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子

応
徳
三
（
一

O
八
六
）
年
を
も
っ
て
院
政
の
本
格
的
開
始
と
す
る
の
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
白
河
院
政
の
開
始
が
、
直
ち
に
貴

族
文
配
者
層
内
部
に
お
け
る
院
の
絶
対
的
優
位
を
保
証
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

v

そ
れ
は
、
院
に
よ
る
武
力
の
組
織
化
と
い
う
薗
に
お
い
て

も
、
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。
院
政
権
を
支
え
た
武
力
的
基
盤
と
し
て
は
、
院
の
北
面
、
院
武
者
所
、
い
わ
ゆ
る
武
士
、
そ
れ
に
検
非
違
使
等

が
考
え
ら
れ
る
が
、
就
中
当
時
の
公
的
武
力
組
織
と
し
て
最
大
の
規
模
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
検
非
違
使
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
観
点

か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
白
河
・
鳥
羽
・
後
白
河
三
院
と
検
非
違
使
の
か
か
わ
り
方
を
中
心
と
し
て
、
つ
ま
り
院

庁
が
私
的
機
構
で
あ
る
が
故
に
院
が
如
何
な
る
策
を
も
っ
て
、
九
世
紀
初
頭
か
ら
存
続
し
て
い
た
公
的
武
力
・
警
察
機
様
で
あ
る
検
非
違
使
庁

に
そ
の
勢
力
を
浸
透
さ
せ
組
織
を
把
握
し
、
自
己
の
支
配
下
に
そ
の
武
力
を
組
み
入
れ
て
行
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
、
具
体
的
補
任
状
況
、
特

に
検
非
違
使
職
へ
の
院
の
側
近
、
近
臣
、
北
面
の
進
出
と
い
う
点
に
視
点
を
据
え
て
、
論
及
を
試
み
て
み
た
。
勿
論
院
政
期
の
検
非
違
使
を
考

え
る
場
合
、
い
わ
ゆ
る
武
士
の
進
出
と
い
う
問
題
も
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
が
、
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

先
ず
検
非
違
使
別
当
の
補
任
全
般
に
関
し
て
考
察
す
る
。
十
一
世
紀
後
半
の
白
河
親
政
か
ら
十
二
世
紀
末
ま
で
の
約
一
世
紀
の
聞
の
別
当
構

成
を
、
史
料
よ
り
抽
出
す
る
と
次
の
表
の
如
く
で
あ
る
。
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藤
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実

家

表
の
如
く
約
一
世
紀
の
聞
に
延
べ
四
十
三
人
の
別
当
を
抽
出
で
き
た
が

白
河
院
政
期
（
四
十
四
年
間
）
十
一
人
、
鳥
羽
院
政
期
（
三
十
九
年
間
）
九
人
に
対
し
、
後
白
河
院
政
期
に
は
僅
か
三
十
六
年
間
で
二
十
三
人

38 

家

通

（
平
時
忠
が
三
度
補
任
さ
れ
て
い
る
の
で
延
べ
人
数
）
、

そ
の
う
ち

も
補
任
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
更
迭
の
激
し
さ
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
白
河
院
政
期
が
、
保
元
・
平
治
の
乱
、
更
に
は
内
乱
と
激

動
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
在
任
期
間
一
年
未
満
の
者
が
、
白
河
・
鳥
羽
両
院
政
を
通
じ
て
源
師
忠
唯
一
人
で
あ

39 

頼

実

る
の
に
対
し
、
後
白
河
院
政
で
は
、
実
に
十
人
に
も
の
ぼ
る
と
い
う
際
立
っ
た
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
年
令
的
に
は
全
体
的
に
三
十
代
か
ら
四

40 
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平安前期の合計が合わないのは、不明なものと途中で親王になって

し、る者が含まれている為である。
※ 

十
代
の
壮
年
が
殆
ん
ど
で
、
平
安
前
期
の
様
に
十
代
で
就
任
す

る
よ
う
な
極
端
な
例
は
見
ら
れ
な
い
。

次
に
別
当
補
任
時
の
兼
任
武
官
と
、
本
宮
及
び
極
官
を
分
類

し
て
み
る
と
上
の
様
に
な
る
。
な
お
平
安
前
期
と
比
較
す
る
為

に
そ
の
分
類
も
示
す
。

即
ち
兼
任
武
官
は
、
白
河
・
鳥
羽
両
院
政
期
で
は
衛
門
督
と

兵
衛
督
が
各
々
約
五
割
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
白
河
院
政
期
で

は
衛
門
督
の
方
が
か
な
り
増
加
し
て
い
る
の
で
、
兼
任
武
官
か

ら
見
た
場
合
は
、
後
白
河
院
政
期
の
方
が
平
安
前
期
に
類
似
し

て
い
る
こ
と
が
指
嬬
で
き
る
。
次
に
別
当
補
任
時
の
本
官
は
、

白
河
・
鳥
羽
院
政
期
の
方
が
中
・
権
中
納
言
が
約
一
割
位
多
い

院
政
期
と
平
安
前
期
を
比
較
す
る
と
、
院
政
期
の
方
が

中
・
権
中
納
言
が
三
割
も
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
院
政
期
に

カミお
け
る
検
非
違
使
別
当
の
地
位
の
上
昇
を
明
確
に
表
わ
す
も
の

で
あ
る
。
加
え
て
極
官
に
つ
い
て
は
、
特
に
鳥
羽
院
政
期
の
別

当
の
殆
ん
ど
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
大
臣
以
上
に
昇
任
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
後
白
河
院
政
期
に
な
る
と
、

の
が
注
目
さ
れ
る
。

中
・
権
中
納
言
を
極
官
と
す
る
者
が
増
加
し
て
お
り
、
院
政
期

と
平
安
前
期
を
比
較
す
る
と
、
院
政
期
の
方
が
参
議
に
止
ま
っ

一O
一一一
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た
者
は
僅
か
に
藤
原
惟
方
の
一
例
の
み
で
激
減
し
、
大
・
権
大
納
言
を
極
官
と
す
る
者
が
増
加
し
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。
以
上
の
分
析
の
結

果
を
総
合
す
る
と
、
院
政
期
に
お
け
る
別
当
の
地
位
は
、
相
対
的
に
平
安
前
期
よ
り
も
非
常
に
上
昇
し
て
い
た
と
言
え
る
。
但
し
地
位
そ
の
も

の
の
上
昇
と
実
権
の
把
握
の
度
合
と
が
、
必
ず
し
も
比
例
し
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。

次
に
別
当
相
互
の
関
係
を
、
尊
卑
分
肱
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
る
と
次
の
様
に
な
る
。

川

師

舗

子

孫

1
h
r
j

道

附

｜

隣

家

l
続

繍

｜

師

家

l
家

範

｜

基

股

l
忠
隆
ム
借
頼
一

ω
 

L
忠
雅
一

工
忠
親
一

制
司
工
判
J
利

師
輔
｜
兼
家

i宜

I長

頼

通

l
鮒

実

’，－ 7J• 

俊

一… I (91 
l，細l… 
山
』フIミ1
I . lo骨
同fl

頼
｛
一
一
小
｜
俊
家

基

l
遇

重
ム
阿
凶

※

円

U
が
別
当

川
凶
師
輔
子
孫

附

輔

1
l公
ヂ

｜

尖

成

l
l
公

成

間

ー
白
川
凶

？宇

古L



川
川
・
日
川
藤
流

八

州

綴

J
a

－
－
’
・

1
山川

山
川
村
版
氏

川
間
柄
武
平
氏

i,} 

｜ ｜｜  
草為顕

H
h
t
’
親
王
l
l附

阿
武
夫
阜
l
l｜
葛
原
親
王

ギ
l
1
附

光

l
l附
万

F長F年F干
11) 

’E 

J「「1

盛

政

と

倹

非

、，L

足止

使

（
満
一
品
）

川

開

魚

名

流

魚

名

l

｜
末

間

真

夏

子

孫

時

的

l
｜
真

山
川
刷
出
削
減
氏

・．
I• ・1

明

i堂

& 

顕

季｛長

桶
ー
l
内

股

l
t
真

夏

・

ι

；

賢

l
l隣
同

一C
五

実



院

政

と

倹

非

迩

使

（
尚
一
品
）

一O
六

前
表
で
明
ら
か
な
如
く
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
で
は
、
藤
原
氏
十
五
人
、
源
氏
五
人
で
平
氏
が
全
く
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
後
白
河
院
政

期
で
は
藤
原
氏
十
七
人
、
源
氏
二
人
、
平
氏
四
人
（
延
べ
）
と
、
藤
原
氏
が
圧
倒
的
な
が
ら
平
氏
の
台
頭
が
目
立
ち
、
そ
れ
が
他
で
も
な
い
平

清
盛
と
時
忠
の
二
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
、

d

こ
れ
は
後
白
河
院
政
期
、
特
に
保
元
・
平
治
の
乱
直
後
に
お

け
る
平
氏
の
台
頭
と
密
接
不
可
分
の
現
象
で
あ
り
、
検
非
違
使
別
当
が
当
時
の
政
治
情
勢
を
如
実
に
反
映
す
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
系
図
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
藤
原
氏
の
中
で
は
師
輔
の
子
孫
が
四
十
三
人
中
の
二
十
四
人
と
五
割
強
を
占
め
て
そ
の
優
位
性
が
知

ら
れ
る
が
、
こ
の
院
政
期
に
お
い
て
特
に
著
し
い
の
は
、
平
安
前
期
に
お
い
て
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
高
藤
流
や
魚
名
流
か
ら
か

な
り
の
別
当
が
登
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
彼
ら
が
い
わ
ゆ
る
「
院
の
近
臣
」
と
言
わ
れ
る
為
一
男
や
顕
季
の
子
孫

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
源
氏
で
は
村
上
源
氏
と
醍
醐
源
氏
に
限
ら
れ
て
お
り
、
村
上
源
氏
で
は
「
院
の
側
近
」

（
中
・
下
級
貴
族
出
身
の
院
の
近
臣
と
区

別
す
る
意
味
で
こ
の
称
を
使
用
す
る
）
の
顕
房
・
雅
実
の
子
孫
が
多
い
こ
と
、
就
中
醍
醐
源
氏
は
高
明
の
別
当
補
任
以
来
俊
賢
・
隆
国
も
補
任

さ
れ
て
お
り
、
殆
ん
ど
代
々
継
続
し
て
補
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

し
か
る
に
桓
武
平
氏
の
別
当
補
任
は
、
延
喜
八
年
の
平
惟
範
以

来
の
こ
と
で
あ
り
非
常
に
対
象
的
で
あ
る
つ

前
章
で
は
別
当
補
任
の
総
体
的
傾
向
に
関
し
て
述
べ
た
が
、
本
意
で
は
別
当
で
動
向
の
知
れ
る
も
の
、
就
中
院
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
、

史
料
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
別
当
の
具
体
的
実
像
を
浮
彫
り
に
し
検
討
し
て
い
く
中
で
、
院
政
期
に
お
け
る
検
非
違
使
の
実
態
を
究
明
せ
ん
と
ヰ

る
も
の
で
あ
る
。

先
ず
源
俊
明
は
白
河
院
の
側
近
で
あ
り
、
藤
原
宗
忠
と
も
極
め
て
親
し
い
間
柄
で
、
彼
の
死
去
に
際
し
て
宗
忠
か
ら
「
心
性
甚
直
、
為
朝
之



重
臣
、
良
臣
去
国
誠
哀
哉
、
就
中
一
家
之
習
巳
厳
親
」
と
、
そ
の
死
を
惜
し
ま
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
〉

藤
原
宗
通
も
ま
た
院
の
側
近
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
容
体
が
頗
る
人
に
勝
れ
、
心
性
は
時
に
叶
い
白
河
天
皇
の
寵
を
蒙
り
、
院
政
が
開
始

さ
れ
て
後
も
上
皇
は
万
事
彼
と
仰
せ
合
わ
せ
ら
れ
、
よ
っ
て
天
下
の
権
威
は
人
な
き
が
ご
と
き
、
そ
の
上
家
累
宝
貨
、
富
は
衆
人
に
勝
る
と
一
言

わ
れ
子
孫
も
繁
自
白
し
て
意
に
任
せ
る
が
知
き
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
彼
な
ど
は
、

『
百
寮
訓
要
抄
一
や
『
古
事
談
』

に
言
う
別
当
選
任
の
条
件
の

五
徳
あ
る
い
は
六
徳
を
備
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
別
当
の
中
に
は
、
部
下
を
凌
際
し
て
為
に
停
任
せ
ら
れ
た
源
俊
実
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
即
ち
俊
実
は
寛
治
五
年
四
月
、
検
非
違
使

志
の
中
原
範
政
を
凌
醸
し
て
停
任
せ
ら
れ
た
が
、
七
月
に
は
復
任
し
て
再
び
庁
務
に
斉
い
た
。
彼
は
前
後
十
年
の
長
期
に
わ
た
っ
て
別
当
を
勤

め
て
い
る
。

概
ね
こ
の
期
の
別
当
は
、
白
河
院
の
意
志
の
ま
ま
に
動
く
追
従
者
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
“
即
ち
い
わ
ゆ
る
院
の
側
近
の
一
人
で
あ
っ
た

藤
原
公
実
も
そ
の
例
で
あ
り
、
更
に
最
も
そ
れ
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
が
、
藤
原
宗
忠
の
行
動
で
あ
る
。
宗
忠
は
そ
の
日
記
『
中
右
記
』

に
、
彼
自
身
の
別
当
と
し
て
の
行
動
を
永
久
元
年
及
び
二
年
を
中
心
と
し
て
克
明
に
記
録
し
て
い
て
、
院
政
期
に
お
け
る
検
非
違
使
を
考
え
る

際
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
好
史
料
を
提
供
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
当
時
の
使
庁
の
機
能
が
如
何
に
煩
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
る
の
で

あ
る

し
か
る
に
宗
忠
は
、
使
庁
に
お
け
る
別
当
と
し
て
の
沙
汰
の
指
示
を
一
々
細
か
な
こ
と
ま
で
悉
く
白
河
院
に
仰
い
で
お
り
、
使
庁
の
武

力
・
軍
事
力
把
握
対
策
に
意
を
用
い
て
い
た
白
河
院
も
さ
す
が
に
「
如
此
事
錐
不
申
上
早
任
法
可
沙
汰
者
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
で
、

そ
の
主
体
性
の
欠
如
に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
宗
忠
も
、
永
久
元
年
四
月
の
延
暦
寺
と
興
福
寺
の
合
戦
の
際
、
白
河
院
が

使
別
当
た
る
宗
忠
に
一
一
言
も
仰
せ
下
さ
ず
、
直
接
検
非
違
使
の
平
正
擁
・
忠
盛
親
子
、
源
重
時
等
や
天
下
の
武
者
を
派
遣
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
強
い
不
満
を
述
べ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
心

こ
う
し
た
白
河
院
の
専
横
が
、
別
当
の
主
体
性
を
喪
失
せ
し
め
る
一
因
と
も
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
逆
に
、
院
の
側
近
藤
原
実
行
の
如
く
権
勢
を
振
っ
た
別
当
も
い
る
、
実
行
は
「
高
才
博
覧
」
と
称
せ
ら
れ
た
だ
け
に
興
福
寺
衆
徒
が

院

政

と

険

非

巡

使

（
尚
一
同
）

一（し

4



院

政

と

検

非

違

使

（
満
冨
）

一O
八

騒
擾
し
た
時
白
専
し
て
、
鳥
羽
上
皇
に
検
非
違
使
藤
原
盛
道
・
源
光
信
・
為
義
・
平
盛
兼
・
源
義
成
等
五
人
を
遣
わ
し
て
「
法
印
一
房
一
中
執
券
威

之
議
」
を
追
捕
す
べ
き
こ
と
を
申
し
行
っ
た
と
い
う
の
で
、
源
師
時
は
、
国
家
の
大
事
は
こ
れ
を
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
の
に
群
識
に
及
ば
ざ
る

は
自
専
な
り
と
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
彼
は
主
典
代
通
量
か
ら
、
白
河
院
主
典
代
の
大
江
行
重
の
吹
挙
に
よ
り
京
地
十
戸
主
を
得
た
と
い
う
噂

を
立
て
ら
れ
て
、
虚
言
で
あ
る
と
噂
の
出
処
を
通
量
に
追
求
し
て
い
る
も
の
旬
、
こ
の
他
に
も
上
洛
し
て
検
非
違
使
尉
源
義
成
に
嫁
し
て
い
た

も
と
陸
奥
清
衡
の
妻
が
所
々
に
珍
宝
を
俸
げ
て
追
従
し
て
い
た
が
、
と
り
わ
け
検
非
違
使
別
当
藤
原
実
行
の
引
力
が
最
も
甚
だ
し
か
っ
た
と

言
い
、
そ
の
権
勢
の
ほ
ど
が
窺
え
る
。
実
行
が
別
当
と
し
て
部
下
に
対
し
て
如
何
に
脅
威
的
な
存
在
で
あ
っ
た
か
は
、
彼
の
息
公
行
と
頭
中
将

の
雑
色
同
志
の
抜
万
闘
乱
事
件
に
お
い
て
、
勇
猛
な
武
士
と
し
て
聞
え
た
検
非
違
使
尉
源
為
義
が
、

一
旦
公
行
の
雑
色
を
揚
め
た
に
も
か
か
わ

ら
、
ず
「
恐
別
当
威
」
れ
て
免
し
放
っ
た
の
で
、
衆
人
は
目
を
そ
ば
だ
て
た
と
い
う
一
例
で
も
知
ら
れ
る
。
実
行
の
別
当
在
任
期
聞
が
、
後
に
太

政
大
臣
に
ま
で
昇
任
し
た
者
と
し
て
は
全
く
異
例
の
八
年
半
と
長
期
に
亘
っ
て
い
る
の
も
、
別
当
と
し
て
の
彼
に
院
が
期
待
す
る
と
こ
ろ
大
で

あ
っ
た
こ
と
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
実
行
の
男
公
教
は
鳥
羽
院
政
時
の
別
当
で
あ
る
が
、
彼
も
極
官
が
内
大
臣
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の

在
任
が
約
七
年
と
父
と
同
様
に
長
い
。
公
教
は
藤
原
頼
長
と
極
め
て
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
往
反
・
一
言
談
は
し
ば
し
ば
史
料
に

見
え
て
お
り
、
頼
長
は
彼
の
こ
と
を
「
大
理
好
－
一
公
事
一
之
人
也
」
と
評
し
て
い
る
。

藤
原
顕
頼
は
白
河
院
の
近
臣
顕
隆
の
長
刊
で
彼
自
身
も
白
河
院
の
近
臣
で
あ
旬
、
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
を
通
じ
て
検
非
違
使
佐
を
経
て
別
当

に
昇
任
し
た
唯
一
の
例
で
あ
り
、
そ
こ
に
我
々
は
院
の
側
近
と
は
異
な
る
院
の
近
臣
の
特
殊
性
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
れ
は
彼
の
弟
光
頼

加
え
て
顕
頼
は
鳥
羽
院
近
臣
で
も
あ
り
、
彼
の
死
去
に
際
し
て
法
皇
は
行
幸
を
延
引
す
る
ほ
ど
の
歎
き
を

示
し
、
そ
の
信
任
の
深
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
越
前
守
の
時
に
は
鳥
羽
院
に
馬
二
十
匹
を
別
進
す
る
な
ど
、
受
領
と
し
て
の
地
位
を
十
分

生
か
し
て
院
に
物
的
奉
仕
を
し
て
い
る
の
が
知
ら
れ
、
か
か
る
故
に
源
雅
定
と
の
別
当
交
代
劇
に
お
い
て
、
院
の
圧
力
を
推
測
さ
せ
る
事
情
の

存
在
も
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
信
任
の
故
に
彼
が
所
労
を
理
由
に
別
当
を
辞
さ
ん
と
し
た
時
も
院
は
辞
書
を
返
し
、
再
度
の
辞
任

申
請
に
も
後
任
者
が
な
い
事
を
理
由
に
許
可
さ
れ
ず
、
よ
う
や
く
翌
年
三
月
に
至
り
辞
任
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
均
》

の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。



い
ず
れ
に
せ
よ
検
非
違
使
別
当
た
る
べ
き
適
任
者
を
選
任
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
鳥
羽
上
皇
は
「
凡
無
可
検
非
違

《路》

使
別
当
之
人
、
師
時
当
其
仁
」
と
、
寵
臣
顕
頼
の
後
任
に
源
師
時
を
補
任
せ
ん
と
し
て
彼
に
辞
退
さ
れ
て
、
と
も
あ
れ
今
度
衛
府
督
に
欠
が
あ

っ
た
ら
任
じ
よ
う
と
約
束
し
て
い
る
。
師
時
は
こ
の
事
に
関
し
て
、
そ
れ
と
言
う
の
も
他
で
も
な
く
「
親
し
き
人
」
が
い
な
い
た
め
、
師
時
を

補
任
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
と
推
察
し
て
い
持
。
史
料
が
師
時
自
身
の
日
記
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
そ
の
主
観
性
を
考
慮
に
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
鳥
羽
上
皇
が
武
力
を
把
握
す
る
検
非
違
使
別
当
や
衛
府
督
に
上
皇
の
「
親
し
き
人
」
を
補
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

公
的
武
力
を
常
に
自
己
の
支
配
下
に
置
か
ん
と
す
る
意
図
が
明
瞭
に
汲
み
と
れ
る
。

使
庁
を
把
握
し
得
な
か
っ
た
別
当
の
例
と
し
て
は
、
藤
原
実
能
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
彼
は
別
当
就
任
間
も
な
く
で
あ
っ
た
と
は
い

え
、
揚
取
す
る
と
こ
ろ
の
海
賊
の
事
を
申
上
す
ベ
く
命
ぜ
ら
れ
て
左
右
を
知
ら
ず
と
答
え
、
「
尤
不
足
言
事
也
」
と
言
わ
れ
る
が
如
き
不
甲
斐

な
き
で
、
兄
実
行
の
別
当
振
り
に
比
較
す
る
と
雲
泥
の
感
が
あ
初
。

更
に
白
河
院
の
側
近
雅
実
（
村
上
源
氏
）
の
子
で
、
鳥
羽
院
政
期
最
初
の
使
別
当
に
補
さ
れ
た
源
雅
定
に
至
っ
て
は
、
別
当
辞
任
の
理
由
と

し
て
、
別
当
を
三
年
も
勤
め
て
恐
れ
多
い
上
に
近
日
重
犯
が
多
い
の
に
院
が
沙
汰
し
た
ま
わ
ず
、
こ
れ
は
別
当
の
運
が
尽
き
た
こ
と
を
示
す
。

ま
た
検
非
違
使
等
庁
事
を
勤
め
る
者
が
一
人
も
居
な
い
の
は
自
分
の
不
覚
の
至
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
つ
犯
過
に
つ
い
て
鳥
羽
院
の
沙
汰
が
な

い
例
を
あ
げ
れ
ば
、

(A) 

右
兵
衛
督
藤
原
顕
頼
の
家
人
が
主
従
三
人
を
大
江
山
で
斬
首
し
た
件
に
関
し
て
院
に
申
上
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
の
沙
汰
も
無

か
っ
た
こ
と
。

(B) 

部
下
の
検
非
違
使
尉
源
為
義
の
郎
等
の
丹
波
国
に
お
け
る
多
数
殺
害
事
件
に
つ
き
奏
聞
し
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
沙
汰
が
無
か
っ
た

V

」
し

ι
。

そ
し
て
所
々
で
殺
害
事
件
が
絶
え
な
い
の
は
「
皆
是
一
身
不
叶
器
量
故
」
で
あ
っ
て
、

も
定
め
て
断
絶
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
訴
え
て
い
る
の
で
あ
れ
問
。

し
か
る
べ
き
人
が
こ
の
職
に
就
任
し
た
ら
こ
の
様
な
事

こ
こ
に
院
の
意
向
に
左
右
さ
れ
る
別
当
の
姿
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

院

政

と

検

非

違

使

（
満
げ
由
）

－O九
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思
う
に
こ
の
裏
に
は
烏
羽
院
と
雅
定
と
の
聞
に
何
ら
か
の
阻
隔
が
あ
っ
て
、
院
の
圧
力
が
か
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

頼
の
家
人
の
件
に
つ
い
て
は
、
彼
が
有
力
な
る
院
の
近
臣
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
容
易
に
説
明
が
つ
く
し
、
し
か
も
こ
の
雅
定
の

《阻》

辞
任
の
後
に
、
当
の
顕
頼
が
別
当
に
補
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
雅
定
が
別
当
と
し
て
無
能
力
で
あ
っ
た
と
言
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
鳥
羽
院
が
寵
臣
踊
頼
を
別
当
に
補
任
し
て
使
庁
の
実
権
を
直
接
把
握
し
、
鳥
羽
院
政
の
武
力
的
基
盤
を
固
め
ん
が
た
め
に
、
雅
定

凶
の
顕

の
申
上
を
無
視
す
る
態
度
に
出
て
辞
任
に
追
い
込
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
院
の
意
向
を
承
知
し
て
い
た
検
非
違
使
た
ち
が
一
人
も
庁

事
を
勤
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
直
接
の
上
司
で
あ
る
別
当
雅
定
に
非
協
力
的
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
か
か
る
意
味
に
お
い

て
鳥
羽
院
の
使
庁
対
策
の
計
が
見
事
功
を
奏
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
鳥
羽
院
政
に
お
け
る
初
代
の
別
当
に
対
す
る
処
置
で
あ

る
だ
け
に
、
院
の
武
力
把
握
対
策
の
強
引
さ
を
窺
わ
せ
て
注
目
さ
れ
る
。
し
か
も
前
掲
の
別
当
表
に
見
る
如
く
鳥
羽
院
の
頃
か
ら
概
し
て
別
当

の
在
任
期
聞
が
短
縮
さ
れ
て
い
る
現
象
は
、
雅
定
の
「
別
当
を
三
年
も
勤
め
て
恐
れ
多
い
」
「
別
当
の
運
が
尽
き
た
」
云
々
の
言
葉
と
共
に
、
鳥

羽
院
が
使
庁
の
実
権
を
完
全
に
自
己
の
掌
中
に
お
さ
め
る
た
め
に
、
別
当
の
長
期
間
在
任
に
よ
り
別
当
自
身
の
勢
力
が
使
庁
に
板
付
く
の
を
慮

つ
て
の
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
推
定
が
「
識
文
の
人
に
あ
ら
刊
」
と
同
族
村
上
源
氏
の
師
時
に
評
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
彼
自
身
も
別
当
の
任
に
堪
え
る
人
物
で
は
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
師
時
は
前
述
の
如
く
院
と
極
め
て
親
し
い
関

係
に
あ
り
、
彼
の
父
俊
房
は
別
当
を
勤
め
て
お
り
、
当
然
彼
が
坐
る
は
ず
で
あ
っ
た
別
当
の
ポ
ス
ト
が
雅
定
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
の

上
同
族
な
が
ら
、
朝
堂
に
お
い
て
師
時
よ
り
十
七
才
も
若
い
雅
定
が
上
位
に
あ
っ
た
こ

U
》
等
を
念
頭
に
置
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
a

か
か
る
意
味
に
お
い
て
第
三
者
の
藤
原
頼
長
が
『
字
梯
記
抄
』
の
中
で
、
雅
定
が
検
非
違
使
別
当
で
あ
っ
た
間
「
禁
＝
止
強
盗
一
、
廉
正
之

名
、
聞
ニ
子
内
外
一
、
随
又
其
身
非
デ
お
劇
一
、
訴
訟
裁
判
無
＝
停
滞
一
敗
」
と
い
う
興
味
あ
る
事
実
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
叙
上
の
推
察
の
傍
証

か
く
し
て
こ
の
推
定
以
後
鳥
羽
院
政
期
に
お
い
て
は
、
源
氏
が
再
び
別
当
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
後
白
河
院
政
に
な
る
と
源
氏
で
は
雅
定
の
男
雅
通
と
孫
通
親
が
別
当
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
が
別
当
十
一
人
中
四
人
と
約
五
割
を

と
な
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

占
め
て
い
た
白
河
院
政
期
と
比
較
す
る
時
、
鳥
羽
院
政
は
摂
関
家
の
抵
抗
の
う
ち
に
進
展
し
た
白
河
院
政
と
は
異
質
で
、
摂
関
家
と
抱
合
の
上



に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
竹
内
理
三
氏
の
指
摘
の
如
旬
、
白
河
院
政
に
お
い
て
は
摂
関
家
と
の
対
抗
上
必
要
と
し
た
源
氏
も
、
鳥
羽
院
政
で
は
最

早
利
用
価
値
が
薄
れ
て
そ
れ
が
検
非
違
使
別
当
補
任
上
に
も
反
映
し
、
手
腕
さ
え
あ
れ
ば
公
的
武
力
を
把
握
す
る
に
好
適
の
ポ
ス
ト
か
ら
源
氏

を
疎
外
す
る
こ
と
が
、
意
図
的
に
行
な
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
的
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
源
雅
定
辞
任
の
一
件
は
、
院
政
期
に
お
け

る
院
と
検
非
違
使
別
当
と
の
関
係
の
一
面
を
端
的
に
象
徴
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

次
に
藤
原
宗
能
は
別
当
宗
忠
の
長
子
で
あ
る
。
彼
が
別
当
に
補
さ
れ
た
時
、
弟
の
宗
成
は
大
弁
で
あ
っ
た
の
で
、
宗
忠
は
子
族
の
う
ち
大
弁

・
検
非
違
使
別
当
が
相
並
ぶ
の
は
希
代
の
例
で
あ
る
と
し
て
、
「
誠
為
我
身
面
白
之
状
也
」
と
大
い
に
喜
悦
し
て
い
る
噌

後
白
河
院
政
に
お
け
る
別
当
補
任
は
そ
の
政
治
情
勢
を
如
実
に
反
映
し
て
い
て
、
特
に
保
元
三
年
か
ら
永
暦
元
年
に
か
け
て
は
一
年
聞
に
三

人
も
の
別
当
が
更
迭
さ
れ
る
と
い
う
激
し
さ
で
あ
っ
た
ν

ユ
ニ

l
グ
な
別
当
と
し
て
は
先
ず
平
時
忠
が
あ
げ
ら
れ
る

u

時
忠
は
検
非
違
使
尉
・

佐
を
経
て
別
当
に
昇
任
し
て
い
る
が
、
尉
を
経
て
昇
任
し
た
別
当
は
院
政
期
は
勿
論
の
こ
と
検
非
違
使
庁
創
設
以
来
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
上
彼
は
三
度
に
わ
た
っ
て
別
当
に
補
任
さ
れ
る
と
い
う
異
例
さ
に
、
藤
原
兼
実
を
し
て
「
物
狂
之
至
也
、
非
ニ
人
民
之
所
行
こ
と

《甜》

驚
き
呆
れ
さ
せ
て
い
る
。

嘉
応
元
年
十
二
月
検
非
違
使
別
当
た
る
時
忠
は
、
延
暦
寺
衆
徒
の
訴
え
で
藤
原
成
親
を
解
官
配
流
す
る
の
間
奏
事
に
不
実
が
あ
っ
た
と
し

て
、
蔵
人
頭
権
右
中
弁
藤
原
信
範
等
と
答
め
を
受
け
現
任
を
解
却
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
出
雲
と
備
後
に
配
流
さ
れ
た
。
替
っ
て
別
当
に
補
任
さ
れ

た
の
が
召
還
さ
れ
た
院
の
近
臣
成
親
で
、
「
世
以
驚
ニ
耳
目
J

じ
し
た
が
、
成
親
は
庁
事
を
始
め
ざ
る
う
ち
に
翌
二
年
二
月
六
日
再
度
の
天
台
の

訴
え
に
よ
り
別
当
を
解
官
さ
れ
、
同
日
時
忠
は
末
だ
配
所
に
宝
ら
ざ
る
前
に
召
還
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
成
親
も
ま
た
四
月
に
は
再
び
別
当
に

還
任
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
成
親
は
治
承
元
年
六
月
鹿
ヶ
谷
事
件
、
即
ち
平
氏
討
滅
の
陰
謀
が
発
覚
し
、
清
盛
に
よ
っ
て
他
の
院
近

臣
等
と
共
に
配
流
に
処
せ
ら
れ
備
前
で
殺
害
さ
れ
た
。
成
親
の
後
に
安
元
元
年
十
一
月
再
度
時
忠
が
別
当
に
補
任
さ
れ
て
い
初
r

藤
原
忠
親
が
治
承
元
年
正
月
別
当
に
補
任
さ
れ
た
時
に
は
、
『
玉
菜
』
に
よ
れ
ば
ち
ょ
っ
と
し
た
違
乱
の
事
が
あ
り
、
後
白
河
院
は
忠
親
を

任
命
し
た
の
だ
が
職
事
若
く
は
上
卿
の
失
錯
が
あ
っ
た
の
か
、
平
時
忠
と
誤
伝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
北
面
検
非
違
使
等
は
内
々
天
気
に
よ
っ
て

院

政

と

検

非

違

使

（

満
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先
ず
忠
親
の
所
へ
向
っ
た
の
だ
が
、
予
て
時
忠
還
任
の
風
聞
が
あ
っ
た
た
め
僻
事
で
あ
ろ
う
と
追
帰
さ
れ
た
。
そ
こ
で
時
忠
の
家
に
行
っ
た
と

こ
ろ
時
忠
は
喜
悦
し
て
こ
れ
に
謁
し
た
と
い
う
か
ら
、
時
応
の
別
当
職
に
対
す
る
執
着
が
知
ら
れ
る
面
白
い
史
料
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
時

は
結
局
忠
親
に
決
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
・
忠
親
に
つ
い
て
は
後
に
内
大
臣
に
補
さ
れ
た
時
、
兼
実
は
「
無
一
一
才
漠
一
、
又
非
一
一
英
華
一
」
と
い

う
辛
嫁
な
批
判
を
呈
し
て
い
る
。
忠
親
は
翌
年
六
月
早
く
も
別
当
辞
状
を
提
出
し
た
が
許
さ
れ
ず
、
三
年
正
月
に
至
っ
て
よ
う
や
く
許
さ
れ
、

二
月
に
は
庁
屋
を
懐
却
し
て
因
幡
堂
に
施
入
し
て
い
る
。
焼
亡
し
再
建
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
因
幡
堂
に
施
入
し
た
の
は
他
な
ら
ず
「
為

滅
罪
名
用
仏
事
」
で
あ
っ
た
。
か
か
る
所
行
は
他
の
史
料
に
も
散
見
し
て
お
り
、
例
え
ば
『
古
今
著
聞
集
』
に
は
後
鳥
羽
院
の
時
、
使
庁
の
庁

務
は
全
く
停
止
さ
れ
、
仏
所
に
作
り
直
し
て
後
世
の
こ
と
を
営
ん
で
い
る
こ
と
が
見
え
て
お
り
、
ま
た
使
庁
の
文
書
の
反
古
に
写
経
し
て
い
る

例
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
使
庁
の
機
能
自
体
が
上
級
貴
族
出
身
の
別
当
た
ち
に
と
っ
て
は
罪
深
き
所
行
と
解
さ
れ
、
少
し
で
も
そ
の
罪
か
ら

逃
れ
ん
と
す
る
心
が
別
当
辞
任
後
彼
ら
に
そ
う
し
た
仏
事
を
営
ま
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
忠
親
の
後
に
念
願
叶
っ
て
三
度
目
の
別
当
に
補
任
さ
れ
た
時
忠
は
、
別
当
と
し
て
疎
腕
を
振
っ
た
。
大
理
亭
門
前
で
強
盗
十
二
人
の
右

手
を
検
非
違
使
の
下
部
等
に
命
じ
て
切
ら
せ
獄
門
に
懸
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
荒
別
当
」
と
称
さ
れ
た
源
経
成
以
来
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま

た
治
承
四
年
正
月
に
は
左
右
獄
囚
十
五
人
を
山
科
に
お
い
て
斬
首
、
二
十
一
人
の
手
を
切
る
等
の
所
行
を
も
っ
て
「
悪
別
当
」
と
呼
ば
れ
た
。

彼
は
建
春
門
院
の
兄
に
当
り
、
吉
岡
倉
天
皇
の
外
戚
で
清
盛
の
妻
八
条
二
位
殿
も
彼
の
姉
で
あ
る
と
い
う
権
勢
を
背
景
に
、
兼
官
・
兼
務
も
思
い

の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
か
か
る
別
当
と
し
て
の
苛
責
な
い
練
腕
振
り
は
、
平
家
は
源
氏
に
比
較
す
れ
ば
公
卿
的
性
格
を
有
す
る
と
は
い
う

も
の
の
、
正
に
そ
の
出
自
が
武
士
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

検
非
違
使
佐
を
経
て
別
当
に
補
任
さ
れ
た
藤
原
惟
方
も
、
別
当
在
任
中
の
永
暦
元
年
三
月
に
配
流
さ
れ
て
い
る
。
惟
方
は
二
条
天
皇
の
御
め

の
と
と
し
て
世
に
重
ん
ぜ
ら
れ
、
藤
原
経
宗
と
共
に
時
の
権
力
者
後
白
河
院
を
も
無
視
し
た
横
暴
な
行
動
を
取
っ
た
た
め
に
院
の
怒
り
を
か
い
、

（柑）

惟
方
は
長
門
、
経
宗
は
阿
波
へ
配
流
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
愚
管
抄
』
は
「
院
ハ
清
盛
ヲ
メ
シ
テ
ワ
ガ
世
エ
ア
リ
ナ
シ
ハ
コ
ノ
惟
方
、

経
宗
ニ
ア
リ
。
是
ヲ
思
フ
程
イ
マ
シ
メ
テ
マ
イ
ラ
セ
ヨ
ト
ナ
グ
／
＼
仰
有
ケ
レ
パ
」
清
盛
が
そ
の
旨
を
奉
じ
て
二
人
を
配
流
し
た
の
で
あ
る
と



い
う
説
を
と
っ
て
お
り
、

『
百
錬
抄
』

に
も
同
趣
旨
の
こ
と
が
見
え
て
い
る
。

こ
れ
は
後
白
河
院
と
清
盛
が
結
託
し
二
条
天
皇
方
の
勢
を
そ
ぐ

た
め
、
公
的
武
力
を
掌
握
し
て
い
た
反
院
勢
力
n
天
皇
派
の
主
要
人
物
惟
方
を
別
当
の
地
位
か
ら
追
放
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
院
に
追

従
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
的
別
当
と
は
異
な
り
、
院
に
と
っ
て
危
険
こ
の
上
な
い
存
在
で
あ
る
惟
方
が
、
別
当
と
し
て
公
的
武
力
を
掌
握
し
て
い
る
と

い
う
一
触
即
発
の
状
態
を
、
清
盛
が
政
治
的
に
う
ま
く
利
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
惟
方
の
辞
任
後
僅
か
十
一
カ
月

の
聞
に
藤
原
実
定
、
同
公
光
と
交
代
し
、
応
保
元
年
正
月
に
は
前
年
参
議
に
昇
進
し
た
ば
か
り
の
本
命
平
清
盛
自
身
が
補
任
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
針
。
平
治
の
乱
で
一
挙
に
源
氏
一
門
を
衰
亡
さ
せ
て
平
氏
の
武
力
的
対
抗
者
を
無
く
し
た
後
に
、
武
士
と
し
て
初
め
て
公
卿
に
列
し
た
清

盛
が
就
任
し
た
の
が
、
他
で
も
な
く
実
力
次
第
で
は
公
家
の
武
力
（
軍
事
・
警
察
）
機
構
の
実
権
を
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
な
検
非
違
使
別
当

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
平
氏
政
権
陣
立
の
過
程
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

て
名
実
共
に
武
力
の
最
高
指
揮
者
と
な
っ
た
彼
は
、
や
が
て
急
速
に
太
政
大
臣
に
ま
で
昇
任
し
て
そ
の
栄
華
を
う
た
わ
れ
、
「
生
＝
累
葉
武
土
之

《印
v

家
一
、
勇
名
被
レ
世
、
平
治
乱
逆
以
後
、
天
下
之
権
、
偏
在
－
一
彼
私
門
こ
と
ま
で
言
わ
れ
る
に
至
る
。
安
田
元
久
氏
も
、
上
皇
が
清
盛
を
検
非
違

使
別
当
に
据
え
て
天
皇
親
政
派
が
検
非
違
使
と
い
う
公
家
の
政
権
の
武
力
的
支
柱
た
る
警
察
力
に
介
入
す
る
途
を
奪
っ
た
と
解
し
て
お
ら
れ

る
が
）
、
叙
上
の
如
く
公
卿
の
仲
間
入
り
を
し
た
ば
か
り
の
清
盛
が
、
公
的
武
力
組
織
の
実
権
を
把
握
し
勢
力
を
伸
張
す
る
好
機
と
し
て
、
む
し

ろ
積
極
的
に
働
き
か
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
平
氏
は
、
武
力
に
お
け
る
私
的
な
権
力
の
み
な
ら

ず
、
組
織
化
さ
れ
た
公
的
武
力
機
構
と
し
て
の
検
非
違
使
庁
に
お
い
て
別
当
を
清
盛
、
佐
を
時
忠
が
占
め
て
、
公
的
な
武
力
権
力
を
そ
の
掌
中

に
独
占
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
り
、

か
く
し

こ
の
こ
と
は
平
氏
政
権
確
立
過
程
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
エ
ポ
ッ
グ
を
成
す
こ
と
は
否
定
出
来

同
i
h

、。

争
J

旬、L
V

ま
た
僅
か
十
才
に
し
て
人
々
の
驚
歎
の
う
ち
に
丹
後
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
国

守
を
歴
任
し
て
「
経
＝
数
国
刺
史
二
家
富
財
多
」
と
言
わ
れ
、
鳥
羽
院
庁
に
お
い
て
「
為
＝
一
院
別
当
｝
執
－
一
行
諸
務
こ
し
た
忠
闘
を
父
に
持

ち
、
彼
自
身
も
後
白
河
院
の
寵
臣
と
し
て
「
ア
サ
マ
シ
キ
程
エ
御
寵
ア
リ
」
と
言
わ
れ
た
。
文
に
あ
ら
ず
武
に
あ
ら
ず
能
も
な
く
芸
も
な
く
只

藤
原
信
頼
は
白
河
・
鳥
羽
両
院
に
近
仕
し
た
基
隆
を
祖
父
と
し
、

院

政

と

険

非

1主止

使
（
満
日
川
）

一一



院

検

非

途

使

（
満
富
）

一
一
四

政

と

朝
恩
に
の
み
ほ
こ
り
、
保
元
三
年
二
月
に
参
議
、
五
月
に
は
衛
門
督
、
八
月
権
中
納
言
、
更
に
十
一
月
に
は
検
非
違
使
別
当
と
い
う
目
覚
し
い

A

田》

昇
任
振
り
で
あ
っ
た
が
、
遂
に
は
平
治
の
乱
を
惹
起
し
、
翌
平
治
元
年
十
二
月
に
は
敗
れ
て
蕗
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

次
に
藤
原
兼
光
は
か
つ
て
別
当
補
任
の
例
の
な
い
真
夏
の
子
孫
で
あ
っ
た
が
、
「
号
＝
丹
後
一
近
日
朝
務
、
偏
在
＝
彼
唇
吻
こ
と
言
わ
れ
た
後

A

描》

白
河
法
皇
無
双
の
寵
女
丹
後
の
笠
・
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
が
別
当
に
補
さ
れ
た
の
も
後
白
河
法
皇
の
引
き
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
兼
光
は
衰
退

し
て
い
た
庁
務
を
特
に
復
興
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
物
で
、
そ
の
庁
政
内
聞
に
関
す
る
説
話
も
残
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
長
保
元
年
に
初
め
て
行

な
わ
れ
た
使
庁
の
結
縁
経
が
、
そ
の
後
何
時
し
か
絶
え
て
久
し
く
な
っ
て
い
た
の
を
復
興
し
た
の
も
彼
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

【田
v

別
当
と
し
て
の
藤
原
実
家
に
関
し
て
は
、
『
玉
葉
』
が
彼
の
沙
汰
に
甚
だ
偏
頗
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
主
に
舟
永
二
年
七
月
に
は
、

《国
v

入
京
し
た
義
仲
と
行
家
に
前
内
大
臣
平
宗
盛
党
類
の
追
討
を
命
じ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

【回】

藤
原
能
保
の
建
久
二
年
二
月
の
別
当
就
任
は
、
彼
の
妻
が
当
時
の
鎌
倉
政
権
樹
立
者
源
頼
朝
の
同
母
き
ょ
う
だ
い
に
当
る
と
い
う
関
係
に
預

る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
故
に
彼
の
父
通
重
は
従
四
位
下
丹
波
守
で
終
っ
て
い
る
の
に
、
彼
自
身
は
権
中
納
言
ま
で
昇
任
し
得
た
の

円値
V

l

j

で
あ
る
。
就
任
以
前
か
ら
彼
が
鎌
倉
と
密
接
な
連
絡
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
『
吾
妻
鏡
』
な
ど
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
、
彼
を
当
時
の
京
の
公
卿

た
ち
が
如
何
に
遇
し
て
い
た
か
は
、
能
保
が
別
当
補
任
後
間
も
な
く
権
中
納
言
に
昇
叙
さ
れ
た
時
、
「
才
漢
奉
公
共
範
、
然
而
東
将
之
縁
者
、

【回
v

為
z
当
時
之
珍
一
、
他
人
強
不
レ
可
レ
成
レ
愁
欺
」
と
摂
政
兼
実
が
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
り
、
彼
は
鎌
倉
の
頼
朝
の
武
力
権
力

を
背
景
と
し
て
こ
そ
使
別
当
の
地
位
を
獲
得
し
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
院
政
期
に
お
け
る
別
当
の
実
態
に
つ
い
て
、
三
院
と
の
か
か
わ
り
方
を
視
点
に
据
え
な
が
ら
論
及
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
注

A

副官

目
す
べ
き
は
白
河
天
皇
親
政
或
は
院
政
の
期
聞
を
通
じ
て
、
院
の
側
近
た
る
藤
原
実
季
、
公
実
、
実
行
、
宗
通
、
源
俊
明
の
五
人
ま
で
も
が
別

当
に
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
期
に
お
け
る
別
当
は
十
一
人
で
あ
る
か
ら
約
半
数
が
院
の
側
近
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
鳥
羽
院
政
に
お
い
て
も
九
人
中
院
の
側
近
、
近
臣
或
は
そ
の
縁
者
は
、
藤
原
顕
頼
、
伊
通
、
重
通
、
公
能
の
四
人
が
占
め
て
お
り
、
就

中
顕
頼
が
使
の
佐
か
ら
昇
任
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
更
に
後
白
河
院
政
に
お
け
る
側
近
乃
至
近
臣
の
別
当
と
し
て
は
、
藤
原
信
頼
、
光



頼
、
顕
長
、
成
親
、
兼
光
等
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
白
河
・
鳥
羽
・
後
白
河
三
院
が
、
続
発
し
た
大
衆
の
嚇
訴
、
乱
行
等
に
対
抗

す
る
、
或
は
保
元
・
平
治
の
乱
、
更
に
は
内
乱
と
激
し
く
揺
れ
動
く
政
情
を
乗
り
切
る
た
め
の
公
的
武
力
と
し
て
の
検
非
違
使
庁
の
実
権
を
把

《回匂

握
す
る
の
に
、
如
何
に
意
を
用
い
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う

Q

と
り
わ
け
鳥
羽
・
後
白
河
院
政
期
に
お
い
て
、
従
来
な
ら
ば
登
用
さ
れ

る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
院
の
近
臣
層
が
検
非
違
使
別
当
に
進
出
し
て
い
る
こ
と
は
、

白
河
院
政
期
と
は
相
違
す
る
特
殊
的
現
象
と
し
て

関
心
が
持
た
れ
る
。

院
政
期
の
検
非
違
使
庁
の
人
的
構
成
を
検
討
す
る
時
特
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は
、
中
・
下
級
貴
族
出
身
の
い
わ
ゆ
る
院
の
近
臣
乃
至
そ
の

《闘》

縁
者
、
院
の
北
面
と
称
さ
れ
る
輩
の
進
出
で
あ
る
。

し
か
し
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
院
の
北
面
の
輩
の
官
途
と
い
う
視
点
か
ら
、
彼
ら
は

「
大
体
六
衛
府
の
官
人
に
任
ぜ
ら
れ
、
或
は
検
非
違
使
に
補
せ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
も
の
の
如
く
」
と
さ
れ
る
吉
村
茂
樹
氏
や
、
北
面

の
任
廷
尉
は
む
し
ろ
慣
例
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
福
田
豊
彦
氏
の
指
駒
に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
検
非
違
使
庁
の
人
的
構
成
に
お
い

て
、
院
の
近
臣
或
は
北
面
の
進
出
の
実
態
は
具
体
的
に
如
何
な
る
様
相
を
示
し
、
如
何
な
る
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
留

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
院
の
近
臣
が
全
て
北
面
に
寄
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
半
面
院
の
北
面
に
は

古
村
氏
の
指
摘
の
如
く
、
院
の
近
臣
や
或
は
院
と
何
ら
か
の
特
殊
関
係
を
有
す
る
い
わ
ゆ
る
縁
故
の
輩
が
候
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
も
事
実
で

あ
る

Q

北
聞
に
閲
す
る
史
料
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
が
、
概
し
て
凶
単
な
る
院
の
近
臣
と
、
剛
院
の
近
臣
に
し
て
北
面
に
候
せ
し
め
ら
れ
た
者

と
の
聞
に
は
、
検
非
違
使
補
任
に
お
い
て
差
違
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
即
ち
前
者
は
主
と
し
て
佐
に
、
そ
う
し
て
後
者
は
尉
に

任
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

先
ず
検
非
違
使
佐
は
史
料
の
制
約
も
あ
っ
て
そ
の
詳
細
は
知
り
難
い
が
、
管
見
に
触
れ
た
だ
け
で
も
約
一
世
紀
の
聞
に
四
十
人
を
抽
出
す
る

こ
と
が
出
来
打
開
。
源
俊
実
の
部
下
凌
離
に
よ
る
一
時
停
任
の
際
の
佐
藤
原
有
信
の
例
に
見
ら
れ
る
如
何
、
別
当
が
事
為
っ
て
庁
務
を
遂
行
出
来

院

政

と

検

非

違

使

（
満
山
国
）

一
一
五



院

政

と

検

非

違

使

（
満
冨
）

一一ムハ

ま
た
著
欽
政
の
如
き
も
佐
が
指
揮
官
と
な
っ

て
行
っ
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
武
力
・
警
察
の
追
捕
活
動
等
の
直
接
の
担
い
手
と
し
て
の
動
き
よ
り
は
、
別
当
を
輔
佐
す
る
実
務
家
と
し
て
の

機
能
を
持
つ
の
が
こ
の
佐
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
検
非
違
使
佐
の
う
ち
、
院
の
近
臣
乃
至
は
そ
の
縁
者
で
補
任
さ
れ
て
い
る
も
の
を
あ
げ

《百》

A
担

日

《

悶

｝

《

H

M

《

時

》

《

帽

｝

【

押

｝

《

帽

》

《

柑

日

《

朗

日

《

剖

V

《

血

】

《

回

日

《

剖

M

A

日間
V

《蝿】

る
と
、
藤
原
為
房
一
、
顕
隆
、
重
隆
、
朝
隆
、
親
隆
、
顕
頼
、
顕
能
、
光
頼
、
憲
方
、
光
房
、
憲
光
、
頼
憲
、
経
房
、
定
長
、
光
長
、
定
経
、
そ

《

町

》

《

曲

》

れ
に
平
時
忠
、
親
宗
の
兄
弟
等
の
多
き
を
数
え
、
な
お
ま
た
尉
を
経
て
佐
に
昇
任
し
て
い
る
者
と
し
て
は
、
史
料
で
明
ら
か
に
し
得
る
だ
け
で

内田
V

《田
v

も
藤
原
実
光
、
重
降
、
す
通
、
朝
隆
、
親
隆
、
平
時
忠
、
親
宗
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
、
四
十
人
中
計
二
十
人
に
も
及
ぶ
。

就
中
藤
原
為
房
の
一
族
で
固
め
ら
れ
て
い
た
感
が
強
旬
、
と
り
わ
け
顕
頼
及
び
光
頼
は
佐
か
ら
別
当
に
昇
進
し
て
い
る
数
少
な
い
例
と
し
て

特
筆
さ
れ
る
。
「
前
の
三
房
」
と
う
た
わ
れ
た
博
物
の
土
の
為
房
、
そ
の
男
顕
隆
は
「
天
下
之
政
在
此
人
一
言
也
、
威
伝
一
一
犬
、
富
満
四
海
、

世
間
賞
賎
無
不
傾
首
」
、
「
知
天
下
之
万
斡
」
と
言
わ
れ
、
白
河
院
政
に
お
い
て
「
よ
る
の
閥
的
」
と
称
さ
れ
た
ほ
ど
の
権
勢
を
振
っ
た
。
ま
た

《曲目

顕
隆
の
弟
顕
能
の
八
条
亭
は
「
其
家
如
仙
洞
、
飛
泉
浮
舟
」
と
描
写
さ
れ
て
お
り
、
彼
等
の
富
力
の
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
。
か
か
る
が
放
に
藤
原

宗
忠
が
こ
の
一
族
に
関
し
て
「
一
家
之
繁
昌
千
載
勝
事
的
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
『
続
古
事
談
』
や
『
源
平
盛

《町｝

衰
記
』
に
も
見
え
る
そ
の
一
族
の
繁
栄
は
実
に
目
覚
し
い
も
の
が
あ
っ
た
心
こ
れ
ら
も
院
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
こ
そ
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

《曲
v

と
考
え
ら
れ
、
彼
ら
と
院
と
の
密
接
な
関
係
は
、
宗
忠
に
「
頗
所
知
者
也
、
心
性
頗
悪
、
為
人
有
凶
」
と
酷
評
さ
れ
て
い
る
重
隆
が
、
検
非
違

使
尉
補
任
の
賀
を
述
べ
に
参
院
し
た
際
、
白
河
院
が
特
に
馬
を
与
え
て
い
持
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
重
隆
は
例
外
的
に
、
院
の

近
臣
に
し
て
北
面
に
候
し
て
い
な
が
ら
検
非
違
使
佐
に
補
任
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
尉
か
ら
昇
任
し
て
い
る
か
ら
北
面
は
尉
に
補
任
と

い
う
先
に
述
べ
た
原
則
か
ら
は
は
ず
れ
て
い
な
い
。

な
い
時
に
代
行
す
る
の
が
検
非
違
使
佐
で
あ
り
、
庁
に
お
け
る
事
務
的
実
権
を
把
握
し
て
い
た
。

四

次
に
院
の
近
習
に
し
て
北
面
に
候
し
た
者
で
、
し
か
も
検
非
違
使
尉
に
補
任
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。



凶

藤

原

氏

ハ剛一）

白
河
院
の
近
習
に
し
て
北
面
に
候
し
た
者
の
中
で
、
検
非
違
使
尉
と
し
て
の
活
躍
が
著
し
い
の
が
藤
原
盛
重
一
族
で
あ
る
。
盛
重
の
出
自
に

関
し
て
は
吉
村
茂
樹
氏
が
詳
細
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
彼
の
検
非
違
使
と
し
て
の
活
動
に
焦
点
を
お
い
て
史
料
を
検
討
し
て
み

る
と
、
管
見
に
入
っ
た
だ
け
で
も
、

て
天
仁
元
年
五
月
尾
張
権
守
佐
実
を
刃
傷
し
た
犯
人
を
追
捕
、
賞
と
し
て
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
大
夫
尉
と
な
り
、
摂
政
右
大
臣
忠
実
か
ら

（
叫
）

馬
や
腰
指
を
二
度
に
わ
た
っ
て
与
え
ら
れ
た
。

へ
凪
）

一
、
天
永
元
年
六
月
大
和
の
広
瀬
寺
別
当
頼
源
の
殺
害
犯
人
を
揚
進
し
て
、
摂
政
右
大
臣
藤
原
忠
実
よ
り
馬
一
匹
を
与
え
ら
れ
た
。

（
剛
一
）

一
、
天
永
二
年
二
月
殺
害
犯
人
を
揚
め
取
り
忠
実
か
ら
腰
指
を
与
え
ら
れ
た
。

一
、
永
久
元
年
四
月
、
五
月
興
福
寺
と
延
暦
寺
の
大
衆
が
合
戦
せ
ん
と
し
た
際
、
他
の
武
士
や
検
非
違
使
と
共
に
比
叡
山
西
坂
下
に
派
遣
さ
れ

〈
四
一
〉

防
禦
に
当
っ
た
。

て
永
久
元
年
十
月
三
宮
輔
仁
親
王
の
御
持
僧
醍
醐
寺
僧
仁
寛
が
不
軌
を
謀
っ
た
時
、
機
敏
に
行
動
し
仁
寛
と
千
手
丸
を
揚
取
っ
て
石
見
守
と

（
附
）

な
り
、
そ
の
子
盛
通
は
検
非
違
使
に
補
せ
ら
れ
た
。

（
叩
〉

一
、
永
久
二
年
三
月
海
賊
六
人
を
進
め
た
。

（
聞
）

一
、
天
承
元
年
八
月
女
装
し
て
院
中
に
入
っ
た
者
を
揚
取
っ
て
、
そ
の
賞
に
よ
り
彼
の
七
男
馬
允
盛
綱
は
左
衛
門
尉
に
任
じ
ら
れ
た
。

と
実
に
目
覚
し
い
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
半
面
、
検
非
違
使
と
し
て
過
剰
行
動
に
走
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
康
和
四
年
十
月
に
路
頭
で
右

。
岬
ぱ

中
弁
長
忠
朝
臣
の
牛
飼
童
を
揚
取
っ
て
停
任
さ
れ
、
宗
忠
か
ら
「
雄
検
非
違
使
、
無
指
過
之
人
凌
喋
之
条
、
甚
非
常
也
」
と
い
う
批
判
を
受
け

ハ

山

一

〉

ぺ

且

一

）

た
が
、
翌
五
年
二
月
に
は
選
任
さ
れ
て
い
る
。
彼
を
使
と
し
て
白
河
院
が
内
大
臣
源
雅
実
の
許
に
し
ば
し
ば
派
遣
し
て
い
る
の
は
、
院
の
天
眼

（
山
〉

に
止
ま
り
召
出
さ
れ
た
経
歴
を
持
つ
盛
重
の
院
の
手
足
と
し
て
の
動
き
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
前
述
の
如
き
検
非
違
使
と
し
て
の
活
動
も
、
白

河
院
の
期
待
す
る
警
察
力
・
武
力
と
し
て
十
分
答
え
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

院

政

と

検

非

違

使

（

満

富

）

七



検

非

違

使

（
満
日
高
）

八

政

と
〈道）

盛
重
の
二
男
盛
通
も
白
河
・
鳥
羽
両
院
の
北
面
で
、
父
盛
重
の
追
捕
賞
に
よ
っ
て
検
非
違
使
に
補
せ
ら
れ
た
の
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
。
永

久
三
年
六
月
、
盛
通
は
強
盗
十
余
人
を
揚
進
し
た
が
彼
ら
は
承
伏
せ
ず
、
七
月
に
至
り
大
略
は
実
犯
で
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
と
い
う
勇

（

山

）

（

出

〉

み
足
も
あ
っ
た
が
、
保
安
元
年
七
月
に
は
中
宮
侍
の
殺
害
犯
人
追
捕
賞
と
し
て
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
大
夫
尉
と
な
っ
た
。
ま
た
院
政
期
に
頻

繁
に
行
わ
れ
た
僧
兵
・
大
衆
の
喰
訴
の
制
止
、
追
捕
に
お
い
て
も
そ
の
活
躍
が
見
ら
れ
、
大
治
四
年
十
一
月
興
福
寺
衆
徒
が
騒
擾
し
た
時
、
他

（
出
）

の
検
非
違
使
源
光
信
、
義
成
、
為
義
、
平
正
弘
等
と
共
に
張
発
の
輩
を
追
捕
す
る
た
め
に
南
京
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

ハ
川
〉

ま
た
膜
祭
諸
国
未
進
の
責
催
に
従
事
す
べ
く
盛
通
に
下
知
さ
れ
て
い
る
の
は
、
官
物
収
取
体
系
の
一
環
と
し
て
の
役
割
を
に
な
う
べ
く
、
彼
の

武
力
に
よ
る
催
促
徴
収
が
期
待
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
勿
論
こ
の
間
彼
の
武
力
面
の
み
が
期
待
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
白
河
院
か
ら
別
当
藤

原
宗
忠
の
許
へ
の
使
者
の
役
目
を
度
々
勤
め
て
そ
の
院
と
の
密
接
な
関
係
が
知
ら
れ
、
ま
た
宗
忠
が
別
当
と
し
て
の
主
体
性
を
疑
わ
せ
る
ほ
ど

（
山
）

庁
事
を
一
々
院
に
奏
上
し
、
そ
の
伝
奏
の
役
を
盛
通
が
勤
め
て
い
る
現
象
は
、
院
政
期
に
お
け
る
検
非
違
使
別
当
の
実
態
の
一
端
を
推
察
せ
し

め
る
も
の
が
あ
る
。

（
国
〉

こ
の
他
上
皇
の
殿
上
人
と
し
て
才
智
の
聞
え
が
頗
る
傍
輩
に
勝
っ
て
い
た
院
蔵
人
、
貞
嗣
系
季
綱
の
男
友
実
、

（

国

）

（

悶

）

（

国

）

（

国

）

（

国

）

（

国

）

の
他
、
康
消
、
更
に
後
白
河
院
時
代
で
は
信
盛
、
為
行
、
為
保
、
能
盛
、
師
高
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ハ
山
）

尉
か
ら
佐
に
昇
進
し
た
重
隆

源

（
出
）

源
氏
の
中
で
院
の
近
臣
・
北
面
か
ら
検
非
違
使
に
補
任
さ
れ
て
い
る
者
と
し
て
は
、
先
ず
文
徳
源
氏
能
有
の
子
孫
康
季
一
族
と
、
清
和
源
氏

の
正
統
義
康
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
河
内
国
坂
戸
牧
を
本
領
と
す
る
康
季
は
、
白
河
天
皇
に
召
さ
れ
て
奉
公
、
白
河
院
政
開
始
と
と
も
に

最
初
の
随
一
の
北
面
衆
と
し
て
召
さ
れ
た

G

や
が
て
衛
門
尉
を
経
て
永
久
五
年
正
月
検
非
違
使
に
補
任
、
そ
の
後
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
大
夫
尉

〈

即

〉

（

国

）

と
な
っ
た
彼
は
、
「
坂
戸
の
大
夫
判
官
」
と
呼
ば
れ
た
。
彼
は
畿
内
近
国
に
成
長
し
た
在
地
の
小
武
士
団
を
組
織
・
吸
収
し
た
武
力
を
基
盤
に
、

円親》

検
非
違
使
活
動
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
康
季
の
あ
と
近
康
・
康
綱
・
康
実
・
康
景
の
四
代
絶
え
ず
続
い
て
検
非
違
使
に
進
出
、
こ
の

外
の
チ
孫
李
範
・
季
頼
・
季
実
・
季
国
・
康
重
・
康
広
・
資
遠
・
仲
遠
・
仲
頼
も
皆
こ
の
検
非
違
使
職
を
極
め
て
い
る
。
『
古
今
著
聞
築
』

（到

氏



「
他
家
に
は
有
が
た
き
事
也
」
と
あ
る
の
も
額
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
＝

（
即
）

ま
た
康
季
の
男
季
範
は
滝
口
等
を
経
て
白
河
院
北
菌
、
鳥
羽
院
北
間
・
近
習
と
な
り
、
衛
門
尉
を
経
て
大
治
三
年
正
月
に
使
宣
旨
を
受
け
、

（
問
）

保
処
三
年
十
月
に
は
追
捕
賞
に
よ
り
従
五
位
下
に
叙
留
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
親
康
も
白
河
院
北
面
を
経
て
鳥
羽
院
の
北
面
に
候
し
、
蔵
人
所

衆
・
左
兵
衛
尉
等
を
経
て
、
永
久
三
年
に
は
兄
季
範
が
皇
后
宮
侍
長
の
殺
害
犯
人
を
揚
捕
し
た
賞
の
譲
り
を
受
け
て
衛
門
尉
に
な
り
、
更
に
大

（

m）
 

治
五
年
六
月
に
は
、
兄
季
範
が
左
に
転
じ
た
後
を
う
け
て
検
非
違
使
に
補
任
さ
れ
た
。

次
に
季
範
の
男
李
頼
は
、
叔
父
の
親
康
が
陣
中
に
お
い
て
殺
害
犯
人
を
揚
捕
し
た
賞
の
譲
り
を
受
け
て
衛
門
尉
と
な
り
、
永
治
元
年
十
二
月

（
印
）

に
検
非
違
使
に
補
任
さ
れ
た
u

『
尊
卑
分
、
肱
』
に
よ
れ
ば
彼
は
崇
徳
院
の
北
面
で
あ
り
近
習
で
あ
っ
た
。
『
台
記
』
に
は
彼
は
法
皇
近
臣
、
戎
は

（

問

〉

〈

出

〉

近
間
に
し
て
検
非
違
使
と
見
え
て
お
り
、
頼
長
は
彼
を
通
じ
て
院
の
疾
状
を
問
う
た
り
し
て
い
る
。
彼
等
が
親
族
聞
に
お
い
て
、
互
い
に
犯
人

追
捕
賞
を
譲
渡
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
衛
門
尉
等
に
任
ぜ
ら
れ
、
更
に
検
非
違
使
の
峨
を
獲
得
す
る
道
を
開
拓
し
て
い
る
の
は
、
一
族
の
公
的

勢
力
拡
大
を
図
ら
ん
が
為
の
彼
ら
の
知
恵
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（

国

）

（

出

）

李
頼
の
弟
季
実
は
保
延
六
年
四
月
に
衛
門
尉
、
仁
平
三
年
三
月
に
は
使
宣
旨
を
受
け
た
。
同
年
十
一
月
に
左
大
臣
藤
原
頼
長
は
廷
尉
季
実
に

（

印

）

（

国

〉

黒
毛
の
馬
一
匹
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
「
依
祇
候
院
者
有
饗
応
也
」
で
あ
り
、
院
が
催
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
季

実
も
鳥
羽
院
の
近
臣
で
あ
っ
た
。

次
に
義
康
は
義
家
の
孫
、
義
国
の
息
に
あ
た
り
足
利
流
の
祖
で
あ
る
。
下
野
の
足
利
を
本
拠
地
と
し
て
強
勢
な
武
士
団
を
組
織
し
て
い
た
彼

（

国

）

（

川

一

〉

は
、
そ
の
武
士
団
を
率
い
て
京
都
に
上
り
鳥
羽
院
北
面
に
候
し
た
。
仁
平
二
年
六
月
に
は
「
揚
＝
陣
中
犯
人
一
賞
」
と
し
て
検
非
違
使
に
補
任
さ

（

山

）

（

凶

〉

れ
、
保
元
の
乱
時
に
お
け
る
白
川
へ
の
義
康
の
軍
兵
動
員
力
は
百
余
騎
で
、
ほ
ぽ
義
朝
に
拾
抗
し
得
る
兵
力
で
あ
り
、
合
戦
の
勲
功
賞
と
し
て

（
凶
）

問
介
搬
を
許
さ
れ
殿
上
検
非
違
使
と
な
っ
た
。
彼
等
の
検
非
違
使
と
し
て
の
活
動
を
支
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
1
武
力
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
郎
従

或
は
郎
等
と
称
さ
れ
る
人
々
で
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
武
士
団
で
あ
っ
た
か
ら
、
郎
等
獲
得
は
彼
等
に
と
っ
て
は
死
活
問
題
で
あ
り
、
武
者
所

殺
害
事
件
犯
人
大
夫
尉
源
光
信
郎
等
が
赦
に
よ
り
放
免
さ
れ
た
日
に
は
、
光
信
と
同
僚
検
非
違
使
源
為
義
が
自
分
の
従
者
た
る
こ
と
を
主
張
し

院

政

と

検

非

進

使

（

満

冨

）

:J-L 



（

満

宿

〉

（
凶
）

て
、
互
い
に
兵
士
を
率
い
て
争
奪
合
戦
を
演
じ
る
事
件
さ
え
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

検
非
違
使
の
特
に
尉
や
志
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
貴
族
に
蔑
視
さ
れ
て
い
た
彼
等
は
、
犯
人
追
捕
等
の
武
功
を
立
て
る
こ
と
の
み

が
、
武
官
職
を
獲
得
し
公
的
に
そ
の
勢
力
を
伸
張
し
得
る
道
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
他
人
が
楊
取
し
た
犯
人
を
奪
い
取
る
よ
う
な
事
件
を
惹
起
し

（
胤
〉

て
お
り
、
左
衛
門
尉
頼
方
が
追
捕
し
た
犯
人
を
検
非
違
使
尉
義
康
が
奪
取
し
て
い
る
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
他
後
白
河
院
政
時
代
に
は

ハ

出

）

（

凶

）

（

叩

）

康
綱
、
季
貞
、
季
国
等
の
活
動
が
見
ら
れ
る
。

政

と

倹

非

足止

使

一二

O

(C) 

平

氏

次
に
平
氏
の
中
で
は
先
ず
平
宗
実
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、

（
川
〉

白
河
院
の
近
習
に
し
て
北
面
に
候
す
者
で
あ
っ
た
宗
実
の
系
譜
は
不
明
で
あ

る
が
、
彼
の
検
非
違
使
尉
と
し
て
の
活
動
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
彼
が
院
の
使
と
し
て
使
別
当
宗
忠
の
も
と
に
遣
わ
さ
れ
、
ま
た
逆

（
川
）

に
宗
忠
の
白
河
院
へ
の
奏
上
を
取
次
ぐ
こ
と
し
ば
し
ば
見
え
て
い
る
。
時
の
摂
政
太
政
大
臣
藤
原
忠
実
は
、
斎
院
宮
子
内
親
王
の
艇
の
目
、
宗

（

国

〉

（

悶

）

実
が
院
の
近
習
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
特
に
良
馬
を
与
え
、
更
に
数
日
後
に
も
忠
実
の
賀
茂
社
参
詣
に
供
を
し
た
と
い
う
の
で
馬
を
与
え
る
等
、

藤
原
盛
重
に
対
す
る
と
同
様
宗
実
に
対
し
て
も
非
常
に
意
を
用
い
て
お
り
、
他
の
検
非
違
使
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
待
遇
を
し
て
い
る
が
、

そ
れ
も
皆
彼
が
白
河
院
の
近
習
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
留
意
す
べ
き
は
、
蔵
人
藤
原
為
忠
の
従
者
を
追
捕
す

ハ
国
）

白
河
院
が
別
当
で
あ
る
藤
原
宗
忠
に
は
仰
せ
下
さ
ず
に
検
非
違
使
尉
の
宗
実
を
直
接
派
遣
し
た
の
で
、
「
衆
人
不
出
調
、
只
以
目
許
」

か
く
の
如
く
院
の
近
臣
を
検
非
違
使
庁
に
据
え
て
置
く
こ
と
に
よ
り
、
院
は
検
非
違
使
た
ち
を
別
当
を
通
さ
ず
し

一
旦
事
あ
る
時
に
は
院
の
私
兵
と
し
て
で
は
な
く
、
公
的
名
分
の
立
つ
彼
ら
を

る
際
、

た
と
い
う
事
実
で
為
る
。

て
直
接
把
握
、
命
令
・
実
動
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
お
り
、

敏
速
に
院
の
実
質
的
武
力
と
し
て
動
員
し
得
る
よ
う
備
え
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
院
の
近
臣
を
多
く
検
非
違
使
に
補
任
さ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
出
〉

更
に
平
正
盛
も
白
河
院
近
臣
・
北
面
で
あ
る
こ
と
周
知
の
如
く
で
あ
り
、
検
非
違
使
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
正
盛
は
白
河
院
の
最
愛
の
娘
健

子
内
親
王
の
菩
提
所
に
、
伊
賀
国
に
散
在
す
る
岡
地
等
二
十
余
町
を
寄
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
院
と
の
私
的
関
係
を
設
定
し
得
た
の
で
あ
る



（
刷
）

が
、
こ
の
正
盛
と
院
と
の
関
係
を
仲
介
し
た
の
が
前
述
の
有
力
な
る
院
の
近
臣
藤
原
為
一
房
一
で
、
正
盛
は
為
房
が
加
賀
守
の
時
、
加
賀
の
検
非
違

ハ
国
〉

所
で
武
的
奉
仕
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
天
仁
元
年
義
親
追
討
の
事
に
よ
り
武
名
を
あ
げ
て
、
そ
れ
ま
で
中
央
の
地
位
に
お
い
て
も
地

方
の
兵
力
に
お
い
て
も
、
遥
か
に
源
氏
に
及
ば
な
か
っ
た
伊
勢
平
氏
台
頭
の
き
っ
か
け
を
作
？
に
。
有
力
受
領
と
結
び
つ
い
て
い
た
畿
内
小
武

ハ
出
）

士
団
が
受
領
を
抜
き
に
し
て
直
接
院
の
手
兵
と
し
て
登
用
さ
れ
、
自
ら
も
受
領
に
成
り
上
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

正
盛
の
息
忠
盛
も
白
河
・
鳥
羽
両
院
の
近
臣
に
し
て
北
面
の
武
士
で
、
検
非
違
使
志
の
坂
上
明
兼
が
追
捕
に
失
敗
し
た
犯
人
を
捌
取
っ
て
白

ハ
即
）

河
院
や
忠
実
か
ら
馬
を
賜
い
、
犯
人
追
捕
賞
と
し
て
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
る
等
の
検
非
違
使
と
し
て
の
活
動
が
知
ら
れ
る
。
永
久
元
年
四
月

延
暦
寺
と
興
福
寺
の
大
衆
合
戦
の
時
、
群
議
に
よ
り
大
衆
を
禦
ぐ
た
め
「
武
士
丹
後
守
正
盛
以
下
、
天
下
武
者
源
氏
、
平
氏
輩
」
が
宇
治
一
坂

辺
に
派
遣
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
い
わ
ゆ
る
武
士
と
称
さ
れ
て
い
る
が
別
の
箇
所
で
は
検
非
違
使
と
記
さ
れ
て
い
る
平
正
盛
や
忠
盛
、
源
重
時
等

も
含
ま
れ
て
い
た
。

し
か
る
に
検
非
違
使
別
当
た
る
宗
忠
に
一
言
も
仰
せ
下
す
こ
と
な
く
、
白
河
院
が
検
非
違
使
た
ち
を
直
接
派
遣
し
た
こ
と

（
瑚
〉

に
対
し
て
、
宗
忠
は
「
予
不
仰
下
、
何
事
之
有
者
哉
」
と
強
い
不
満
を
洩
ら
し
て
い
る
。

ハ

国

）

〈

刷

〉

〈

朋

〉

（

回

〉

ハ

悶

）

こ
の
他
平
氏
で
は
平
盛
兼
、
季
宗
、
繁
賢
、
為
俊
、
盛
康
等
が
補
任
さ
れ
て
お
り
、
盛
康
が
刑
部
丞
に
任
じ
ら
れ
て
か
ら
僅
か
九
日
で
兵
衛

ハ
剛
一
〉

尉
に
補
任
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
宗
忠
は
「
頗
無
其
謂
、
但
候
院
人
何
為
哉
」
と
述
べ
て
お
り
、
天
仁
元
年
に
は
追
討
犯
人
義
親
賞
と
し
て
正

〈

悶

）

（

胤

）

六
位
上
右
衛
門
権
少
尉
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た
為
俊
も
院
に
候
す
者
で
、
検
非
違
使
に
し
て
駿
河
守
に
任
じ
ら
れ
た
時
に
は
、
「
成
宜
園
、
不
穏

（

即

）

（

瑚

〉

便
」
と
宗
忠
が
批
判
し
て
い
る
。
永
久
二
年
に
は
刃
傷
犯
人
二
人
を
進
め
て
い
る
。

ハ

刷

）

ハ

m〉
（

問

）

更
に
後
白
河
院
政
に
お
い
て
は
「
法
皇
近
日
第
一
近
習
者
也
」
と
言
わ
れ
た
知
康
、
「
天
下
第
一
之
幸
人
也
、
偏
是
法
皇
恩
’
能
過
入
者
也
」

ハ

問

）

（

m）

と
言
わ
れ
た
信
業
の
他
、
治
承
元
年
鹿
ヶ
谷
事
件
の
陰
謀
の
同
意
者
に
加
わ
っ
て
配
流
さ
れ
た
資
行
、
康
頼
等
が
い
る
。
中
で
も
康
頼
は
院
と

の
関
係
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
主
謀
者
権
大
納
言
藤
原
成
親
の
別
当
在
職
時
か
ら
の
検
非
違
使
尉
在
職
者
で
あ
る
点
興
味
が
持
た
れ
る
3

平
氏

（
山
）

討
減
計
画
に
お
い
て
彼
ら
検
非
違
使
の
率
る
武
力
が
期
待
さ
れ
て
の
参
画
で
あ
ろ
う
。

院

政

と

倹

非

Ji丘

使

（

満

円

借

）
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(D) 

そ

の

他

（
問
）

左
衛
門
尉
に
し
て
蔵
人
所
出
納
で
あ
っ
た
大
江
行
重
は
犯
人
追
捕
の
功
に
よ
り
使
宣
旨
を
蒙
っ
た
c

彼
が
白
河
院
の
主
典
代
を
勤
め
た
問
、

（
問
）

第
二
章
で
言
及
し
た
如
く
、
使
別
当
藤
原
実
行
に
吹
挙
さ
れ
ん
と
し
て
京
地
十
戸
主
を
贈
っ
た
と
い
う
噂
を
実
行
は
否
定
し
て
い
る
が
、
あ
り

得
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ま
た
治
承
三
年
十
一
月
平
清
盛
に
よ
っ
て
院
の
近
臣
太
政
大
臣
師
長
以
下
三
十
九
人
が
解
官
さ
れ
た
際
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
検
非
違

（

悶

）

（

問

）

使
大
江
遠
業
は
「
上
皇
殊
召
仕
之
輩
」
で
、
検
非
違
使
源
季
貞
や
盛
澄
の
追
捕
を
受
け
、
遂
に
自
宅
に
火
を
放
ち
子
息
ら
と
共
に
自
害
し
た
。

（
四
〉

こ
の
速
業
は
後
白
河
上
皇
院
宣
案
、
菩
提
心
院
下
文
案
に
よ
れ
ば
、
菩
提
心
院
香
登
庄
の
下
司
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
他
に
も
検
非
違

使
で
荘
園
の
下
司
を
兼
務
し
て
い
た
者
は
か
な
り
い
た
と
考
え
ら
れ
、
天
台
無
動
寺
山
城
国
乙
訓
郡
橘
前
司
領
を
預
り
寺
役
を
勤
仕
し
て
い
た

〈
聞
〉

平
貞
頼
等
は
、
検
非
違
使
が
拒
揮
使
等
と
し
て
荘
園
に
介
入
し
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
と
は
逆
に
、
そ
の
武
力
を
利
用
し
て
寺
役
賦
課
を
円
滑

に
沙
汰
せ
し
め
る
点
が
期
待
さ
れ
た
例
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
で
は
藤
原
友
実
の
如
く
一
方
的
に
越
前
国
法
金
剛
院
領
河
田
圧
の
地
頭
下
司
を
称

〈

出

〉

（

山

〉

し
、
濫
妨
を
働
い
て
い
る
例
も
散
見
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
は
検
非
違
使
志
の
惟
宗
成
国
の
如
く
大
和
国
に
住
し
、
夫
功
を
称
し
或
は
橋
料
と

ハ
出
）

号
し
て
民
を
責
め
、
「
己
庄
園
所
得
巨
多
云
々
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
検
非
違
使
の
職
務
や
地
位
を
利
用
し
て
富
の
蓄
積
を
図
る
者
ま
で
現

わ
れ
た
。

次
に
京
と
鎌
倉
と
い
う
二
重
構
造
的
権
力
を
背
景
に
行
動
し
た
検
非
違
使
大
江
公
朝
の
場
合
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。
公
朝
は
院
近
臣

（
瑚
〉

に
し
て
下
北
面
に
候
す
者
で
あ
る
が
、
史
料
を
徴
す
る
に
、
文
治
元
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
院
宜
、
頼
朝
の
申
状
等
を
帯
し
し
ば
し
ば
京
と
鎌

（
瑚
〉

倉
を
往
反
し
て
い
る
。
彼
に
対
す
る
頼
朝
の
処
遇
も
、
文
治
元
年
九
月
に
は
砂
金
十
両
に
馬
一
匹
、
同
五
年
に
は
馬
五
匹
を
与
え
る
等
か
な
り

の
心
使
い
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
頼
朝
は
必
ず
し
も
彼
を
全
面
的
に
信
頼
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
公
朝
が
文
治

二
年
の
鎌
倉
下
向
の
際
、
摂
政
藤
原
兼
突
が
威
を
振
っ
て
、

停
z
廃
院
御
領
－
、
解
－
－
官
院
近
習
者
一
等
、
九
不
レ
能
－
一
左
右
一
、
因
レ
弦
法
皇
不
レ
剃
レ
頭
、
不
レ
切
ニ
手
足
爪
二
寝
食
不
レ
過
、
問
－
一
寵
御
持
仏



相指’常
也頼串

以
ド
所
ニ
修
行
一
之
業
k

、
可
レ
廻
＝
向
悪
道
一
之
由
、

（
即
）

太
無
レ
要
之
由
（
後
略
）

υ

1

4十
l
口
μ

一、

い
日
μ
ニn
H
M
n
H刈
－

住
－
一
悪
心
－
、
偏
忘
－
一
他
事
一
、
有
－
一
御
念
願
－
、

所
レ
積
為
ニ
尊
下
一

で
あ
る
と
、
兼
実
の
事
に
関
し
て
様
々
の
悪
言
を
吐
い
た
の
で
頼
朝
は
驚
奇
し
た
も
の
の
、
示
す
所
が
法
に
過
ぎ
た
の
で
か
え
っ
て
信
用
し
難

く
、
真
偽
を
確
認
す
る
為
に
大
江
広
元
を
公
朝
と
共
に
上
洛
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

か
か
る
公
朝
の
言
動
の
裏
に
は
、
推
察
す
る
に
後
白
河
法

山
去
の
意
向
が
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

L

策
略
家
の
後
白
河
法
皇
は
公
朝
を
利
則
し
て
、
摂
政
兼
突
を
疎
外
し
た
と
こ
ろ
で
鎌
倉
と
の
関
係

を
有
利
に
展
開
せ
ん
と
図
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
一
と
も
あ
れ
公
朝
が
、
院
の
爪
牙
と
し
て
二
重
政
権
を
繋
ぐ
パ
イ
プ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た

こ
と
を
確
認
出
来
る
コ

（

闘

〉

（

削

）

（

削

）

（

山

）

（

山

）

（

凹

）

（

則

）

更
に
こ
の
他
大
江
速
成
、
橘
頼
皇
、
惟
宗
信
一
房
一
、
中
原
知
親
、
清
重
、
基
兼
、
更
に
姓
は
不
明
で
あ
る
が
俊
兼
や
章
清
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

橘
頼
回
～
は
白
河
院
の
近
目
で
、
特
に
別
寵
が
あ
っ
て
右
衛
門
尉
に
任
じ
ら
れ
、
粍
年
も
純
ず
し
て
検
非
違
使
に
な
り
、
寛
治
二
年
八
幡
行
幸
行

事
と
し
て
大
夫
尉
に
留
め
ら
れ
た
。
か
か
る
が
故
に
彼
の
壮
年
の
聞
の
卒
去
の
原
因
に
つ
い
て
、
「
是
過
分
幸
之
所
致
敗
」
と
さ
え
当
時
の
人

（
回
一
）

に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
他
に
尉
で
は
な
い
が
、
『
玉
葉
』
承
安
三
年
八
月
十
八
日
条
に
検
非
違
使
府
生
二
人
を
補
し
た
時
、
「
被
補
院
庁
宵
」

お
り
、
府
生
に
も
か
な
り
の
院
庁
関
係
者
が
進
出
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る

た
こ
と
が
見
え
て

白
河
・
烏
羽
・
後
白
河
三
院
時
代
に
お
け
る
検
非
違
使
尉
構
成
全
体
か
ら
見
た
場
合
、

が
、
史
料
か
ら
抽
出
し
得
た
尉
約
二
百
二
十
名
中
四
十
数
名
を
、
院
の
近
臣
・
北
国
と
そ
の
縁
者
で
占
め
て
い
た
こ
と
を
指
摘
出
来
る
の
で
あ

一
々
あ
げ
る
と
非
常
に
繁
雑
に
な
る
の
で
省
略
し
た

る
以
上
院
政
期
の
検
非
違
使
庁
の
機
構
の
中
に
、
院
の
近
臣
及
び
北
聞
と
そ
の
縁
者
が
如
何
に
進
出
し
て
い
た
か
、
そ
の
実
態
と
意
義
を
述
べ

て
米
た
の
で
あ
る
が
、
院
の
近
臣
の
中
で
も
い
わ
ゆ
る
実
務
家
（
本
質
的
に
は
摂
関
家
政
所
の
職
員
か
ら
院
司
に
転
じ
た
藤
原
為
房
、
顕
降
、

院

政

し

、，、

t
・

M

A

 J迫

使

（

満

市

）



院

政

と

倹

非

巡

使

（
満
足
）

一
二
四

顕
頼
等
）
は
主
に
佐
に
進
出
し
て
お
り
、
武
力
を
も
っ
て
近
仕
し
た
北
面
の
武
士
、
そ
の
他
い
わ
ゆ
る
武
士
は
、
検
非
違
使
庁
に
お
け
る
軍
事

的
・
武
力
的
役
割
を
担
う
そ
の
活
動
の
中
心
と
な
っ
た
尉
へ
の
進
出
が
顕
著
で
あ
る
。
専
制
的
な
院
に
近
習
す
る
彼
等
を
、
半
ば
私
的
な
庁
司

で
あ
る
院
庁
の
み
で
な
く
、
公
家
の
武
力
組
織
で
あ
る
検
非
違
使
庁
に
進
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
院
は
別
当
を
無
視
し
て
直
接
検
非
違
使

を
派
遣
し
て
犯
人
を
追
捕
せ
し
め
、
或
は
大
衆
吸
訴
の
制
止
に
自
ら
が
直
接
検
非
違
使
を
派
遣
す
る
等
の
検
非
違
使
の
直
接
把
握
乃
至
動
員
を

可
能
に
し
て
お
り
、
使
庁
に
情
報
網
を
は
り
廻
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
字
通
り
公
家
の
武
力
を
手
足
の
如
く
動
か
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
院
の
近
臣
・
北
面
倒
か
ら
見
れ
ば
、
彼
等
は
上
級
貴
族
な
ど
と
は
異
な
っ
て
犯
人
、
謀
反
人
追
捕
の
実
績
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
衛
門
尉
、
或
は
検
非
違
使
と
い
う
武
官
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り
、
彼
等
の
官
職
進
出
へ
の
道
は
、
多
く
は
検
非
違
使
の
如

き
武
官
に
よ
っ
て
開
拓
し
得
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
時
に
は
実
犯
で
な
い
強
盗
を
揚
進
す
る
等
の
功
を
立
て
ん
が
為
の
行
為
も
見
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
等
は
あ
く
ま
で
も
院
と
い
う
権
力
者
に
寄
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
権
勢
を
伸
張
し
得
た
の
で
あ
り
、

一
旦
そ
の
寵
を
失
え
ば
、
そ
の
地
位
も
一
瞬
に
し
て
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
従
属
的
限
界
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
や
が
て
は
そ
の
勢
力
の
仲

張
の
過
程
の
中
か
ら
、
平
清
盛
、
時
忠
の
如
く
院
政
権
を
脅
か
す
よ
う
な
勢
力
、
い
わ
ゆ
る
平
氏
政
権
を
生
み
出
す
基
盤
の
一
端
が
、
こ
の
公

的
武
力
組
織
で
あ
る
検
非
違
使
庁
に
お
い
て
公
的
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
十
一
世
紀
末
よ
り
十
二
世

紀
末
に
か
け
て
の
院
を
中
心
と
す
る
政
治
情
勢
、
就
中
平
氏
政
権
の
般
立
の
過
程
を
考
え
る
上
で
、
検
非
違
使
と
い
う
官
職
の
果
た
し
た
役
割

と
い
う
も
の
は
無
視
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
。

五

叙
上
の
如
く
白
河
院
は
側
近
、
近
臣
、
北
面
等
を
検
非
違
使
に
多
数
補
任
進
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
私
的
性
格
を
有
す
る
院
庁
の
枠
外
の

公
家
機
構
で
為
る
使
庁
の
武
力
を
支
配
下
に
組
み
入
れ
て
行
き
、
平
宗
実
等
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
事
あ
る
時
、

（
別
当
が
院
の
側
近
・
近
臣
で
な
い
場
合
は
特
に
）
検
非
違
使
と
い
う
公
家
側
の
武
力
支
柱
た
る
暫
祭
力
を
、

別
当
を
通
さ
ず
し
て

直
接
把
握
し
動
員
し
得
る
体
勢



を
作
り
あ
げ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
白
河
院
も
、
そ
の
院
政
の
初
段
階
か
ら
、
使
庁
に
お
け
る
実
権
を
把
握
し
得
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
確
に
は
指
摘
し
得
な
い
が
、

〈
瑚
）

例
え
ば
承
徳
元
年
の
段
階
に
お
け
る
検
非
違
使
関
係
は
、
前
太
政
大
臣
藤
原
師
実
や
関
白
内
大
臣
師
通
に
先
ず
申
上
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。

ハ
叩
〉

し
か
し
永
長
元
年
に
は
院
の
命
に
よ
り
蔵
人
源
仲
正
を
検
非
違
使
に
補
任
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
同
年
十
一
月
に
は
側
近
の
藤
原
公
実
、
次
い

で
康
和
二
年
に
宗
通
が
別
当
に
進
出
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
判
断
し
て
、
ほ
ぼ
永
長
・
承
徳
頃
を
墳
と
し
て
、
院
の
使
庁
に
お
け
る
実
権
が
確

立
し
て
行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

鳥
羽
院
政
期
に
お
い
て
特
に
目
立
つ
の
は
、
内
大
臣
藤
原
頼
長
の
庁
政
へ
の
積
極
的
介
入
で
あ
る
。
頼
長
は
「
京
師
往
々
、
有
＝
殺
害
之
聞
一
、

ハ
瑚
〉

是
用
＝
軽
典
一
之
所
レ
致
欺
」
と
、
鳥
羽
院
に
庁
例
を
改
め
て
律
文
に
任
せ
ん
こ
と
を
奏
し
て
却
下
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
よ
り
以
前
に
も
検

非
違
使
志
坂
上
兼
成
を
召
し
て
、
京
中
の
殺
害
を
禁
断
す
べ
き
由
を
別
当
藤
原
公
能
に
伝
え
さ
せ
、
「
近
年
獄
因
不
レ
禁
＝
獄
中
一
、
在
＝
下
部
家
－

ハ則一）

之
由
、
有
＝
其
聞
一
、
兼
成
付
一
一
封
於
獄
門
一
、
不
レ
可
レ
令
レ
出
之
」
と
命
じ
、
更
に
よ
ろ
し
く
律
令
に
よ
り
庁
例
を
用
い
ざ
れ
と
命
令
す
る
な
ど
、

し
き
り
に
庁
例
を
改
め
て
律
文
に
基
づ
く
庁
政
の
改
革
を
図
ら
ん
と
試
み
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
闘
乱
の
犯
人
を
密
か
に

ハ醐一）

坂
上
兼
成
に
命
じ
て
罪
深
き
故
と
勝
手
に
右
手
を
切
ら
せ
た
り
、
ま
た
前
蔵
人
源
頼
憲
を
遣
わ
し
て
大
夫
尉
源
為
義
の
摂
津
旅
亭
を
焼
か
し
め

ハ
加
〉

た
時
に
は
、
「
衆
口
敬
々
」
で
あ
っ
た
し
、
従
来
仁
和
寺
中
は
治
外
法
権
的
区
域
で
使
庁
は
殆
ん
ど
介
入
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
、
頼
長

（加）

は
使
庁
使
を
入
ら
し
め
仁
和
寺
僧
綱
ら
を
捕
え
し
む
る
等
、
そ
の
専
横
介
入
は
院
政
期
に
お
け
る
例
外
的
現
象
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

次
に
後
白
河
院
政
に
お
い
て
は
、
検
非
違
使
藤
原
能
盛
は
強
盗
張
本
を
相
具
し
て
、
院
御
所
に
参
じ
た
後
に
大
理
藤
原
成
親
の
も
と
へ
向

（

別

）

（

剛

一

〉

ぃ
、
ま
た
廷
尉
平
知
康
も
群
盗
を
揚
取
す
る
と
先
ず
院
御
所
へ
、
し
か
る
後
に
大
理
藤
原
実
家
亭
に
持
ち
向
う
等
、
検
非
違
使
の
活
動
は
完
全

に
院
の
も
と
に
把
援
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
出
来
る
。
ま
た
建
久
二
年
四
月
山
門
衆
徒
下
洛
の
由
風
聞
あ
り
、
兼
実
が
参
内
し
た
と
こ
ろ

人
無
く
、
只
能
保
と
宗
頼
が
候
す
の
み
で
あ
っ
た
の
で
、
大
理
能
保
に
命
じ
て
官
人
弁
び
に
武
士
等
を
陣
に
候
せ
し
む
べ
く
下
知
し
た
が
一
向

〈
踊
〉

に
効
き
目
な
く
、
志
・
府
生
僅
か
両
三
人
ば
か
り
で
そ
の
外
は
皆
院
に
候
し
て
い
る
と
い
う
状
態
で
、
更
に
閏
十
二
月
赦
が
行
わ
れ
た
時
も
検

院

政

と

検

非

進

使

（

満

げ

同

〉

一
二
五



院

政

と

倹

非

巡

使

（
満
甘
問
）

一一一ムハ

非
違
使
の
多
く
は
不
参
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
院
力
者
」
を
も
っ
て
釣
っ
た
と
こ
ろ
即
時
に
参
入
す
る
と
い
う
豹
変
ぶ
り
で
、
兼
突

（
揃
）

を
し
て
「
近
代
之
事
、
皆
如
レ
此
」
之
嘆
か
し
め
た
c

か
か
る
現
象
は
当
時
に
お
け
る
後
白
河
院
が
、
検
非
違
使
た
ち
を
如
何
に
強
力
に
支
配

下
に
組
み
込
ん
で
い
た
か
を
明
ら
か
に
示
す
に
十
分
な
史
料
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
や
が
て
政
情
の
推
移
と
関
連
し
て
使
庁
の
状
況
も
変
化
し
始
め
、
元
暦
元
年
段
階
に
検
非
違
使
右
衛
門
権
佐
藤
原
定
長
が
勅
を
恭
じ

ハ
加
〉

て
平
重
衡
を
推
問
す
る
際
、
鎌
倉
方
の
土
肥
次
郎
実
平
が
同
席
し
て
い
る
事
実
は
、
当
然
推
聞
に
介
入
し
て
い
る
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
こ
こ

に
お
い
て
す
で
に
院
・
朝
廷
を
背
景
と
す
る
検
非
違
使
の
行
動
に
、
鎌
倉
方
の
干
渉
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
最
早
院
乃
至
貴
族
遠
の
権
力
掌
中

か
ら
地
す
べ
り
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
九
月
に
は
出
羽
前
司
信
兼
以
下
平
氏
家
人
等
の
京
の
地
を
、
廷
尉
源
義
経
が
沙
汰
す
べ
く
頼

（

捌

〉

（

捌

〉

朝
が
書
状
を
遣
わ
し
て
い
る
。
義
経
は
頼
朝
の
承
諾
な
し
に
八
月
左
衛
門
少
尉
に
補
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
使
宣
旨
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
頼
朝
の
代
官
と
い
う
立
場
か
ら
逸
脱
す
る
行
為
で
、
平
氏
の
公
家
的
政
治
を
排
し
、
新
し
い
武
力
政
権
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
頼
朝
の
意

図
に
頗
る
反
す
る
も
の
で
、
頼
朝
の
不
興
を
か
つ
て
遂
に
は
京
・
鎌
倉
の
二
重
政
権
に
よ
り
追
わ
れ
る
身
と
な
っ
た
。

か
か
る
検
非
違
使
と
い

う
武
士
に
と
っ
て
は
大
き
な
魅
力
を
持
つ
官
職
を
利
用
し
て
の
後
白
河
院
の
頼
朝
・
義
経
離
反
策
は
見
事
成
功
し
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

更
に
文
治
二
年
二
月
に
な
る
と
北
条
時
政
は
六
条
河
原
に
お
い
て
群
党
十
八
人
の
首
を
釧
ね
て
、

ハ
山
）

也
可
レ
処
＝
釧
刑
一
之
由
云
1

。
」
と
使
庁
を
無
視
す
る
が
如
き
行
動
を
取
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
経
ニ
数
日
一
者
。
似
＝
寛
刑
－
之
問
υ

不
レ
及
レ
召
＝
波

（

山

〉

（

叫

）

直
致
一
一
沙
汰
一
云
々
。
」
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
文
治
三
年
八
月
に
は
頼
朝
の
使
庁
人
事
に
介
入
す
る
奏
請
等

「
九
如
レ
此
犯
人
者
不
レ
可
レ
渡
ニ
使
庁
一
。

使
庁
一
c

も
見
ら
れ
る
ひ
か
か
る
如
く
元
暦
元
年
頃
か
ら
地
す
べ
り
を
始
め
て
い
た
検
非
違
使
庁
の
実
権
は
、
事
実
上
こ
の
時
点
に
お
い
て
鎌
倉
方
京
都

守
護
北
条
時
政
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
や
が
て
後
鳥
羽
院
政
の
時
代
に
な
る
と
庁
務
は
衰
退
の
一
路
を
辿
つ

（
川
〉

て
停
止
さ
れ
、
庁
舎
は
仏
所
に
作
り
直
さ
れ
る
状
態
で
、
建
久
五
年
五
月
に
は
強
盗
三
十
余
人
は
関
東
に
下
さ
れ
、
幕
府
が
彼
ら
を
陸
奥
に
配

（
叫
）

流
す
る
処
置
を
と
っ
て
い
る
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
機
構
と
し
て
の
検
非
違
使
は
そ
の
後
も
存
続
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

概
し
て
藤
原
氏
が
人
的
構
成
の
中
心
を
な
し
て
い
た
平
安
前
期
に
お
け
る
検
非
違
使
よ
り
は
、
大
衆
嚇
訴
に
対
す
る
武
力
と
し
て
、
ま
た
警



祭
と
し
て
の
追
捕
活
動
に
お
い
て
回
目
雌
如
た
る
も
の
が
あ
り
、
院
の
近
世
、
北
耐
と
し
て
の
武
士
或
は
い
わ
ゆ
る
武
土
等
が
検
非
違
使
織
と

い
う
処
を
得
て
生
き
生
き
と
活
動
し
て
い
る
の
が
諸
記
録
か
ら
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
院
政
期
に
お
け
る
検
非
違
使
は
衰
退
無
能
佑

し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
武
士
が
そ
の
公
的
な
機
檎
に
お
け
る
勢
力
を
伸
張
し
て
行
く
原
動
力
を
蓄
積
す
る
基
盤
と
な
っ
た
の
が
、
検
非
違

使
と
い
う
官
職
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
様
な
過
程
の
中
か
ら
遂
に
は
平
清
盛
、
時
忠
の
如
き
公
的
権
勢
者
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
》
か

か
る
意
味
に
お
い
て
平
正
盛
、
忠
盛
等
の
検
非
違
使
尉
と
し
て
の
公
的
武
力
活
動
が
、
平
氏
政
権
を
育
成
し
て
い
く
一
つ
の
礎
と
も
な
っ
た
こ

と
、
加
え
て
清
盛
の
別
当
就
任
の
重
要
性
を
特
に
強
調
し
た
い
。

上
横
手
雅
敬
氏
は
、
検
非
違
使
は
必
ず
し
も
武
士
に
相
応
し
い
官
職
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
源
平
両
氏
な
ど
の
棟
梁
級
な
ど
の
武
士
に
つ

い
て
い
え
ば
、
国
家
の
政
治
機
構
と
は
直
『
按
に
は
無
関
係
な
の
が
む
し
ろ
武
土
の
本
質
な
の
で
あ
り
、
院
政
期
に
お
い
て
も
源
平
両
氏
は
検
非

（川）

違
使
と
は
別
箇
の
武
力
集
団
と
し
て
活
躍
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
取
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
院
政
期
に
お
い
て
は
、
棟
梁
級
の
武
士
と
い

え
ど
も
国
家
の
政
治
機
構
と
は
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
積
駆
的
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
政
権
把
握
の
機
会
を

掴
み
得
た
の
で
あ
り
、
更
に
院
政
全
般
を
通
じ
て
政
権
者
を
悩
ま
せ
た
僧
兵
・
大
衆
の
武
力
に
対
抗
す
る
公
家
方
の
武
力
の
主
要
な
担
い
手
と

な
っ
た
の
は
、

い
わ
ゆ
る
武
士
と
検
非
違
使
で
あ
り
、
同
じ
武
士
が
戎
る
時
は
検
非
違
使
と
し
て
活
動
し
、

ま
た
戎
る
時
は
武
士
と
し
て
活
動

す
る
と
い
う
如
く
、
武
士
と
し
て
の
活
動
と
検
非
違
使
と
し
て
の
活
動
は
樟
狭
山
一
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
c

最
後
に
改
め
て
こ
こ
で
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、

「
寺
寄
検
非
違
使
」
や
、
「
保
検

従
来
余
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
円
宗
寺
や
法
勝
寺
の

非
違
使
」
「
条
旦
検
非
違
使
」
な
ど
の
存
従
も
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
付
九
三
日
し
て
お
き
た
い

d

J
 

2
2
2
 

（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

石
井
進
氏
「
院
政
時
代
」
（
「
講
賊
日
本
史
』
二
、
封
建
社
会
の
成
江
に
所
以
）

古
村
茂
樹
氏
「
院
北
而
考
」
（
『
法
制
史
研
究
」
に
所
収
）

史
料
よ
り
の
抽
出
結
果
と
『
大
日
本
史
』
険
非
迄
使
表
で
は
、
多
少
異
同
が
あ
る
が
一
力
、
制
ら
な
か
っ
た
。

院

政

l-
ι】戸

検

ゴド
、・I.,.

Jill 

使
（
満
冨
）

一七



院

政

と
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非
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（
満
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白
河
親
政
時
代
も
合
め
る
。

「
制
凶
作
抄
』

『
中
右
記
』
永
久
二
年
十
二
月
二
日
灸
’

『
中
右
記
』
保
安
元
年
七
月
廿
二
日
条

「
百
錬
抄
」
完
治
五
年
四
月
十
八
日
、
『
中
布
記
』
同
年
閏
七
月
一
日
条

「
中
布
記
』
承
徳
元
年
二
月
川
日
条

『
中
治
記
』
永
久
二
年
六
月
廿
九
日
条
「
終
日
侠
庁
之
事
繁
多
也
」
そ
の
他

『
中
右
記
』
、
氷
久
二
年
三
月
十
一
日
条

『
中
右
記
』
永
久
元
年
四
月
川
（
二
十
九
）
日
条
、
詳
細
は
第
四
挙
の
忠
慌
の
削
引
を
参
照
。

「
長
秋
記
」
大
治
四
年
六
月
一
日
条

『
長
秋
記
』
大
治
四
年
十
一
月
十
一
日
条

「
長
秋
記
』
大
治
凹
年
九
月
十
九
日
条

「
長
秋
記
』
大
治
五
年
六
月
八
日
条

「
長
秋
記
』
大
治
四
年
正
月
廿
日
条

長
期
間
在
任
者
は
一
般
的
に
せ
い
ぜ
い
大
納
言
止
ま
り
で
あ
る
。

橋
本
義
彦
氏
「
院
政
政
権
の
一
々
祭
」
（
『
書
陵
部
紀
製
』
問
号
）
、
第
三
立
を
参
照
。

『
慰
問
日
抄
」

『
ム
日
記
』
久
安
四
年
正
月
九
日
条

『
長
秋
記
』
天
示
元
年
九
月
五
日
条

一
政
推
定
の
項
を
参
照
。

『
中
右
記
』
長
，
笠
二
年
六
月
九
日
、
同
門
年
三
月
間
日
糸
、
T

長
秋
ー
ル
一
足
伏
－
二
年
ト
バ
じ
H
条

師
時
は
老
病
を
班
山
に
時
返
し
た
ら
し
い
。

『
長
秋
記
』
保
延
元
年
五
月
一
日
条

『
長
秋
記
』
保
延
一
五
年
同
月
八
日
条

一
二
八



（
鎚
）
『
長
秋
記
』
長
承
二
年
九
月
十
五
日
条

ハmm
）
雅
定
の
辞
任
は
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
長
承
二
年
十
二
月
十
八
日
。

（
鈎
）
『
長
秋
記
』
夫
承
元
年
七
月
八
日
条

ハ
但
）
『
公
卿
補
任
』

（
担
）
竹
内
理
三
氏
「
院
政
の
成
立
」
ハ
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
問
所
収
）

ハ
泊
）
し
か
し
当
時
の
参
議
以
外
の
ポ
ス
ト
は
、
例
え
高
齢
者
で
あ
る
に
も
せ
よ
泌
氏
が
か
な
り
多
く
占
め
て
い
る
。

（
担
）
『
中
右
記
』
保
延
三
年
間
十
月
十
五
日
条

（
お
）
『
玉
菜
』
治
承
三
年
正
月
十
九
日
条

（
お
〉
『
兵
範
記
』
嘉
応
元
年
十
二
月
十
七
・
廿
四
・
廿
七
・
廿
八
・
廿
九
日
条
、
『
百
錬
抄
』
同
年
十
二
月
廿
三
・
廿
四
・
廿
八
日
条
、
『
公
卿
補
任
』
同

年
条
、
成
親
の
知
行
尾
張
国
守
家
政
の
目
代
右
衛
門
尉
政
友
が
美
濃
国
平
野
庄
の
神
人
を
淡
醸
し
た
事
件
に
よ
る
。

（
釘
）
『
玉
葉
』
嘉
応
二
年
正
月
六
日
条

（
お
）
『
百
錬
抄
』
嘉
応
二
年
正
月
十
三
・
廿
七
・
二
月
六
日
条
、
『
玉
菜
』
『
兵
範
記
』
同
年
四
月
廿
一
日
条
、
「
公
卿
補
任
』
同
年
条
。

ハ
鈎
）
『
公
卿
補
任
』
同
年
条

ハ
鈎
）
『
玉
葉
』
安
元
々
年
正
月
廿
九
・
二
月
廿
五
日
条
、
『
公
卿
補
任
』
同
年
条

（
H5
『
玉
葉
』
建
久
二
年
三
月
廿
八
日
条

（
必
）
『
山
根
記
』
治
承
二
年
六
月
十
日
、
三
年
正
月
十
九
・
二
月
廿
八
日
条
、
『
公
卿
補
任
』
同
年
条

（
必
）
『
公
卿
補
任
』
治
承
二
年
条

ハ
必
）
『
山
椀
記
』
『
玉
葉
』
『
百
錬
抄
』
治
承
三
年
五
月
十
九
日
条

（
必
）
『
百
錬
抄
』
同
月
廿
七
日
条

（
必
）
『
平
家
物
語
』

（
釘
）
『
平
家
物
語
』
『
尊
卑
分
脈
』

（
泊
四
〉
『
百
錬
抄
』
永
磨
元
年
二
月
廿
二
・
三
月
十
一
日
条
、
『
古
今
著
間
集
』
巻
五
、
『
公
卿
補
任
』
同
年
条

（
却
）
『
公
卿
補
任
』
同
年
条

（
印
）
『
玉
葉
』
治
承
五
年
間
二
月
四
日
条

院

政

と

検

非

違

使

（

満

冨

）
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検
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使
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満
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（
日
）
安
田
元
久
氏
『
源
平
の
争
乱
』

（
回
）
『
中
右
記
』
夫
永
二
年
十
月
廿
丑
日
条
、
『
本
朝
世
紀
』
久
安
六
年
八
月
三
日
条

（
臼
）
『
態
管
抄
』
巻
五

（
日
）
『
平
家
物
語
』

（
田
）
『
公
卿
補
任
』
保
元
三
年
、
平
治
元
年
条

（
回
）
『
玉
葉
』
文
治
元
年
十
二
月
廿
八
日
、
一
万
一
勝
一
五
年
七
月
廿
五
日
条

（
町
）
『
古
今
著
聞
集
』
巻
二

（
回
）
『
玉
葉
』
寿
永
元
年
十
二
月
十
日
条
。
検
非
違
使
志
中
原
明
基
の
九
条
兼
実
へ
の
報
告
に
よ
る
。

（
印
）
『
吉
記
』
周
年
七
月
廿
八
日
条

（
印
）
『
尊
山
平
分
肱
』

（
阿
川
）
『
玉
葉
』
建
久
二
年
三
月
廿
六
日
条
、
『
公
卿
補
任
』

（
回
）
『
吾
妻
鏡
』
文
治
三
年
八
月
十
二
日
条

（
回
）
「
玉
葉
』
建
久
二
年
三
月
廿
八
日
条

（
但
）
吉
村
茂
樹
氏
『
院
政
』

（
回
）
院
の
画
策
が
使
別
当
に
止
ま
ら
ず
、
使
庁
に
お
け
る
武
力
活
動
の
中
心
を
な
し
て
い
た
使
尉
の
補
任
に
も
及
ん
で
い
た
乙
と
は
後
に
述
べ
る
。

（
出
）
吉
村
茂
樹
・
橋
本
義
彦
・
竹
内
理
三
氏
等
前
掲
著
書
及
び
論
文
の
他
に
河
野
房
男
氏
「
白
河
院
近
臣
団
の
一
考
察
」
（
『
日
本
歴
史
』
一
四
五
・
一
五

二
号
）
、
林
屋
辰
三
郎
氏
「
院
政
政
権
の
歴
史
的
評
価
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
四
九
号
）
等
。

（
川
町
）
吉
村
茂
樹
氏
前
掲
論
文

（
間
）
同
氏
「
鎌
倉
初
期
の
二
つ
の
主
従
制
｜
承
久
の
乱
に
お
け
る
院
方
武
力
を
中
心
と
し
て
」
（
『
北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
一
号
〉
。
こ
の

論
文
に
関
し
て
川
添
昭
二
氏
よ
り
御
教
示
を
得
た
。

（
印
）
藤
原
季
綱
・
敦
宗
・
為
房
・
有
償
・
知
綱
・
顕
隆
・
俊
信
・
実
光
・
重
降
・
顕
頼
・
弔
ア
通
・
顕
能
・
行
盛
・
宗
光
・
朝
隆
・
親
隆
・
光
頼
・
滋
方
・

顕
時
・
以
遠
・
窓
光
・
惟
方
・
光
一
一
・
俊
志
・
長
方
・
経
一
房
一
・
光
雅
・
定
長
・
定
経
・
定
除
・
長
一
民
・
光
長
・
頼
窓
・
親
雅
・
資
実
。
平
時
範
・
実
親

．
範
家
・
時
忠
・
親
宗
。

『
中
治
記
』
寛
治
五
年
間
七
月
十
一
日
条
令

（刊）
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『
中
右
記
』
永
長
元
年
間
月
十
三
日
条
等

『
中
右
記
』
承
徳
元
年
正
月
廿
九
日
条
、
『
慰
問
呂
抄
』
等
。

『
中
右
記
』
天
永
二
年
九
月
二
十
三
日
、
一
川
、
水
元
年
三
月
十
九
日
条

『
中
右
記
』
長
永
二
年
五
月
六
日
条
等

『
尊
山
平
分
肱
』
、
『
本
朝
世
紀
』
成
治
元
年
六
月
十
八
日
条
参
照
。

別
当
の
項
を
も
参
照
。
『
愚
管
抄
』
『
中
右
記
』
保
安
元
年
六
月
廿
八
日
条
等
。

「
中
右
記
』
大
治
二
年
正
月
廿
日
条
等

づ
本
朝
世
紀
』
久
安
二
年
十
二
月
廿
四
日
条
等

「
本
朝
世
紀
』
久
安
六
年
十
月
廿
日
条
参
照

「
尊
卑
分
隊
』
等

『
尊
卑
分
、
豚
』
等

『
尊
出
十
分
肱
』
等

『
尊
卑
分
隊
』
、
『
山
線
記
』
仁
安
二
年
二
月
廿
問
目
、
『
止
〈
純
記
』
4
M
F
M
地
元
年
六
月
け
三
日
条
等
。

『
尊
息
分
脈
』
、
『
百
錬
抄
』
寿
永
二
年
六
月
十
一
日
条
等

「
尊
卑
分
肱
』
、
「
本
朝
世
紀
』
久
安
六
年
八
月
三
十
日
条
等

『
尊
卑
分
肱
』
等

「
尊
南
平
分
肱
』
、
「
公
卿
補
任
』
、
「
本
朝
世
紀
』
久
安
四
年
正
月
廿
八
日
条
等

『
尊
卑
分
隊
』
、
「
公
卿
補
任
』
、
「
玉
菜
』
治
承
元
年
十
月
廿
六
日
、
森
永
三
年
正
月
廿
七
日
条

『
尊
卑
分
脈
』
、
「
中
右
記
』
長
治
二
年
三
月
十
八
日
条
等

「
中
治
記
』
保
安
元
年
七
月
廿
二
日
条
を
参
照

院

政

と

検

非

使

（
満
冨
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亡コは検非違使。以下同じ。※ 

（
回
）
『
臥
雲
日
件
録
』
文
正
元
年
七
月
十
二
日
条

（
羽
）
『
中
右
記
』
大
治
四
年
正
月
十
五
日
条

（
川
出
〉
『
今
鏡
』
巻
十
二

（
部
〉
『
中
右
記
』
大
治
二
年
五
月
十
四
臼
条

（
開
）
『
中
右
記
」
天
永
二
年
正
月
廿
四
日
条

（

m
出
）
『
源
平
盛
ぃ
茨
記
』
「
君
の
た
め
に
忠
あ
り
、
人
の
た
め
に
仁
あ
り
、
為
一
民
卿
子
そ
ん
繁
昌
し
給
ふ
も
乙
と
は
り
な
り
と
そ
人
申
け
る
、
む
か
し
も
あ
さ

ま
し
き
様
あ
り
け
れ
共
、
子
そ
ん
に
を
ふ
事
は
な
か
り
き
」
。
『
続
古
事
談
』
「
為
房
宰
相
ニ
ナ
リ
テ
、
ヨ
ロ
コ
ヒ
申
ケ
ル
ニ
、
子
孫
六
人
前
駈
シ
タ
リ

ケ
リ
、
為
隆
、
顕
隆
中
弁
ニ
テ
ア
リ
、
重
隆
靭
負
佐
ナ
リ
、
其
外
孫
ト
モ
ナ
リ
、
世
ノ
人
子
孫
繁
昌
殊
ノ
ホ
カ
ナ
リ
ト
ナ
ム
イ
ヒ
ケ
ル
」
。

（
路
）
『
中
右
記
』
元
永
元
年
間
九
月
朔
日
条
等

（
ω）
『
殿
暦
』
康
和
五
年
十
一
月
廿
日
条



（

間

）

タ．、

中
ド，，

〆一、、............戸田、、f・＼戸『，，..－向、、........................〆一、、，........＿＿＿＿＿ーヘ，........＿＿＿＿由、、
113 112 111110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 
、』J、』J、、－－－、』J 、』J、、－－－、、ーノ、、－－－、、＿...、－、、－－－、ー，，、＿＿，

古
村
茂
樹
氏
前
掲
論
文

『
中
右
記
』
同
月
廿
一
日
、
『
殿
暦
』
同
月
十
七
・
十
八
・
卜
九
日
条

『
殿
暦
』
『
永
田
日
記
』
同
月
廿
九
日
条

『
殿
暦
』
同
廿
九
日
条

『
中
右
記
』
同
年
四
月
品
川
（
廿
九
カ
〉
日
、
五
月
一
－
一
一
日
条

『
殿
暦
』
同
年
十
月
五
・
六
日
条
、
『
百
錬
抄
』
周
年
十
一

（
術
力
）
月
廿
二
日
条
、
『
源
平
盛
表
記
』
『
続
古
事
談
』
五
諸
道

『
中
右
記
』
同
月
廿
九
日
条

『
長
秋
記
』
同
月
四
日
条

『
中
右
記
』
同
月
甘
七
日
条

『
殿
暦
』
同
月
州
日
条
、
『
本
朝
世
紀
』
同
年
三
月
三
日
条

『
雅
実
公
記
』
孫
承
二
年
二
月
四
日
・
七
日
・
八
日
条

『
尊
卑
分
隊
』
、
吉
村
茂
樹
氏
前
掲
論
文

『
中
右
記
』
同
年
六
月
廿
七
日
・
品
川
日
・
七
月
十
七
日
条

院

教

と

検

非

逃

使

（
満
冨
〉

一一一一一
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院

政

と

検

非

違

使

（
満
宮
）

『
中
右
記
』
同
月
廿
日
条

『
中
右
記
』
同
月
十
二
日
条

『
中
右
記
』
大
治
四
年
四
月
三
日
条
、
『
中
右
記
』
に
は
成
通
と
す
る
が
盛
通
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

『
中
右
記
』
永
久
二
年
二
月
十
四
日
条
等

『
尊
卑
分
脈
』
、
『
中
右
記
』
寛
治
五
年
正
月
九
日
、
嘉
保
元
年
六
月
二
日
、
承
徳
元
年
十
月
廿
七
日
条

『
本
朝
世
紀
』
康
和
五
年
十
一
月
十
七
日
、
『
殿
磨
』
十
一
月
廿
五
日
条
、
猶
佐
の
項
を
参
照
。

『
殿
暦
』
天
永
三
年
十
二
月
廿
一
目
、
「
中
右
記
』
一
万
永
元
年
四
月
十
八
日
条

『
百
錬
抄
』
治
承
三
年
十
一
月
十
七
日
、
『
士
口
記
』
安
元
三
年
四
月
廿
七
日
条
、
『
尊
卑
分
肱
』

『
百
錬
抄
』
治
承
三
年
十
一
月
廿
・
一
日
、
『
吉
記
』
安
元
二
年
四
月
廿
七
日
条

『
百
錬
抄
』
『
吉
記
』
安
元
二
年
四
月
廿
七
日
条
、
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
十
月
廿
五
日
条

『
吉
記
』
安
元
二
年
四
月
廿
七
日
、
『
兵
範
記
』
仁
安
二
年
十
月
廿
五
日
条
、
『
尊
卑
分
脈
』

『
士
口
記
』
安
元
二
年
四
月
廿
七
日
条

文

徳

天

皇

｜

｜

能

有

季

－
三
四
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習
で
あ
ずコ

fこ
と
考
え

り
れ
る
が

或
は
両
院
を

暮
し
て

fこ
の
か
も
し
i1 
な
し、。

『
尊
卑
分
隊
』
『
古
今
著
聞
集
』

石
井
進
氏
前
掲
論
文

『
中
右
記
』
元
永
二
年
九
月
廿
一
日
条

『
中
右
記
』
元
永
二
年
九
月
廿
一
日
、
大
治
四
年
間
七
月
廿
五
日
条

『
尊
卑
分
詠
」
、
「
中
右
記
』
元
永
二
年
九
月
廿
一
日
、
同
大
治
四
年
間
七
月
廿
五
日
条

『
尊
卑
分
隊
』

「
ム
日
記
』
天
養
元
年
十
二
月
廿
六
日
、
久
安
三
年
正
月
六
日
、
同
六
年
二
月
廿
日
条

当
時
院
政
を
行
っ
て
実
権
を
把
岡
惜
し
て
い
た
の
は
鳥
羽
院
で
あ
り
、
山
市
用
徳
は
法
皇
と
は
称
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
む
し
ろ
鳥
羽
法
皇
の
近
臣
乃
至
近

（

間

）

（

間

）

（

間

）

（

間

）

（

叩

）

（

叩

）

（

凶

）

（

凶

）

（

凶

）

（
川
町
）

（

出

）

『
尊
卑
分
脈
』

『
兵
組
記
』
『
本
朝
世
紀
』
仁
平
三
年
三
月
廿
八
日
条

『
兵
範
記
』
仁
平
三
年
十
一
月
廿
八
日
条

『
台
記
』
別
記
仁
平
三
年
十
一
月
廿
八
日
条

安
田
氏
前
掲
書

『
尊
卑
分
詠
』

『
木
朝
世
紀
』
仁
平
二
年
六
月
廿
二
日
条

『
兵
範
記
』
保
元
々
年
七
月
十
一
日
条
、
こ
の
時
の
軍
兵
動
員
力
は
義
制
二
百
余
騎
、
消
盛
三
百
余
騎
。

『
中
右
記
』
大
治
四
年
正
月
七
日
条

『
本
朝
世
紀
』
仁
平
三
年
六
月
現
日
条

『
士
日
記
」
寿
永
元
年
七
月
三
日
条

院

政

と

検

非

（
満
富
）

一
三
五

、.--Li.
3当主

使



院

政

と

検

非

違

使

（
満
冨
）
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『
士
日
記
』
寿
永
元
年
七
月
三
・
七
日
条

『
玉
葉
』
裳
和
元
年
正
月
廿
九
日
条
、
『
士
日
記
』
同
月
廿
八
日
条

『
殿
暦
』
天
永
三
年
四
月
廿
目
、
『
中
右
記
』
天
、
水
三
年
四
月
廿
日
・
永
久
元
年
四
月
川
（
け
ん
カ
）
日
条

「
殿
暦
』
天
永
三
年
四
月
十
二
日
、
『
中
右
記
』
永
久
二
年
六
月
廿
四
日
条
な
ど
。

『
殿
暦
』
天
永
三
年
四
月
廿
日
条

『
殿
暦
』
天
永
三
年
四
月
廿
二
日
条

『
中
右
記
』
永
久
元
年
四
月
品
川
日
条

『
尊
卑
分
脈
』

石
井
進
氏
前
掲
論
文

藤
原
為
一
房
一
の
加
賀
守
在
任
期
間
は
、
寛
治
四
年
六
月

1
同
六
年
九
月
。
「
ヰ
家
物
語
』
『
似
ギ
雌
説
記
』
。

石
井
進
氏
前
掲
論
文

『
長
秋
記
』
永
久
三
年
三
月
十
四
日
、
『
殿
暦
』
同
年
三
月
十
三
日
条

『
中
右
記
』
永
久
元
年
四
月
州
（
二
十
九
カ
）
日
条

『
中
右
記
』
元
永
二
年
九
月
什
一
日
、
大
治
四
年
間
七
月
廿
五
日
条

『
尊
卑
分
肱
』

「
中
右
記
』
系
承
二
年
四
月
十
六
日
条

『
中
右
記
』
寛
治
六
年
五
月
廿
六
日
、
大
治
四
年
間
七
月
廿
五
日
条
、
『
為
一
房
卿
記
』
寛
治
六
年
正
月
廿
五
日
条

『
尊
由
十
分
脈
』

『
中
布
記
』
成
和
五
年
四
月
十
七
日
条

『
除
目
大
成
抄
』
八
春
京
官
三
賞

一一ニムハ



（間）
（間）

（協）
（間）

（
間
）
『
吾
妻
鏡
』
は
藤
原
と
す
る
が
他
の
史
料
か
ら
徴
す
れ
ば
平
氏
で
あ
う
っ
。
『
吾
妻
鏡
』
文
治
一
年
正
月
七
日
、
「
古
日
記
』
文
治
元
年
十
二
月
廿
七
日
、

廿
九
日
、
海
永
元
年
七
月
三
日
、
安
一
川
二
年
四
月
廿
七
日
条

（
間
）
『
吉
記
』
寿
永
元
年
七
月
十
五
日
条
、
武
者
所
・
瀧
口
・
衛
府
・
馬
助
・
権
頭
・
受
領
・
大
路
大
夫
等
を
歴
任
。

（
同
）
『
百
銚
抄
』
『
玉
葉
」
巾
比
三
年
六
月
一
日
・
二
日
・
四
日
条
、
「
百
錬
抄
二
山
一
次
元
年
六
月
一
一
行
口
、
『
士
同
記
』
安
一
三
年
間
月
廿
七
日
条
、
『
平
家
物

五
悶
」

（
m）
（
的
）
に
同
じ
。

（
間
）
こ
の
他
に
検
非
違
使
肘
監
査
情
房
も
参
問
、
阿
波
に
配
流
さ
れ
た
。

（
問
）
『
中
右
記
』
長
治
元
年
七
月
九
日
条

（
m）
『
巾
右
記
』
元
永
一
万
年
正
月
十
七
日
、
『
長
秋
記
』
大
治
四
年
九
月
十
九
日
条

（
間
）
「
玉
葉
』
『
百
錬
抄
』
同
年
十
一
月
十
七
日
、
『
玉
菜
』
「
山
椀
記
』
同
年
十
一
月
十
九
日
条
、
こ
の
ま
川
に
よ
っ
て
検
非
違
使
を
解
任
さ
れ
た
者
は
、

遠
業
の
他
に
六
人
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
間
）
『
百
錬
抄
』
治
承
三
年
十
一
月
廿
一
日
条

（
叩
）
「
玉
葉
』
『
山
根
記
』
『
百
錬
抄
』
周
年
十
一
月
廿
一
日
条
、
『
平
家
物
語
』
、
『
玉
葉
」
平
家
物
語
』
は
速
成
と
記
す
が
、
『
山
機
記
』
『
百
錬
抄
』
と

も
に
遠
業
と
す
る
。

（捌）
（閣）

『
中
右
記
』
寛
治
六
年
四
月
十
八
・
廿
日
条
、
『
魚
魯
愚
抄
』

『
中
右
記
』
天
仁
元
年
正
月
廿
四
旦
風
説
書

『
中
有
記
』
永
久
二
年
五
月
廿
九
日
条

「
玉
葉
』
治
承
五
年
正
月
七
日
条

『
平
安
遺
文
』
補
二
三
六
・
三
三
三
九
号

『
平
安
遺
文
』
四
一
三
九
号

院

政

と

検

非

使

一
三
七

i主

（
満
冨
）



院

政

と

妙

、

非

八

使

（
満
一
口
川
）

、，，.
1正

（

印

）

（

問

）

（
捌
）

（

郎

）

（
間
）

穫
量
』
文
治
二
年
七
月
三
日
条

（
加
）

（
間
）

（
捌
）

（
削
）

（
間
）

（

悦

）

（
間
）

（
別
）

（
間
）

（
附
）

（
加
）

（
別
）

（
間
）

（
捌
）

『
平
安
遺
文
』
四
一

O
七
号
寿
永
二
年
九
月
廿
七
日
、
後
ι
日
河
院
庁
下
文
、
「
将
半
分
脈
」
友
突
の
項
を
参
照
。

橋
作
り
も
検
非
違
使
の
機
能
の
一
つ
で
あ
る
。

「
長
秋
記
』
大
治
二
年
十
一
月
一
日
条

『
玉
菜
』
文
治
二
年
七
月
三
日
条

『
吾
妻
鏡
」
文
治
元
年
九
月
一
日
、
同
二
年
五
月
十
四
日
、
六
月
廿
一
日
、
同
一
一
一
年
正
月
廿
一
日
、
十
二
月
十
八
日
、
同
五
年
六
月
十
一
日
条
、
『
玉

『
玉
菜
』
文
治
二
年
七
月
十
問
日
条

（
川
）
に
同
じ
。

『
百
錬
抄
』
治
承
一
万
年
六
月
三
日
、
『
士
口
ー
と
吉
川
二
年
四
月
け
七
日
灸

『
吉
記
』
元
暦
二
年
正
月
五
日
条

「
玉
葉
』
文
治
四
年
二
月
一
日
条

『
玉
菜
』
安
元
三
年
六
月
四
日
条

源
か
。
「
玉
葉
』
建
久
三
年
三
月
十
五
日
条

『
玉
葉
』
建
久
三
年
三
月
十
五
日
条

『
中
右
記
』
承
徳
二
年
五
月
十
日
条

「
中
右
記
』
承
徳
元
年
二
月
十
九
日
・
三
月
十
四
日
条
等

『
後
二
条
師
通
記
』
、
水
長
元
年
十
一
月
十
一
日
条

『
台
記
』
久
寿
元
年
十
月
廿
八
日
条

『
ん
十
一
保
記
抄
』
仁
平
二
年
五
月
十
二
日
条

「
ム
日
記
』
天
養
元
年
十
一
月
廿
九
日
条



，.－ー、、／ーへ 〆－、、／戸、，，－－「、、戸司、、！／『、....－.........〆－....－『＇，.－園、、、／ー＼／『、、／一、、戸『、
'.?15-2H 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 
＼、ー〆＼｝／ ＇－－，、、＿，，ー〆、、， J 、、ー〆、、｝〆＼、＿，、－、、＿，，、ー〆＼、－、、ー戸、、，J

l 

『
水
制
世
紀
』
仁
平
元
年
七
月
十
六
日
条

『
兵
組
記
』
仁
半
二
年
六
月
七
日
条

『
百
錬
抄
』
承
安
元
年
四
月
十
二
日
条

『
百
鋭
抄
』
力
永
二
年
正
月
十
一
日
条
、
彼
ら
は
二
人
と
も
院
の
近
目
。

『
主
薬
』
建
久
二
年
四
月
廿
六
日
条

「
玉
裳
」
建
久
二
年
間
十
二
月
十
八
日
条

主
同
委
鋭
」
一
冗
府
一
冗
年
二
月
十
四
日
条

『
吾
妻
鋭
』
一
冗
暦
冗
年
九
月
九
日
条

「
山
線
記
』
－
－
九
府
元
年
八
月
六
日
条

『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
二
月
一
日
条

『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
二
月
十
三
日
条

『
五
口
安
説
F

一
文
治
三
年
八
月
廿
七
日
・
十
月
三
一
日
条
、
藤
原
信
椛
や
大
江
公
判
的
、
北
川
の
廷
闘
初
任
に
つ
い
て
の
介
入
で
あ
る
。

仏
所
に
つ
く
り
な
ど
し

『卜日
A
I若
間
集
』
問
問
「
い
ま
は
庁
務
自
作
比
し
た
る
な
り
。
（
小
川
町
）
年
米
つ
く
り
を
け
る
能
ど
も
み
な
う
ち
ゃ
ぶ
り
て
、

一
向
庁
務
を
と
ど
め
て
、
後
世
の
こ
と
を
い
と
な
む
な
り
。
（
後
時
）
」

『
仲
資
王
記
」
建
久
五
年
五
月
十
二
日
、
「
吾
妻
鋭
」
同
五
月
廿
五
日
条

同
氏
つ
半
安
中
期
の
似
一
一
築
制
度
」
ハ
竹
内
班
ご
一
博
士
山
一
地
暦
記
念
会
制
一
作
ん
い
同
山
本
と
穴
政
社
会
」
所
収
）

に

り

t

－

－

仏

1
、

甘
い
可
H

1
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？

恥

い
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Ex-Emperor's Government and Kebiishi 

--Viewed from the Appointment of Kebiishi--

Mariko MITSUTOMI 

In the period of ex-emperor's government (il5cil&) the personal com

position of Kebiishi (~::;l.r~1t police and judicial chief) shows besides 

the advance of "samurais" the notable advance of staff members, 

trusted vassals and Hokumen Utiffi) of ex-emperors. The ex-emperors, 

Shirakawa, Toba and Goshirakawa, put these members into the Office 

of Kebiishi, which was the official military organization of Kuge (0 

* court nobles) outside the limit of Office of In (~'.l't/T), a semiprivate 

organization. Thereby the ex-emperors placed the military force of 

Kebiishi under their control. The Kebiishi, as in the case of Taira

no-Munezane and others, was directly grasped and commanded, not 

through the Betto o.JU~). by the ex-emperors (especially in the case 

where the Betto was not one of staff members or trusted vassals of 

the ex-emperor), and was dispatched in order to capture criminals and 

to control the mass demonstration of complaint. Thus the ex-emperors 

built up the system to mobilize promptly the Kebiishi in case of emer

gency as substantial military and police force, not as a private mili

tary force of In. The Kebiishi was a force which had an official jus

tification. It was the Office of Kebiishi which became a part of foun

dation in order to store the driving energy of developing not only the 

private military force, but also the influence of samurais in the official 

organization. We can assume that the political power of the family 

Taira, as in the case of Kiyomori and Tokitada, was reared in these 

processes. In this article I tried to bring light on these processes by 

the analysis of the concrete situation where the Kebiishi was appointed. 
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