
で
「
朝
恩

に
誇
り
て
朝
章
を
か
る
く
し
」
（
六
代
勝
事
記
、
安
徳
）
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

平
家
に
与
え
ら
れ
た
朝
恩
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
朝
敵
平
家
を
考
察
す
る
と

き
に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

と
も
あ
れ
、
朝
恩
と
朝
敵
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
、
お
よ
そ
体
踊
的
な
関
係
に

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
朝
敵
を
討
っ
た
武
士
に
与
え
ら
れ
る
の
が
朝
恩
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
朝
恩
を
誇
る
あ
ま
り
、
ま
た
、
増
し
加
え
ら
れ
た
朝
恩
の

上
に
増
長
し
た
と
き
、
ふ
た
た
び
朝
敵
と
化
し
、
追
討
の
対
象
と
な
る
。
そ
の

朝
敵
を
討
っ
た
武
士
に
ま
た
朝
恩
が
与
え
ら
れ
る
。
平
家
が
そ
う
し
た
朝
敵
の

典
型
例
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
朝
敵
と
は
何
ら
か
の
固

（
８
）

定
的
実
態
を
指
す
の
で
は
な
く
、
武
士
間
の
関
係
が
王
権
の
権
威
を
意
味
す
る

（
９
）

こ
と
ば
を
借
り
る
こ
と
で
表
わ
さ
れ
た
観
念
で
あ
っ
た
。
朝
恩
を
得
た
武
士
が
、

そ
の
上
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
の
で
は
な
く
、
政
治
的
、
倫
理
的
緊
張
を
も
っ
て
朝

威
を
仰
い
で
本
分
に
勤
し
む
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

｜
｜
、
平
家
の
場
合

一
ハ
ー
ハ



皇
の
権
威
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
よ
り
一
層
、
罪
悪
と
し
て
重
大
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。
そ
れ
で
は
、
頼
長
や
信
頼
を
含
む
こ
の
平
家
前
史
に

つ
づ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
治
承
・
寿
永
の
内
乱
の
な
か
で
、
平
氏
が
朝
敵
と
認
定
、

認
識
さ
れ
て
い
く
と
き
の
具
体
的
な
過
程
（
ど
の
よ
う
に
し
て
「
宣
旨
」
に
背

い
て
い
っ
た
の
か
）
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

木
曽
義
仲
は
、
（
後
白
河
）
法
皇
の
「
御
使
」
で
あ
る
壱
岐
判
官
朝
泰
（
知

泰
）
を
噺
笑
し
た
。
朝
泰
は
鼓
の
名
手
で
あ
っ
た
の
で
世
に
鼓
判
官
と
呼
ば
れ

て
い
た
が
、
そ
の
朝
泰
に
義
仲
は
、
「
抑
わ
と
の
を
鼓
判
官
と
言
ふ
は
、
よ
る

ず
の
人
に
う
た
れ
た
う
た
か
、
は
ら
れ
た
う
た
か
」
と
問
う
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
義
仲
は
水
島
で
の
平
家
と
の
合
戦
で
敗
戦
し
た
あ
と
、
帰
京
し
、
京
で
義

仲
軍
は
狼
籍
を
は
た
ら
い
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
法
皇
は
、
朝
泰
を
使
い
と

し
て
義
仲
の
も
と
に
派
遣
し
て
、
狼
籍
を
と
ど
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

朝
泰
が
義
仲
に
噺
笑
さ
れ
た
と
き
、
怒
り
の
あ
ま
り
返
事
も
で
き
ず
に
、
「
義

仲
お
こ
の
者
で
候
。
只
今
朝
敵
に
な
り
候
な
ん
ず
。
急
ぎ
追
討
せ
さ
せ
給
へ
」

（
平
家
物
語
、
巻
八
、
鼓
判
官
）
と
義
仲
追
討
を
法
皇
に
進
言
し
た
の
で
あ
る
。

義
仲
は
、
京
中
の
狼
籍
は
別
に
し
て
、
無
骨
者
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
こ
れ
ま

で
特
に
「
朝
敵
」
視
さ
れ
る
よ
う
な
情
勢
に
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
法
皇
（
院
）

の
使
い
を
ふ
ざ
け
た
あ
ま
り
、
噺
笑
し
た
こ
と
で
一
挙
に
朝
敵
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。こ

の
義
仲
朝
敵
論
は
、
源
・
平
両
氏
の
相
互
関
係
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で

は
な
く
、
直
接
院
を
侮
蔑
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
う
し
て
、
朝
敵
平
家
を
討
つ

過
程
に
お
い
て
派
生
的
に
源
氏
の
内
部
に
も
新
た
な
朝
敵
が
生
ま
れ
て
い
っ
た

と
い
え
る
。
こ
の
意
味
で
、
頼
朝
以
降
の
源
氏
の
「
家
」
に
と
っ
て
、
い
か
に

「
家
」
か
ら
朝
敵
を
出
さ
ず
、
「
家
」
と
し
て
朝
恩
を
受
け
容
れ
る
か
、
と
い

う
「
家
」
の
課
題
も
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

時
は
や
や
遡
っ
て
、
木
曽
義
仲
の
登
場
よ
り
は
る
か
前
、
平
家
が
源
氏
の
蜂

起
に
対
し
て
神
経
を
と
が
ら
せ
て
い
た
と
き
。
治
承
四
（
二
八
○
）
年
五
月
、

以
仁
王
は
、
か
ね
て
か
ら
平
家
に
反
発
し
て
い
た
園
城
寺
に
入
御
し
た
。
そ
の

と
き
南
都
の
大
衆
が
同
心
し
て
以
仁
王
を
迎
え
た
、
と
い
う
。
以
仁
王
を
受
け

取
っ
た
園
城
寺
、
お
迎
え
し
た
南
都
興
福
寺
の
大
衆
は
と
も
に
朝
敵
と
な
っ
た
。

源
三
位
頼
政
に
擁
立
さ
れ
た
以
仁
王
は
、
園
城
寺
を
拠
点
に
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
両
寺
が
、
以
仁
王
を
受
け
入
れ
、
迎
え
た
こ
と
が
朝
敵
と
さ
れ
た
直

接
の
原
因
で
あ
っ
た
。
南
都
の
大
衆
は
以
仁
王
を
受
け
入
れ
た
だ
け
で
な
く
、

「
当
今
の
外
祖
」
（
現
、
安
徳
の
祖
父
）
で
あ
る
清
盛
の
意
向
に
反
し
て
園
城

寺
の
大
衆
と
と
も
に
以
仁
王
即
ち
源
氏
方
に
同
心
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

「
当
今
」
（
安
徳
）
ｌ
平
家
（
清
盛
）
、
以
仁
王
ｌ
源
氏
（
頼
政
そ
し
て
頼
朝
）

の
と
も
に
皇
統
の
出
身
者
を
い
た
だ
く
二
つ
の
勢
力
が
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
後
者
の
勢
力
は
、
以
仁
王
の
令
旨
な
る
も
の
を
揚
げ
て
蜂
起
し
た
。
こ
の

二
勢
力
の
対
立
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
当
今
」
の
権
威
と
以
仁
王
の
令
旨
の
権

威
と
の
対
立
と
い
え
た
。
「
当
今
」
安
徳
天
皇
を
擁
す
る
平
家
に
し
て
み
れ
ば
、

わ
が
方
は
現
天
皇
を
戴
く
正
統
勢
力
で
あ
り
、
以
仁
王
を
推
戴
す
る
源
氏
こ
そ

朝
敵
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
仁
王
を
擁
立
し
た
朝
敵
・
頼
政
に
同
心
す
る

（
Ⅲ
）

源
氏
一
族
す
べ
て
朝
敵
な
の
で
あ
る
。
「
当
今
」
安
徳
の
外
祖
父
・
清
盛
に
背
く

こ
と
は
「
天
魔
の
所
為
」
（
同
、
巻
五
、
奈
良
炎
上
）
な
の
で
あ
っ
た
。

源
氏
が
朝
敵
と
さ
れ
た
場
で
は
、
政
治
的
に
対
立
す
る
相
手
を
朝
敵
視
す
る

（
Ⅲ
）

こ
と
が
で
き
る
権
威
が
、
以
仁
王
と
「
当
今
」
と
の
二
つ
存
在
し
て
い
た
。
こ

の
と
き
の
、
い
わ
ば
大
義
名
分
は
当
然
「
当
今
」
の
側
に
あ
っ
た
の
で
、
平
家

側
は
、
源
氏
一
族
を
朝
敵
よ
ば
わ
り
す
る
こ
と
に
檮
路
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た

六
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の
で
あ
る
。

し
か
し
、
内
乱
の
推
移
は
徐
々
に
源
氏
の
勝
利
を
導
い
て
い
っ
た
。
『
保
暦

間
記
』
で
は
、
そ
も
そ
も
「
平
家
悪
行
の
始
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

嘉
応
（
二
六
九
）
元
年
十
月
十
二
日
、
重
盛
の
次
男
資
盛
が
小
鷹
狩
り
の
帰

途
、
関
白
松
殿
基
房
の
屋
敷
に
立
ち
寄
っ
た
。
関
白
家
の
随
身
た
ち
は
、
今
を

と
き
め
く
平
家
の
公
達
と
は
知
ら
ず
に
、
散
々
に
追
い
返
し
た
。
清
盛
は
こ
れ

を
聞
い
て
怒
り
、
侍
を
集
め
て
、
二
十
一
日
に
松
殿
関
白
が
内
裏
か
ら
の
帰
路

を
襲
い
、
車
を
壊
し
て
随
身
の
髻
を
切
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
「
平
家
悪
行
の
始
」

と
い
う
（
平
家
物
語
、
巻
一
、
殿
下
乗
合
で
は
こ
の
事
情
が
も
っ
と
詳
細
に
述

べ
ら
れ
る
）
。
『
保
暦
間
記
』
は
、
こ
れ
に
続
い
て
、
平
家
の
人
々
が
「
随
分
の

朝
恩
を
蒙
る
程
に
、
僑
心
い
よ
い
よ
進
て
不
思
議
の
事
ど
も
有
け
り
」
と
い
う
。

平
家
の
人
々
は
、
「
随
分
」
（
分
に
し
た
が
っ
た
、
当
然
の
）
朝
恩
を
受
け
て
い

た
も
の
に
「
僑
心
」
が
加
わ
っ
て
い
っ
た
結
果
、
朝
敵
へ
の
道
を
進
ん
で
行
っ

た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
平
家
は
、
平
重
衡
に
よ
っ
て
南
都
、
そ
し
て
比
叡
山
を
焼
き
打
ち
に

し
た
。
こ
の
寺
院
焼
き
打
ち
事
件
は
、
と
り
わ
け
寺
院
社
会
に
大
き
い
衝
撃
を

与
え
た
。
そ
し
て
、
頼
朝
は
、
「
東
大
寺
事
、
平
家
朝
敵
と
奉
成
候
ひ
し
余
に
、

令
破
滅
当
寺
候
畢
、
…
：
．
猶
々
此
寺
事
、
朝
の
御
大
事
と
云
、
又
殊
勝
功
徳
と

（
吃
）

申
、
何
事
如
之
候
哉
、
．
…
・
・
」
（
文
治
三
年
三
月
十
六
日
付
け
源
頼
朝
書
状
案
）

と
言
っ
て
、
こ
の
事
件
は
、
平
家
の
朝
敵
性
が
増
大
し
た
結
果
と
し
て
位
置
づ

け
る
。
そ
し
て
も
っ
と
明
確
に
、
「
平
家
逆
略
朝
廷
之
余
、
奉
焼
失
大
仏
之
廟

壇
、
価
征
伐
之
心
弥
催
、
遂
誹
教
平
家
之
凶
賊
畢
、
誠
是
為
朝
敵
又
寺
敵
之
所

致
也
」
（
吾
妻
鏡
、
文
治
三
年
十
月
九
日
条
所
引
の
頼
朝
書
状
）
の
よ
う
に
「
朝

敵
・
寺
敵
」
と
決
め
つ
け
る
史
料
も
あ
る
。
「
朝
の
御
大
事
」
な
る
南
都
の
諸

寺
院
を
焼
い
た
の
だ
か
ら
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
〈
仏
法
・
王
法
相
依
〉
の
理

（
旧
）

念
を
侵
す
平
家
の
所
業
は
、
ま
さ
に
寺
敵
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
朝
敵
を
追
討
す
る
こ
と
に
絶
大
な
意
義

が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
朝
敵
の
追
討
は
、
〈
仏
法
・

王
法
相
依
〉
の
体
制
と
い
う
国
家
的
秩
序
の
守
護
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
逆
に
、
朝
敵
は
、
文
字
ど
お
り
、
国
家
的
秩
序
と
仏
神
の
権

威
と
に
違
背
す
る
の
で
あ
る
。

二
そ
の
後

朝
敵
に
な
っ
た
平
家
に
お
い
て
は
、
祈
り
も
「
仏
神
の
納
受
な
き
の
条
勿
論
」

で
あ
り
、
「
積
善
の
余
慶
家
に
尽
、
積
悪
の
余
映
身
に
及
に
依
て
、
神
に
も
放

た
れ
奉
り
、
君
に
も
捨
ら
れ
奉
」
（
保
暦
間
記
）
る
こ
と
に
な
り
、
追
討
さ
れ

る
立
場
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

一
の
谷
の
合
戦
後
、
四
国
に
落
ち
延
び
て
い
た
平
宗
盛
の
も
と
に
、
後
白
河

法
皇
か
ら
、
三
種
の
神
器
を
返
還
せ
よ
、
と
い
う
使
い
が
来
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
宗
盛
は
、
一
の
谷
の
合
戦
が
奇
襲
攻
撃
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
後
白
河

が
平
家
方
に
不
利
な
指
示
を
出
し
た
こ
と
に
抗
議
す
る
趣
旨
の
返
事
を
送
り
、

そ
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
云
平
家
、
云
源
氏
、
無
相
互
意
趣
、

平
治
信
頼
卿
反
逆
之
時
依
院
宣
追
討
之
間
、
義
朝
朝
臣
依
為
其
縁
坐
、
有
自

然
事
、
是
非
私
宿
意
、
不
及
沙
汰
也
」
。
平
治
の
乱
の
際
に
、
平
家
は
院
宣
に

し
た
が
っ
て
信
頼
を
討
ち
、
「
縁
坐
」
に
よ
っ
て
結
果
的
に
義
朝
の
「
自
然
事
」

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
両
当
事
者
で
あ
る
平
家
も
源
氏
も
「
私
の
宿

意
」
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
か
た
ち
の
上
で
は
平
家
が
義

朝
を
討
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
「
私
の
宿
意
」
に
よ
る
の
で
は
な
か
っ

た
、
と
。
続
け
て
、
「
於
宣
旨
院
宣
者
非
此
限
、
不
然
之
外
、
凡
無
相
互
之

六
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宿
意
、
然
者
、
頼
朝
与
平
氏
合
戦
之
条
、
一
切
不
思
寄
事
也
」
（
吾
妻
鏡
、
元

暦
元
年
二
月
二
十
日
条
）
と
言
う
。
源
氏
と
平
家
と
の
間
で
自
発
的
に
合
戦
を

は
じ
め
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
が
、
「
宣
旨
院
宣
」
が
出
さ
れ
た
以
上
は
そ
れ

に
従
っ
て
戦
う
以
外
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
宗
盛
に
よ
れ
ば
、
朝
敵
追

討
と
い
う
大
義
を
追
求
し
た
こ
と
が
、
源
氏
と
平
家
と
の
合
戦
と
い
う
結
果
を

も
た
ら
し
た
こ
と
に
な
る
。

安
徳
天
皇
と
と
も
に
西
国
に
下
っ
た
三
種
の
神
器
を
返
還
す
れ
ば
南
都
を
焼

き
打
ち
に
し
た
重
衡
の
罪
科
を
許
そ
う
、
と
い
う
院
宣
が
下
さ
れ
る
（
平
家
物

語
、
巻
十
、
八
島
院
宣
）
。
し
か
し
、
平
家
方
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
、
重

衡
は
梶
原
景
時
に
伴
わ
れ
て
鎌
倉
に
下
る
こ
と
に
な
っ
た
。
重
衡
は
頼
朝
と
会

見
す
る
。
重
衡
は
、
南
都
焼
き
打
ち
に
つ
い
て
の
自
己
を
弁
護
し
つ
つ
、
「
弓

矢
を
と
る
な
ら
ひ
、
敵
の
手
に
か
か
っ
て
命
を
失
ふ
事
、
ま
シ
た
く
恥
に
て
恥

な
ら
ず
。
只
芳
恩
に
は
と
く
と
く
か
う
べ
を
は
ね
ら
る
く
し
」
と
潔
い
態
度
を

み
せ
た
。
そ
の
座
に
い
た
人
々
は
感
動
を
す
る
。
頼
朝
も
重
衡
に
対
し
て
、
「
平

家
を
別
し
て
私
の
か
た
き
と
思
ひ
奉
る
事
、
ゆ
め
ゆ
め
候
は
ず
。
た
だ
帝
王
の

仰
こ
そ
お
も
う
候
へ
」
と
述
べ
た
。
だ
か
ら
、
重
衡
が
出
家
を
し
た
い
と
申
し

出
た
時
、
頼
朝
は
、
同
じ
論
理
で
「
そ
れ
思
ひ
も
よ
ら
ず
。
頼
朝
が
私
の
か
た

き
な
ら
ば
こ
そ
。
朝
敵
と
し
て
あ
づ
か
り
た
て
ま
シ
た
る
人
な
り
。
ゆ
め
ゆ
め

あ
る
く
う
も
な
し
。
」
と
峻
拒
し
た
の
で
あ
る
（
平
家
物
語
、
巻
十
、
千
手
前
）
。

頼
朝
の
こ
の
論
拠
は
、
朝
敵
と
は
、
（
勿
論
「
家
」
し
ゞ
ヘ
ル
の
）
「
私
」
の
次
元

の
存
在
で
は
な
い
の
で
、
源
氏
な
り
平
家
な
り
の
「
家
」
の
論
理
に
よ
っ
て
動

く
も
の
で
は
な
く
「
公
」
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

右
の
こ
と
か
ら
、
朝
敵
と
は
、
ひ
た
す
ら
公
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
自
身
に
と
っ
て
の
当
面
の
敵
・
相
手
と
自
分
自
身
と
の

間
が
単
な
る
、
い
わ
ば
対
等
な
敵
同
士
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
、
相

手
が
敵
、
さ
ら
に
朝
敵
で
あ
る
所
以
を
、
自
分
で
は
な
く
も
っ
と
（
は
る
か
に
）

高
い
位
置
、
す
な
わ
ち
、
神
秘
的
、
超
越
的
意
味
を
も
つ
天
皇
・
王
権
に
求
め

よ
う
と
し
た
（
相
手
は
自
分
に
で
は
な
く
、
天
皇
・
王
権
に
背
い
た
の
だ
、
と

す
る
）
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
戦
い
の
根
源
的
な
責
任
を
「
朝
」
に
お
く
こ
と

で
、
内
実
が
ど
う
あ
れ
、
当
面
の
戦
い
に
お
い
て
、
自
己
の
相
手
を
追
討
す
る

（
Ｍ
）

た
め
の
最
も
効
果
的
な
正
当
化
の
論
理
た
り
得
た
。

朝
敵
追
討
の
事
業
は
、
こ
の
よ
う
な
公
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
基
本
的
に
、
朝
敵
が
、
「
公
」
の
源
泉
で
あ

（
応
）

る
天
皇
・
王
権
の
敵
で
あ
っ
た
故
で
あ
る
。

一
の
谷
で
討
た
れ
た
平
家
の
人
々
の
首
が
、
寿
永
三
（
二
八
四
）
年
二
月

十
二
日
入
京
し
た
。
範
頼
と
義
経
と
は
、
法
皇
に
対
し
て
「
保
元
の
昔
を
思
へ

ぱ
、
祖
父
為
義
が
あ
た
、
平
治
の
い
に
し
へ
を
案
ず
れ
ば
、
父
義
朝
が
か
た
き

也
。
君
の
御
憤
り
を
や
す
め
奉
り
、
父
祖
の
恥
を
き
よ
め
ん
が
た
め
に
、
命
を

捨
て
朝
敵
を
ほ
ろ
ぼ
す
。
…
…
」
と
強
弁
し
て
そ
の
首
を
獄
門
に
懸
け
さ
せ
た

（
平
家
物
語
、
巻
十
、
首
渡
）
。
こ
の
強
弁
は
二
つ
の
要
素
を
も
つ
。
す
な
わ

ち
、
ひ
と
つ
に
、
朝
敵
追
討
は
「
君
」
の
命
令
に
従
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
同
時
に
そ
れ
は
父
祖
以
来
の
源
氏
代
々
の
事
業
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

（
肥
）

で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
頼
朝
自
身
も
、
と
く
に
一
の
谷
の
合
戦
後
、
平

家
の
残
党
が
四
国
辺
に
経
廻
し
て
い
る
と
い
う
の
で
、
彼
ら
朝
敵
を
討
て
、
と

九
州
の
御
家
人
に
し
ば
し
ば
命
じ
て
い
る
（
吾
妻
鏡
・
元
暦
元
年
三
月
一
日
、

文
治
元
年
一
月
六
日
条
等
）
。
義
経
は
、
い
わ
ゆ
る
腰
越
状
の
な
か
で
も
、
同

様
の
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
朝
敵
追
討
は
「
君
」
の
命
令
に
よ
る

父
祖
以
来
の
家
の
事
業
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
有
力
な
正
当
化
の

六
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そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
朝
敵
を
討
つ
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
ろ
う
か
。

朝
敵
追
討
の
旅
へ
出
る
将
軍
に
は
、
「
三
つ
の
存
知
」
が
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
「
切
刀
を
給
は
る
日
（
宮
中
で
切
刀
を
与
え
ら
れ
た
）
、
家
を
わ
す
れ
、
家

を
出
ず
る
と
て
妻
子
を
わ
す
れ
、
戦
場
に
し
て
敵
に
戦
ふ
時
、
身
を
わ
す
る
」

も
の
だ
（
平
家
物
語
、
巻
五
、
富
士
川
）
と
い
う
。
朝
敵
追
討
に
際
し
て
は
、

将
軍
の
名
誉
を
負
っ
た
家
、
妻
子
、
そ
し
て
自
身
の
身
を
忘
れ
て
ひ
た
す
ら
朝

敵
を
倒
す
こ
と
だ
け
に
専
念
す
べ
し
、
と
い
う
、
い
わ
ば
「
献
身
の
道
徳
」
で

あ
っ
た
。
「
三
つ
」
の
献
身
を
い
か
に
貫
徹
し
て
「
野
心
を
さ
し
は
さ
ん
で
、

朝
威
を
ほ
ろ
ぼ
さ
ん
と
す
る
輩
」
（
同
、
巻
五
、
朝
敵
揃
）
を
追
討
で
き
る
か

で
追
討
将
軍
の
器
量
が
は
か
ら
れ
た
。

一
般
論
と
し
て
は
、
朝
敵
を
討
っ
た
者
に
は
、
「
勧
賞
」
が
与
え
ら
れ
る
。
「
勧

賞
」
は
し
ば
し
ば
、
朝
恩
と
し
て
も
意
識
さ
れ
る
。
ま
た
、
討
つ
側
と
し
て
は
、

（
Ⅳ
）

「
勧
賞
」
な
り
朝
恩
な
り
の
反
対
給
付
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

平
家
の
人
々
が
し
ば
し
ば
意
識
し
、
口
に
も
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
に
と
っ
て

の
朝
恩
は
、
ま
ず
、
一
門
が
高
位
に
昇
り
、
栄
職
を
歴
任
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
は
平
家
の
人
々
自
身
に
よ
っ
て
客
観
的

に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
重
盛
は
、
「
富
貴
と
い
ひ
栄
花
と
い
ひ
、
朝
恩
と
い
ひ

重
職
と
い
ひ
、
秀
き
は
め
さ
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
御
運
の
尽
き
ん
こ
と
も
か
た
か

根
拠
を
得
る
こ
と
で
き
わ
め
て
有
効
な
自
己
存
在
の
た
め
の
主
張
を
な
す
こ
と

が
で
き
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
朝
敵
追
討
成
功
の
暁
に
は
、
「
勧
賞
」
が
期
待

で
き
た
の
で
あ
る
。

’
一
一
、
朝
敵
を
討
つ
こ
と
と
朝
恩
と

る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
」
（
同
、
巻
二
、
峰
火
之
沙
汰
）
と
言
い
、
「
当
家
は
保
元

・
平
治
よ
り
こ
の
か
た
、
度
々
の
朝
敵
を
た
ひ
ら
げ
て
、
勧
賞
身
に
余
り
…
…

申
は
か
り
も
な
か
り
つ
る
に
、
入
道
の
悪
行
超
過
せ
る
に
よ
シ
て
、
一
門
の
運

命
す
で
に
つ
き
ん
ず
る
に
こ
そ
…
…
」
（
同
、
巻
三
、
無
文
）
と
涙
に
む
せ
ん

だ
。
朝
恩
の
限
界
は
、
と
き
に
こ
の
よ
う
に
理
性
的
に
運
命
を
観
ず
る
こ
と
に

よ
っ
て
実
感
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

源
氏
も
同
様
の
「
朝
恩
」
を
蒙
っ
た
。
源
氏
は
、
「
御
嚢
祖
与
州
禅
門
（
頼

義
）
、
東
夷
を
平
げ
給
ふ
の
昔
」
に
安
房
国
丸
御
厨
を
与
え
ら
れ
た
「
最
初
の

朝
恩
」
（
吾
妻
鏡
・
治
承
四
年
九
月
十
一
日
条
）
以
来
、
た
び
た
び
朝
恩
を
蒙

っ
て
い
た
。
吾
妻
鏡
・
文
治
元
年
八
月
二
十
九
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
月
十
六

日
の
除
目
の
聞
書
が
届
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
源
氏
多
以
承
朝
恩
」
と

し
て
、
義
範
が
伊
豆
守
、
惟
義
が
相
模
守
、
義
兼
が
上
総
介
、
遠
光
が
信
濃
守
、

義
資
が
越
後
守
、
義
経
が
伊
予
守
等
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
。
そ
れ
ら
は

（
義
経
の
場
合
は
別
と
し
て
）
各
人
の
要
望
を
も
と
に
し
て
「
且
募
勲
功
之
賞
、

且
為
添
二
品
眉
目
、
殊
所
及
厳
密
御
沙
汰
」
で
あ
っ
た
。
源
氏
の
人
々
の
任
官

（
す
な
わ
ち
朝
恩
）
は
、
朝
敵
追
討
の
勲
功
と
頼
朝
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
い
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
源
氏
の
人
々
へ
の
朝
恩
は
、
棟
梁
・
頼
朝
へ
の

配
慮
が
充
分
に
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
基
本
的
に
は
、
叙
位

・
任
官
と
い
う
朝
恩
も
、
朝
敵
追
討
の
場
合
と
同
様
、
平
家
や
源
氏
と
い
う
「
家
」

の
し
尋
ヘ
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
朝
恩
は
、

朝
敵
追
討
の
勇
士
に
王
権
の
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
、
権
威
あ
る
報
酬
で
あ
っ
た

が
、
単
な
る
報
酬
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
す
た
め
の
神
秘
的
性
格
も

賦
与
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
後
白
河
院
が
怨
霊
を
叱
責
し
た
と
い
う
挿
話
に

示
さ
れ
る
。
中
宮
徳
子
の
出
産
の
と
き
、
成
親
や
西
光
な
ど
の
怨
霊
が
出
現
し
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て
難
産
に
な
っ
た
。
院
は
「
就
中
、
今
あ
ら
は
る
る
処
の
怨
霊
共
は
、
み
な
わ

が
朝
恩
に
よ
シ
て
人
と
な
シ
し
物
共
ぞ
か
し
。
…
…
速
に
ま
か
り
退
き
候
へ
」

と
叱
責
し
た
と
こ
ろ
、
怨
霊
ど
も
は
直
ち
に
消
え
失
せ
た
（
平
家
物
語
、
巻
三
、

御
産
な
ど
）
。
怨
霊
と
い
う
、
あ
る
種
の
、
人
を
超
え
た
存
在
を
も
朝
敵
は
凌

駕
し
て
、
「
朝
」
の
力
を
示
す
。
朝
恩
（
あ
る
い
は
、
そ
の
発
給
源
）
そ
の
も

の
に
も
非
合
理
的
、
超
越
的
性
格
が
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

朝
敵
を
討
つ
こ
と
は
、
保
元
の
乱
以
来
、
武
士
の
「
家
」
の
事
業
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
な
り
の
報
酬
も
「
朝
」
よ
り
与
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

朝
敵
が
朝
廷
・
王
権
へ
の
た
ん
な
る
軍
事
的
敵
対
を
な
す
だ
け
で
は
な
く
、
〈
仏

法
・
王
法
相
依
〉
の
体
制
と
い
う
国
家
的
支
配
秩
序
そ
の
も
の
を
ゆ
る
が
し
た

と
す
れ
ば
、
朝
敵
追
討
、
そ
し
て
勧
賞
・
朝
恩
に
は
た
ん
な
る
軍
事
上
の
貢
献

と
そ
の
報
酬
と
し
て
の
意
味
の
象
な
ら
ず
、
国
家
的
秩
序
の
維
持
に
か
か
わ
る

権
威
が
与
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
権
威
は
、
怨
霊

と
い
う
形
を
と
っ
た
個
人
的
な
怨
念
を
朝
恩
が
圧
倒
し
た
、
と
い
う
右
の
挿
話

で
象
徴
的
に
表
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
朝
敵
、
そ
し
て
そ
の
追

討
、
朝
恩
は
、
後
白
河
院
と
い
う
王
権
を
担
う
人
物
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
ら
れ

た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
直
接
に
天
皇
観
（
天
皇
あ
る
い
は
天
皇
に
か
か
わ
る

諸
意
識
）
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
保
元
の
乱
、
平
治
の
乱
で
の
朝
敵
、
源
・
平
合
戦
の
過
程
に
お
け
る

朝
敵
と
朝
恩
に
つ
い
て
考
察
し
た
・
史
料
と
し
て
お
も
に
用
い
た
軍
記
物
語
は
、

対
象
と
す
る
戦
闘
が
一
応
終
了
し
た
時
点
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
だ
け
に
そ
の
時
々
の
朝
敵
を
原
則
を
も
っ
て
描
き
出
し
て
お
り
、
背
後
の
天

む
す
び
ｌ
展
望
を
兼
ね
て
Ｉ

皇
観
の
存
在
を
十
分
に
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
文
書
類
や
実
録
史
料
な
ど
で
も

朝
敵
は
軍
記
物
語
で
の
場
合
と
同
様
に
登
場
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
元

の
乱
以
降
、
源
・
平
合
戦
で
の
平
家
に
至
る
朝
敵
の
観
念
は
、
一
部
の
史
料
に

の
み
に
現
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
確
実
に
当
該
時
代
の
史
料
に
ひ
ろ
く
足
跡
を

留
め
て
い
た
、
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
朝
敵
・
朝
恩
観
の
背
後
に
あ
る
天
皇
観
（
天
皇
あ
る
い

は
天
皇
に
か
か
わ
る
諸
意
識
）
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
の
考
察
の
範
囲
で
い
え

ば
、
武
士
が
代
々
伝
え
る
、
朝
敵
追
討
を
事
と
す
る
「
家
」
の
名
に
、
そ
の
朝

敵
追
討
と
い
う
勅
命
が
重
な
っ
て
、
「
家
」
の
事
業
と
し
て
の
朝
敵
追
討
が
正

当
性
を
得
る
、
そ
し
て
そ
の
「
家
」
と
「
家
」
と
の
戦
い
が
天
皇
の
名
に
よ
っ

て
朝
敵
追
討
の
権
威
で
荘
厳
さ
れ
る
、
と
い
う
そ
の
一
端
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

承
久
三
（
一
二
二
二
年
五
月
十
九
日
、
北
条
政
子
は
、
家
人
等
を
前
に
「
故

右
大
将
軍
征
伐
朝
敵
、
草
創
関
東
以
降
、
云
官
位
云
俸
禄
、
其
恩
既
高
於
山
岳
、

深
於
漠
渤
、
報
謝
之
志
浅
乎
、
而
今
依
逆
臣
之
讓
、
被
下
非
義
論
旨
…
…
」
（
吾

妻
鏡
、
同
日
条
）
と
「
最
後
詞
」
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
北
条
義
時
追

討
の
院
宣
が
「
非
義
論
旨
」
と
断
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
、

承
久
の
乱
以
前
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
、
爾
後
の
南
北
朝
、
室
町
時
代
以
降

の
そ
れ
に
つ
づ
い
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
朝
敵
も
本
稿
で
の
考
察
で
み
ら
れ
た

の
と
は
一
変
し
た
様
相
で
た
ち
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。

註

（
１
）
「
朝
敵
」
の
研
究
史
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
管
見
に
入
っ
た
も
の
で
は
、

日
本
文
学
の
分
野
の
、
『
軍
記
と
語
り
物
』
二
七
号
（
一
九
九
一
）
に
須
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藤
敬
「
「
朝
敵
」
論
の
た
め
の
覚
書
」
な
ど
の
一
連
の
論
考
が
あ
る
。

（
２
）
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
用
い
る
お
も
な
史
料
は
、
『
保
元
物
語
』
『
平
治

物
語
』
『
平
家
物
語
』
等
の
軍
記
物
語
、
『
吾
妻
鏡
」
『
保
暦
間
記
』
『
六
代

勝
事
記
」
等
の
史
書
、
文
書
類
で
あ
る
。
当
然
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
そ
れ

ぞ
れ
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
お
よ
そ
中
世
初
期
の
段
階
で
の
、

お
の
お
の
の
か
た
ち
で
と
く
に
武
士
と
そ
の
周
辺
の
朝
敵
観
を
表
わ
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
『
保
元
物
語
・
平
治
物
語
』
（
岩
波
・
古
典
文
学
大
系
、
一
九
六
一
）
の

解
説
（
永
積
安
明
、
島
田
勇
雄
）
に
よ
れ
ば
、
九
種
類
に
分
類
で
き
る
保

元
物
語
の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
、
第
一
類
の
文
保
（
彰
考
館
蔵
）
・
半
井
本

（
内
閣
文
庫
蔵
）
が
「
現
在
の
と
こ
ろ
最
も
原
初
の
本
文
の
形
式
、
内
容

を
伝
え
て
い
る
」
と
し
、
ま
た
十
一
種
類
に
分
類
で
き
る
平
治
物
語
の
テ

キ
ス
ト
の
う
ち
、
第
一
類
の
陽
明
文
庫
蔵
本
・
九
条
家
旧
蔵
学
習
院
蔵
本

が
「
原
初
形
態
の
本
文
に
近
い
」
と
さ
れ
る
。
原
「
保
元
物
語
』
の
成
立

は
一
二
二
三
年
が
上
限
（
栃
木
孝
惟
「
保
元
物
語
解
説
」
、
岩
波
・
新

古
典
文
学
大
系
『
保
元
物
語
、
平
治
物
語
、
承
久
記
』
、
一
九
九
二
）
、
『
平

治
物
語
』
の
そ
れ
は
一
二
三
○
、
四
○
年
代
（
日
下
力
「
平
治
物
語

解
説
」
、
同
）
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
類

本
（
岩
波
・
新
古
典
文
学
大
系
「
保
元
物
語
、
平
治
物
語
、
承
久
記
』
、

一
九
九
二
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
す
る
。
な
お
、
覚
一
本
『
平
家
物

語
』
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
と
も
遅
く
と
も
十
四
世
紀
初
め
に
は
成
立

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
『
曽
我
物
語
』
（
真
名
本
）
巻
一
．
こ
れ
は
、
「
永
仁
頃
の
創
作
で
、
南

北
朝
の
初
期
頃
の
も
の
」
と
推
測
さ
れ
る
（
『
真
名
本
曽
我
物
語
』
勉
誠

社
、
一
九
七
四
、
の
山
岸
徳
平
に
よ
る
「
解
題
」
）
。

（
５
）
信
西
に
関
し
て
…
朝
敵
に
あ
ら
ざ
る
人
の
首
を
渡
し
か
け
た
る
例
や
あ

る
。
（
平
治
物
語
上
、
信
西
の
首
大
路
を
渡
し
獄
門

に
か
け
ら
る
る
事
）

信
頼
に
関
し
て
…
朝
敵
に
与
同
せ
ざ
る
所
見
、
何
事
か
是
に
過
候
べ
き

…
…
（
平
治
物
語
、
官
軍
除
目
行
は
る
る
事
）

（
６
）
信
頼
に
対
す
る
特
別
な
朝
恩
は
、
朝
敵
追
討
の
報
酬
で
は
な
い
の
で
義

朝
の
場
合
と
は
異
な
る
。

（
７
）
源
氏
も
一
族
を
挙
げ
て
朝
敵
と
な
っ
た
（
平
治
物
語
上
、
信
頼
、
信
西

を
亡
ぼ
さ
る
る
議
の
事
）
。

（
８
）
前
掲
須
藤
論
文
で
は
、
「
朝
敵
」
と
は
実
態
を
表
す
概
念
で
は
な
く
、

関
係
を
表
す
概
念
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
９
）
も
ち
ろ
ん
、
朝
恩
と
い
う
と
き
、
右
に
み
た
よ
う
な
、
武
士
に
対
し
て

与
え
ら
れ
た
、
朝
廷
か
ら
の
給
付
あ
る
い
は
朝
敵
征
伐
の
褒
章
を
の
み
指

す
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
的
な
意
味
で
の
朝
廷
・
王
権
に
よ
る
保
護
を
意

味
し
て
い
る
場
合
も
当
然
多
数
み
ら
れ
る
。
一
つ
だ
け
興
福
寺
の
衆
徒
の

申
状
の
例
を
紹
介
し
て
お
く
。
保
元
三
年
七
月
日
付
で
興
福
寺
衆
徒
は

二
か
条
の
要
求
を
朝
廷
に
提
出
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
山
城
・
河
内
・
摂

津
の
三
国
内
の
興
福
寺
の
荘
園
か
ら
年
貢
を
収
公
す
る
こ
と
を
、
維
摩
大

会
の
開
催
、
伽
藍
僧
坊
の
破
損
の
修
理
の
た
め
に
停
止
し
て
ほ
し
い
、
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
び
で
「
自
非
聖
皇
朝
恩
者
、
争
挑
広
厳
法

灯
乎
」
と
い
う
（
『
平
安
遺
文
」
二
九
三
七
号
）
。
こ
の
よ
う
な
申
状
の
例

は
か
な
り
広
範
に
み
ら
れ
る
も
の
で
特
に
珍
し
く
は
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど

珍
し
く
も
な
い
あ
り
ふ
れ
た
文
書
で
、
い
わ
ば
，
殺
し
文
句
‐
と
し
て
気
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軽
に
朝
恩
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

（
Ⅲ
）
『
平
家
物
語
』
巻
五
、
奈
良
炎
上
の
段
で
も
、
以
仁
王
自
身
は
朝
敵
で

な
い
こ
と
を
周
到
な
言
い
回
し
で
説
明
し
て
い
る
。

（
Ⅱ
）
こ
の
状
況
は
『
太
平
記
』
巻
一
五
で
、
朝
敵
足
利
尊
氏
が
朝
敵
で
な
く

な
る
た
め
に
、
光
厳
院
か
ら
院
宣
を
入
手
し
て
「
天
下
ヲ
君
与
君
ノ
御
争

ニ
ナ
シ
」
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

（
胆
）
『
鎌
倉
遺
文
』
二
一
九
号
。
こ
の
朝
敵
の
用
例
は
『
保
元
物
語
』
よ
り

早
い
も
の
で
あ
る
。

（
昭
）
延
慶
本
「
平
家
物
語
』
に
載
せ
る
院
宣
で
は
、
そ
の
部
分
を
や
や
詳
し

く
紹
介
す
る
。
「
早
く
清
盛
入
道
並
び
に
一
類
を
追
討
す
べ
き
事
右
彼

の
一
類
朝
家
を
忽
緒
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
神
威
を
失
ひ
仏
法
を
亡
し
、

既
に
仏
神
の
怨
敵
且
つ
は
王
法
の
朝
敵
た
り
…
…
」
（
二
末
文
学
京
上

し
て
院
宣
申
賜
事
）
で
あ
る
（
「
源
平
盛
衰
記
』
に
も
あ
り
）
。
続
い
て
、

「
同
院
宣
異
本
」
と
し
て
「
頃
年
以
来
平
氏
皇
化
を
蔑
如
し
、
政
道
を
障

る
こ
と
な
く
、
仏
法
を
破
滅
し
朝
威
力
を
傾
け
ん
と
欲
す
。
夫
れ
吾
朝
は

神
国
也
：
…
．
然
れ
ば
則
ち
且
つ
は
神
道
の
冥
助
に
任
せ
、
且
つ
は
勅
宣
之

旨
趣
を
守
り
平
氏
一
類
を
訣
し
、
朝
家
の
怨
敵
を
退
け
て
…
…
」
と
い
う
。

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
平
家
の
朝
敵
た
る
所
以
は
「
神
国
」
た
る
わ
が
国
の

朝
廷
に
よ
る
「
政
道
」
と
仏
神
の
権
威
を
無
視
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
朝
敵
は
〈
仏
法
・
王
法
相
依
〉
の
理
念
を
侵
す
だ
け
で
な
く
、
「
神

国
」
に
対
立
す
る
存
在
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
Ｍ
）
朝
敵
に
は
武
士
以
外
の
人
々
が
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
建
暦
三
年
八
月

六
日
付
け
の
後
鳥
羽
院
の
院
宣
に
よ
る
と
、
清
閑
寺
と
清
水
寺
と
の
境
争

論
に
比
叡
山
の
衆
徒
が
介
入
し
て
「
忽
襲
甲
冑
、
騒
動
下
京
」
り
、
境
争

論
終
結
後
も
「
不
憧
厳
制
」
、
乱
行
を
繰
り
返
し
た
。
そ
こ
で
検
非
違
使

の
庁
官
が
帰
山
を
命
じ
た
が
「
不
恐
勅
定
、
猶
成
群
動
」
す
の
で
甲
冑
を

と
ら
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
「
凶
徒
等
向
官
兵
忽
放
矢
」
っ
た
。
こ
れ

は
朝
敵
で
あ
る
、
と
（
『
鎌
倉
遺
文
』
二
○
一
六
号
）
。
こ
の
場
合
の
比
叡

山
衆
徒
の
朝
敵
た
る
所
以
は
、
僧
侶
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
庁
官
の
帰
山

命
令
を
き
か
ず
、
官
兵
に
矢
を
放
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
武

士
以
外
の
人
々
、
た
と
え
ば
僧
侶
で
も
、
反
朝
廷
的
武
力
行
使
に
出
る
、

と
い
う
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
と
き
、
朝
敵
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
「
謀
叛
」
を
帯
び
て
い
た
の
で
本
来

な
ら
ば
重
罪
に
処
す
べ
き
と
こ
ろ
、
（
院
が
）
「
尊
崇
円
宗
教
法
之
余
」
り
、

「
赦
免
」
さ
れ
た
。

（
胴
）
源
頼
朝
文
書
で
朝
敵
の
語
が
多
数
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
佐
伯
真

一
「
「
将
軍
」
と
「
朝
敵
」
ｌ
『
平
家
物
語
』
を
中
心
に
」
（
『
軍
記
と
語

り
物
』
二
七
号
、
一
九
九
一
）
で
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
権
奪

取
後
の
頼
朝
が
基
本
的
に
「
公
」
の
地
位
に
あ
り
、
平
家
方
を
朝
敵
視
す

る
権
威
を
備
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
陥
）
「
園
城
寺
学
頭
等
申
状
」
（
『
鎌
倉
遺
文
』
二
七
○
一
二
号
）
で
は
、
「
関

東
」
と
当
寺
と
の
関
係
は
「
一
代
二
代
之
芳
契
」
で
は
な
く
、
「
殆
累
代

累
葉
之
佳
例
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
「
予
州
禅
門
」
（
頼
義
）
の
朝

敵
退
治
か
ら
は
じ
ま
り
、
「
右
大
将
家
」
が
「
平
相
国
之
衰
微
」
を
祈
っ

た
こ
と
に
至
る
ま
で
、
両
者
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
朝
敵
追
討
が
源
氏
代
々
の
事
業
で
あ
る
こ
と
が
広
く
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
Ⅳ
）
「
朝
敵
を
討
つ
者
は
半
国
を
給
る
」
（
保
元
物
語
中
、
関
白
殿
本
官
二
帰
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復
シ
給
フ
事
）
こ
と
は
『
平
家
物
語
』
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
（
巻
十
二
、

吉
田
大
納
言
沙
汰
）
。
こ
の
論
拠
は
法
華
経
の
開
経
で
あ
る
無
量
義
経
の

「
警
如
健
人
、
為
王
除
怨
、
怨
既
滅
已
、
王
大
歓
喜
、
賞
賜
半
国
之
封
、

皆
悉
与
之
」
（
十
、
功
徳
品
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
朝
敵
追

討
の
勧
賞
は
俵
藤
太
ら
が
将
門
を
、
義
家
が
安
倍
貞
任
・
宗
任
を
討
っ
た

と
き
も
、
た
か
だ
か
「
受
領
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
平
家
物
語
、
巻
一
、

殿
下
乗
合
）
。
朝
敵
追
討
を
命
じ
る
者
は
し
た
た
か
で
あ
っ
た
。

（
群
馬
県
立
女
子
大
学
助
教
授
）
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