
武
士
の
発
生
と
そ
の
台
頭

i
日
本
中
世
史
の
特
色
一

木
村
時
夫

一
　
中
央
と
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
じ

　
武
士
の
語
源
　
武
士
と
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
「
武
士
は
食
わ
ね
ど
高
楊
枝
」
な
ど
と
い
う
諺
か
ら
の
連
想
で
、
庶
民
の
支
配
階
級
で

あ
っ
た
武
士
を
思
い
、
ま
た
武
士
道
の
連
想
か
ら
、
庶
民
の
儀
表
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
描
ぎ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
武
士
は
そ
の
発
生
の

当
初
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
庶
民
に
優
越
し
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
一
般
庶
民
か
ら
逸
脱
し
た
非
合
法
な
存
在
で
、
賎
し
い
も
の

と
さ
れ
た
。

　
武
士
と
い
う
言
葉
も
表
記
も
、
中
国
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、
わ
が
国
で
は
古
く
か
ら
こ
れ
を
、
も
の
の
ふ
、
つ
わ
も
の
、
さ
む
ら

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
、
と
称
し
た
。
も
の
は
武
具
で
、
つ
わ
も
の
も
、
も
と
は
武
器
の
総
称
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
こ
れ
を
携
行
す
る
者
、
も
し
く
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
操
る
こ
と
に
習
熟
し
た
者
、
つ
ま
り
兵
士
を
さ
し
、
転
じ
て
勇
壮
な
者
、
強
壮
な
老
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
む

ヘ
　
　
　
へ

ら
、
い
は
貴
人
の
側
近
に
奉
仕
す
る
者
で
、
は
べ
る
の
意
味
の
さ
ぶ
ら
う
が
名
詞
化
し
た
も
の
で
、
従
者
、
下
人
の
意
味
で
も
あ
る
。
こ
う
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い
う
名
称
の
変
遷
の
中
に
、
武
士
の
生
い
立
ち
の
歴
史
が
よ
く
ひ
そ
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
武
士
発
生
の
原
因
　
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
武
士
は
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
た
か
。
そ
の
原
因
の
第
一
は
令
の
制
度
の
矛
盾
で
あ

り
、
そ
の
矛
盾
の
た
め
に
、
令
そ
の
も
の
が
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
令
の
制
度
の
矛
盾
と
、
そ
れ
が
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
経
過
に
つ
い
て
は
す
で
に
記
し
た
。
も
う
一
度
簡
単
に
そ
れ
を
く
り
返
す

な
ら
、
公
地
公
民
と
い
う
律
令
制
度
の
基
本
原
則
に
は
、
最
初
か
ら
そ
れ
に
矛
盾
す
る
規
定
が
あ
っ
た
か
ら
、
時
代
と
と
も
に
権
力
あ
る

者
の
手
に
私
有
地
が
集
中
し
て
い
っ
た
。
同
時
に
種
々
な
理
由
か
ら
、
そ
の
口
分
田
を
放
棄
す
る
か
奪
わ
れ
る
か
し
た
民
衆
は
、
そ
の
よ

う
な
権
力
あ
る
者
に
生
活
の
手
段
を
求
め
て
集
中
し
、
そ
の
私
有
民
と
な
っ
た
。
要
す
る
に
私
地
私
民
の
旧
制
が
復
活
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
東
国
な
ど
の
特
殊
な
地
域
に
お
い
て
、
私
有
地
民
の
制
が
ま
す
ま
す
進
み
、
い
く
つ
か
の
地
方
的
勢
力
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
は
、
も
う
一
つ
別
の
令
制
の
欠
陥
が
作
用
し
て
い
た
。
そ
れ
は
律
令
制
と
い
う
中
央
集
権
制
を
建
前
と
す
る
政
治
に
お
い
て
、
地
方
政

治
が
極
度
に
軽
視
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
都
を
中
心
に
藤
原
氏
に
よ
る
栄
華
の
時
代
が
始
ま
っ
た
一
〇
世
紀
以
後
、
貴
族
や
高
級

官
僚
は
国
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
も
、
代
理
を
派
遣
し
て
任
地
に
赴
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
華
や
か
な
都
会
の
生
活
が
捨
て
さ
れ
な
か
っ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
す
い
こ

ら
で
あ
る
。
し
か
し
地
方
官
た
る
国
守
は
種
々
な
特
典
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
。
新
田
の
開
発
や
農
民
の
大
幅
な
使
役
、
私
出
挙
等
々
、
私

財
を
積
む
野
芝
は
種
々
あ
っ
た
。
貴
族
と
し
て
は
、
め
ぐ
ま
れ
た
国
守
の
利
禄
や
得
分
は
ほ
し
い
が
、
京
は
離
れ
た
く
な
い
と
い
う
矛
盾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
に
ん

を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
京
に
い
て
国
守
に
任
ず
る
と
い
う
、
遙
任
が
普
通
の
こ
と
と
な
っ
た
。
代
理
人
に
よ
る
地
方
政
治
は
多
く
の
場
合

不
正
を
生
ん
だ
。
そ
れ
だ
け
地
方
民
の
負
担
は
過
重
と
な
り
、
自
作
の
田
を
捨
て
た
流
民
が
増
加
し
、
土
地
人
民
の
兼
併
と
い
う
傾
向
を

一
層
さ
か
ん
に
し
た
。

　
貴
族
の
地
方
土
着
　
ま
た
別
の
一
面
と
し
て
は
、
中
央
に
志
を
得
な
い
者
、
あ
る
い
は
将
来
と
も
志
を
得
る
見
込
み
の
な
い
者
の
中
に
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は
、
国
守
の
利
禄
を
目
的
に
進
ん
で
地
方
に
下
る
者
も
い
た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
す
べ
て
が
家
格
と
先
例
と
に
し
ば
ら
れ
て
の
昇
進

で
あ
っ
た
か
ら
、
藤
原
氏
の
出
身
で
な
い
者
、
藤
原
氏
の
一
門
で
も
、
北
家
出
身
で
な
い
者
に
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
が
多
か
っ
た
。

　
ま
た
皇
族
に
つ
い
て
も
、
内
廷
費
の
欠
乏
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
一
定
の
基
準
の
下
に
、
臣
籍
に
下
さ
れ
る
者
が
多
く
な
っ
た
。
そ
の
場

合
多
く
は
源
氏
や
平
氏
等
の
姓
を
賜
わ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
源
姓
を
賜
わ
っ
た
嵯
峨
天
皇
の
諸
皇
子
の
よ
う
に
、
な
お
都
に
留
っ
て
藤

原
氏
と
覇
を
競
う
者
は
あ
っ
た
が
、
む
し
ろ
そ
の
貴
種
を
誇
り
に
地
方
に
下
る
者
が
多
か
っ
た
。
後
に
天
下
を
二
分
す
る
よ
う
に
な
る
平

氏
と
源
氏
の
祖
先
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
地
方
に
下
っ
た
皇
族
出
身
の
地
方
官
で
あ
っ
た
。
・

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
地
方
に
赴
任
し
た
貴
種
の
国
守
は
、
そ
の
在
任
中
、
私
田
と
私
財
の
獲
得
に
つ
と
め
、
時
に
は
郡
司
等
の
土
着

の
官
人
と
の
結
託
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
姻
戚
関
係
を
結
び
、
人
的
支
配
を
も
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
て
令
の
定
め
る
任
期
が
来
て

も
、
重
任
と
称
し
て
都
に
は
帰
ら
ず
、
そ
の
任
を
辞
め
て
も
そ
の
ま
ま
土
着
す
る
者
が
現
わ
れ
た
。

　
朝
廷
は
し
ば
し
ば
官
符
を
下
し
て
そ
の
よ
う
な
国
守
国
司
の
不
法
を
禁
じ
た
が
、
　
一
向
に
効
果
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
不
法
な
地
方
官

と
中
央
の
有
力
者
と
の
聞
に
、
金
品
に
よ
る
請
託
が
あ
っ
た
ろ
う
し
、
中
央
の
貴
族
官
人
も
ま
た
、
地
方
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
不
法
を

犯
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
実
効
を
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
出
て
く
る
明
石
入
道
は
、
た
ま
た
ま
配
流
さ
れ
て
き
た
光
源
氏
を
手
厚
く
庇
護
し
、
そ
の
娘
を
嫁
が
せ
、
や
が
て
そ

の
縁
に
よ
っ
て
都
で
の
立
身
を
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
入
道
も
都
に
志
を
断
っ
て
明
石
に
下
っ
た
者
で
あ
る
。
し
か
し
物
語

の
上
で
は
あ
る
が
、
そ
の
私
財
は
ぎ
わ
め
て
豊
か
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
時
代
の
一
面
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
地
方
の
自
衛
策
　
武
士
の
発
生
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
る
。
そ
れ
は
朝
廷
が
軍
事
力
を
も
た
な
く
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
も
り

た
こ
と
で
あ
る
。
令
の
制
度
は
宮
廷
を
中
心
と
す
る
六
衛
府
を
は
じ
め
、
諸
国
の
軍
団
や
防
人
等
、
兵
制
に
関
す
る
規
定
を
も
っ
て
い
　
ー



た
。
し
か
し
天
智
朝
以
後
は
外
部
か
ら
の
敵
の
侵
入
を
顧
慮
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
し
、
国
内
に
も
大
規
模
な
兵
力
を
用
い
る
事
件
は

な
か
っ
た
。
前
に
記
し
た
多
く
の
変
乱
に
使
用
さ
れ
た
兵
力
も
、
わ
ず
か
百
数
十
か
ら
、
五
、
六
〇
の
衛
府
の
役
人
で
あ
っ
た
。
必
要
の

な
い
と
こ
ろ
、
そ
の
制
度
が
す
た
れ
て
い
っ
た
と
も
い
え
よ
う
が
、
国
家
財
政
の
窮
乏
も
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
。
し
か
も
地
方
政
治
を
か

え
り
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た
貴
族
政
治
の
結
果
、
中
央
の
威
令
が
地
方
に
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
最
大
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
中
央
、
地
方
を
問
わ
ず
、
治
安
を
乱
す
よ
う
な
事
件
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
代
が
下
る
と
と
も
に
そ
れ
は
増

加
し
、
藤
原
氏
全
盛
の
時
代
に
も
、
都
の
中
は
も
と
よ
り
、
宮
廷
内
部
に
ま
で
盗
賊
が
横
行
す
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
砺
朝

媚
の
官
と
し
て
響
灘
が
票
れ
・
地
方
に
籍
艇
嘩
そ
う
し
て
事
件
発
生
の
芝
鍮
響
が
派
遣
さ
れ
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ

た
。　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
も
の
も
、
決
し
て
地
方
の
治
安
を
維
持
す
る
に
は
万
全
な
も
の
で
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
平
専
門
の
乱
が
都
に
報

ぜ
ら
れ
た
時
、
よ
う
や
く
朝
廷
が
鎮
撫
の
た
め
、
藤
原
忠
文
を
征
東
大
将
軍
に
任
命
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
ニ
ヵ
月
後
で
、
忠
文
が
節
刀

を
授
け
ら
れ
て
都
を
出
発
し
た
の
は
、
将
門
が
敗
北
す
る
六
日
前
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
対
応
は
ぎ
わ
め
て
緩
慢
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
将
門
の
乱
と
い
う
も
の
が
、
朝
廷
の
派
遣
し
た
征
東
大
将
軍
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
将
門
と
同
じ
地
方
豪
族
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
で
さ
と

る
、
平
釘
盛
や
藤
原
秀
郷
ら
の
武
力
に
よ
っ
て
平
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
地
方
に
お
け
る
治
安
の
乱
れ
や
、
所
領
を
め

ぐ
る
勢
力
争
い
に
備
え
て
、
地
方
豪
族
が
そ
れ
ぞ
れ
武
器
を
蓄
え
、
か
ね
て
か
ら
隷
属
す
る
部
下
に
武
技
を
習
わ
せ
、
自
衛
の
策
を
講
じ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
新
し
い
秩
序
の
形
成
　
こ
の
よ
う
な
武
力
集
団
は
、
地
方
に
下
っ
た
貴
種
の
国
守
や
前
国
守
と
郡
司
、
そ
の
郡
司
と
地
方
豪
族
、
そ
う

し
て
そ
の
豪
族
と
か
つ
て
の
流
民
と
い
う
よ
う
に
、
い
く
つ
も
の
階
層
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
関
係
が
そ
れ
ぞ
れ
に
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生
活
の
保
証
を
軸
と
し
、
「
定
の
土
地
の
上
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
団
結
は
強
固
で
、
ま
た
多
く
は
歴
史
的
な
主
従

関
係
に
も
発
展
し
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
集
団
と
そ
の
行
動
に
は
不
法
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
私
的
に
武
力
を
養
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
紛
争
を
処
理
し
よ
う

と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
中
央
貴
族
の
怠
慢
に
よ
っ
て
、
地
方
政
治
が
か
え
り
み
ら
れ
ず
、
度
々
の
騒
擾
事
件
に
際
し

て
も
、
中
央
か
ら
の
救
済
も
補
償
も
期
待
し
得
な
い
場
合
、
自
か
ら
が
自
衛
の
策
を
講
じ
、
自
か
ら
の
力
で
失
わ
れ
た
秩
序
を
立
て
直
そ

う
と
す
る
の
は
、
人
間
の
営
み
と
し
て
自
然
の
成
行
で
あ
っ
た
。

　
東
国
の
特
殊
性
　
こ
の
よ
う
な
武
力
集
団
は
東
国
に
多
く
発
生
し
た
。
そ
れ
は
東
国
が
都
以
西
の
地
と
ち
が
っ
て
開
発
が
お
く
れ
、
法

的
に
も
中
央
の
眼
の
と
ど
か
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
開
発
が
お
く
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
に
お
い
て
は
新
田
開
発

の
余
地
が
あ
り
、
権
勢
あ
る
者
の
私
財
増
殖
に
便
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
流
民
が
集
り
、
法
の

眼
が
と
ど
か
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
流
民
に
も
都
合
が
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
東
国
の
地
形
は
弓
馬
の
道
と
い
わ
れ
た
、
武
士
と
し
て
の
修
練
を
行
な
う
の
に
都
合
が
よ
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
の
土
地
は
蝦
夷
の

住
地
と
境
を
接
し
、
し
ば
し
ば
そ
の
討
伐
に
際
し
て
徴
発
さ
れ
た
者
が
多
く
、
昔
か
ら
武
事
に
習
熟
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
関
係
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
武
士
は
こ
の
よ
う
に
令
制
の
欠
陥
と
政
治
の
矛
盾
と
か
ら
、
自
然
的
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
当
時
の
秩
序
に
反
し
た
不

法
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
印
象
が
こ
い
。
し
か
し
そ
の
武
士
に
よ
っ
て
、
少
く
と
も
地
方
の
民
衆
は
そ
の
生
活
を
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き

た
し
、
政
府
と
い
え
ど
、
地
方
の
騒
乱
が
自
か
ら
は
手
を
下
さ
な
い
で
も
、
地
方
の
対
立
す
る
勢
力
に
よ
っ
て
地
方
内
部
で
解
決
さ
れ
た

か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
を
維
持
で
き
た
し
、
地
方
か
ら
の
貢
租
の
徴
集
も
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
集
団
の
力
や
、
彼
ら
が
形
づ
く
っ
た
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新
し
い
秩
序
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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日
本
中
世
史
の
特
色
　
や
が
て
は
こ
の
よ
う
な
武
士
が
政
権
を
獲
得
し
、
政
治
や
文
化
の
中
心
も
都
を
離
れ
て
東
国
に
移
り
、
社
会
の

構
成
に
も
大
き
な
変
化
が
生
ず
る
。
い
わ
ゆ
る
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
行
と
い
う
歴
史
的
大
転
換
で
あ
る
。

　
歴
史
上
の
大
転
換
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
外
部
的
要
因
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
場
合
が
多
い
。
古
代
に
お
け
る
中
央
集
権
制
の
樹

立
や
、
律
令
制
の
模
倣
等
は
、
す
べ
て
ア
ジ
ア
大
陸
や
そ
れ
に
連
な
る
朝
鮮
半
島
内
部
の
政
治
情
勢
が
、
日
本
に
も
た
ら
し
た
国
家
的
緊

張
の
所
産
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
九
世
紀
末
に
遣
唐
使
を
廃
止
し
て
以
来
、
わ
が
国
は
海
外
か
ら
新
し
い
文
化
を
摂
取
す
る
こ
と
も
な
く
、
他
国
と
の
外
交
関
係

が
国
家
の
存
亡
に
関
す
る
事
態
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
古
代
か
ら
中
世
へ
と
い
う
、
わ
が
国
に
お
け
る
歴

史
的
推
移
は
、
全
く
自
生
的
に
国
内
に
お
い
て
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
す
で
に
何
度
も
く
り
返
し
た
よ
う
に
、
外

国
の
制
度
に
倣
っ
た
律
令
の
制
度
が
次
第
に
行
な
わ
れ
な
く
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
欠
陥
か
ら
生
れ
た
新
し
い
勢
力
や
新
し
い
秩
序
が
成

立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
長
い
間
の
平
和
の
た
め
に
、
政
治
を
閑
却
し
、
こ
と
に
地
方
政
治
を
か
え

り
み
な
か
っ
た
、
宮
廷
貴
族
の
怠
慢
に
よ
っ
て
も
助
長
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
権
力
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
外
国
の
制
度
を
、
日
本

入
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
そ
の
矛
盾
を
矯
正
し
、
つ
い
に
日
本
に
伝
統
的
な
秩
序
と
体
制
と
を
回
復
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
、
と
。

　
旺
盛
な
生
活
欲
の
現
わ
れ
　
た
し
か
に
口
分
田
を
放
棄
し
て
権
家
の
庇
護
を
受
け
、
新
田
開
発
の
労
働
力
と
な
っ
た
老
も
、
ま
た
武
器

を
携
え
て
自
衛
の
た
め
に
立
上
っ
た
者
も
、
そ
う
し
て
頼
む
べ
き
者
を
主
と
仰
い
で
主
従
関
係
を
結
び
、
自
家
の
存
続
の
保
証
と
し
た
者

も
、
す
べ
て
は
人
間
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
生
活
欲
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
そ
の
強
い
生
活
欲
が
、
い
わ
ば
借
り
も
の
の
体
制
を
再
構
成
し



て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
き
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
福
田
豊
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
心
門
の
か
つ
て
の
根
拠
地
内
に
は
牧
や
た
た
ら
に
よ
る
製
鉄
の
跡
が
多
い
と
い
う
。
（
『
平
将
士
の
乱
』
岩
波
新

書
）
そ
れ
は
軍
事
用
の
馬
の
飼
育
や
武
器
の
生
産
と
も
関
係
が
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
農
耕
に
お
け
る
牛
馬
の
使
用
、
鉄

製
農
具
の
使
用
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
農
民
は
種
々
な
栓
楷
の
下
で
、
い
ろ
い
ろ
に
工
夫
し
、
努
力
し
て
、
絶
え
ず
そ
の
生
産
を

増
大
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
平
将
門
は
そ
う
い
う
地
方
農
民
の
後
楯
と
し
て
、
国
司
の
圧
制
や
近
隣
と
の
争
い
の
中
か
ら
、
新
し
い
秩

序
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
者
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
今
日
も
残
る
将
門
伝
説
に
ま
つ
わ
る
、
民
衆
の
将
門
に
よ
せ
る
心
情
は
、
そ
の
よ
う

に
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
　
武
士
の
階
級

武士の発生とその台頭

　
貴
族
に
隷
従
す
る
武
士
　
武
士
が
発
生
し
、
や
が
て
地
方
的
勢
力
と
は
な
っ
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
日
本
の
政
治
を
動
か
す
力
と
は
な

り
得
な
い
。
武
士
が
貴
族
に
隷
従
す
る
下
級
な
従
者
と
し
て
出
現
し
て
か
ら
、
武
家
政
権
の
樹
立
ま
で
は
三
〇
〇
年
を
要
し
た
。
最
初
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ま
つ

武
士
は
先
に
も
記
し
た
が
、
　
「
さ
む
ら
い
」
と
称
し
て
貴
族
の
従
者
で
あ
っ
た
。
夜
間
の
貴
族
の
外
出
に
際
し
て
は
、
松
明
を
持
っ
て
主

人
に
先
行
し
、
炉
心
に
立
っ
て
警
護
の
役
目
を
も
果
し
た
。
貴
族
の
酒
宴
に
興
を
そ
え
る
た
め
、
裸
に
な
っ
て
庭
上
で
踊
っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。

　
そ
れ
で
も
地
方
豪
族
の
子
弟
の
中
に
は
、
上
京
し
て
貴
族
の
家
に
奉
公
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な

経
歴
が
帰
郷
後
重
く
見
ら
れ
、
そ
れ
な
り
の
効
用
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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平
将
門
も
、
そ
う
し
て
こ
れ
を
討
っ
た
平
起
盛
も
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
青
年
時
代
に
は
都
に
出
た
。
正
門
は
関
白
忠
平
に
仕
え
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
功
に
よ
っ
て
軽
微
な
官
で
も
与
え
ら
れ
れ
ば
、
彼
ら
は
錦
を
着
て
故
郷
に
帰
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
蜂
起
後
の
将
門
は
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
種
々
の
事
情
を
書
き
連
ね
、
旧
主
人
忠
平
の
了
承
を
求
め
た
と
い
う
。
た
と
え
そ
の
文
章

の
真
面
は
お
く
と
し
て
も
、
地
方
武
士
と
中
央
貴
族
と
の
関
係
を
よ
く
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
玉
門
の
反
乱
と
い
う
も
の
の

性
格
に
つ
い
て
も
考
え
直
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　
地
方
勢
力
と
し
て
の
武
士
　
こ
れ
を
武
士
の
貴
族
隷
従
の
時
代
と
い
え
ば
、
次
は
地
方
勢
力
と
し
て
の
武
士
拾
頭
の
時
代
で
、
ほ
ぼ
一

〇
世
紀
の
始
め
か
ら
、
…
一
世
紀
の
始
め
に
い
た
る
、
一
〇
〇
年
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
将
門
の
乱
の
経
過
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

国
守
と
郡
司
と
の
紛
争
や
、
地
方
豪
族
同
士
の
争
い
に
介
入
し
て
将
門
が
調
停
を
試
み
て
い
る
。
そ
う
し
て
時
に
は
武
力
の
行
使
と
な
る

が
、
地
方
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
に
努
め
る
だ
け
の
、
勢
力
を
も
つ
に
い
た
っ
た
武
士
の
時
代
で
あ
る
。
そ
う
し
て
将
門
が
中
央
の
命
令

に
従
わ
な
く
な
っ
た
段
階
で
、
こ
れ
を
討
っ
た
の
は
同
じ
地
方
出
身
で
あ
る
富
盛
や
秀
郷
で
あ
る
。
つ
ま
り
地
方
に
お
い
て
問
題
を
起
す

の
が
武
士
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
鎮
静
に
導
く
の
も
武
士
と
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。

　
貴
族
の
爪
牙
と
し
て
の
武
士
　
第
三
は
武
士
の
有
す
る
武
力
を
貴
族
が
認
識
し
、
諸
国
の
変
乱
の
鎮
圧
に
そ
れ
を
利
用
す
る
よ
う
に
な

る
、
い
わ
ば
貴
族
の
爪
牙
と
し
て
の
武
士
の
時
代
で
あ
る
。
ほ
ぼ
一
一
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
、
一
二
世
紀
の
中
ご
ろ
に
い
た
る
、
約
一
〇

〇
年
間
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

　
そ
の
最
も
よ
い
例
は
前
九
年
の
役
に
お
け
る
源
頼
義
、
義
家
父
子
の
活
躍
で
あ
る
。
頼
義
は
先
に
も
読
者
に
注
意
を
う
な
が
し
て
お
い

　
　
み
つ
な
か

た
源
経
書
の
孫
に
当
た
る
。
満
面
の
父
経
基
は
早
く
か
ら
地
方
官
に
な
っ
て
都
を
離
れ
て
い
た
の
で
、
賜
姓
の
源
氏
で
は
あ
っ
た
が
昇
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
あ
び
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん
な

は
お
そ
か
っ
た
。
将
門
の
蜂
起
を
い
ち
早
く
都
に
報
じ
九
の
が
経
基
で
あ
れ
ば
、
そ
の
分
籍
仲
は
、
源
高
明
を
密
告
し
、
安
和
の
変
の
原



武士の発生とその台頭

因
を
作
っ
て
い
る
。
見
方
に
よ
っ
て
は
中
央
権
力
な
い
し
藤
原
氏
に
こ
び
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
身
の
機
会
を
つ
か
ん
だ
人
々
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
当
時
の
武
士
と
貴
族
と
の
関
係
を
示
す
例
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
満
仲
の
子
頼
信
は
一
一
世
紀
の
始
め
、
上
総
地
方
で
反
乱
を
起
こ
し
た
平
忠
常
の
平
定
に
功
が
あ
っ
て
、
頼
義
は
そ
の
子
で
あ
る
が
、

陸
奥
地
方
に
お
け
る
安
倍
氏
の
反
乱
の
討
伐
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
頼
義
は
陸
奥
守
兼
鎮
守
府
将
軍
と
し
て
、
そ
の
信
義
家
と
と
も
に
前
後
九

年
に
わ
た
っ
て
悪
戦
苦
闘
し
、
つ
い
に
そ
れ
に
成
功
し
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
後
に
鎌
倉
幕
府
を
創
設
す
る
源
頼
朝
は
、
こ
の
頼
義
、

義
家
の
子
孫
で
あ
り
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
満
面
、
経
基
の
子
孫
で
も
あ
る
。
そ
の
祖
先
に
は
、
こ
の
よ
う
に
か
つ
て
は
藤
原
氏
に
お
も
ね

り
、
或
る
時
は
そ
の
爪
牙
と
な
っ
て
活
躍
す
る
、
長
い
雌
伏
の
時
代
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
武
士
は
貴
族
の
爪
牙
と
な
り
、
そ
の
命
ず
る
ま
ま
に
地
方
に
お
い
て
武
力
を
発
揮
し
、
成
果
を
あ
げ
た
が
、
都
に
還
れ
ば
、
彼
等

の
貴
族
の
間
に
お
け
る
地
位
は
低
く
、
む
し
ろ
軽
蔑
の
眼
を
も
っ
て
み
ら
れ
て
い
た
。
義
家
の
ご
と
ぎ
も
、
天
皇
や
上
皇
の
行
列
の
後
に

従
が
っ
て
警
護
の
役
を
果
す
の
が
、
都
で
の
役
割
で
あ
っ
た
。

　
貴
族
に
対
抗
す
る
武
士
　
荘
家
は
前
九
年
の
役
に
続
い
て
、
出
羽
の
清
原
氏
と
前
後
三
年
に
わ
た
っ
て
戦
っ
た
が
、
朝
廷
は
こ
れ
を
私

闘
と
し
て
、
彼
に
恩
賞
を
与
え
な
か
っ
た
。
義
家
は
私
財
を
も
っ
て
部
下
の
将
士
に
恩
賞
を
与
え
た
と
い
う
。
養
家
の
こ
の
よ
う
な
行
為

は
東
国
の
武
士
と
源
氏
と
を
固
く
結
び
つ
け
、
東
国
が
源
氏
の
地
盤
と
な
る
補
い
を
築
い
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
。

　
し
か
し
私
財
を
も
っ
て
全
軍
の
将
士
に
恩
賞
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
た
、
義
家
の
経
済
力
の
大
き
さ
も
考
え
て
み
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
そ
の
父
頼
義
は
前
九
年
の
役
に
従
軍
中
、
陸
奥
守
か
ら
伊
予
守
に
転
任
さ
せ
ら
れ
た
が
、
戦
い
の
た
め
赴
任
で

ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
伊
予
か
ら
の
貢
納
を
入
手
で
ぎ
な
か
っ
た
貴
族
は
、
頼
義
の
怠
慢
を
責
め
た
。
頼
義
は
そ
れ
ら
貴
族
へ
の
貢
納

を
私
財
を
も
っ
て
償
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
父
子
の
征
戦
が
単
な
る
貴
族
の
爪
牙
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
　
一
方
に
お
い
て
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は
、
自
家
の
た
め
に
経
済
的
地
盤
を
着
々
と
築
い
て
い
っ
た
一
面
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
朝
廷
が
恩
賞
を
与
え
な
か
っ
た
の
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
避

の
よ
う
な
彼
ら
の
経
済
力
を
考
慮
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
地
方
に
お
け
る
義
家
の
信
望
は
、
そ
れ
が
都
に
お
け
る
摂
関
家
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族
に
代
る
新
勢
力
と
し
て
、
こ
れ
を
領
家
、
本
所

と
仰
ぎ
、
そ
の
所
領
を
寄
進
す
る
者
が
相
つ
い
で
現
わ
れ
る
と
い
う
現
象
を
生
ん
だ
。

　
武
士
の
土
地
掌
握
　
こ
れ
よ
り
先
、
地
方
豪
族
の
中
に
は
、
自
か
ら
開
発
し
た
新
田
を
中
央
の
権
門
勢
家
や
、
有
力
社
寺
に
寄
進
し
、

自
か
ら
は
そ
の
管
理
者
と
な
り
、
寄
進
先
の
領
家
や
本
所
の
勢
威
を
笠
に
、
地
方
に
お
い
て
権
力
を
行
使
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
経
済
的

地
盤
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
者
が
多
か
っ
た
。
す
で
に
不
輸
の
特
権
を
も
つ
多
く
の
荘
園
を
所
有
す
る
権
門
勢
家
や
社
寺
は
、
新
た
に
寄

進
さ
れ
た
田
に
も
そ
の
特
権
が
及
ぶ
と
考
え
、
官
も
こ
れ
を
認
め
て
い
た
。
地
方
か
ら
摂
関
家
な
ど
へ
、
土
地
の
寄
進
が
相
つ
い
だ
の
は

こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
う
か
い

　
寄
進
老
が
不
輸
の
恩
典
に
あ
ず
か
る
た
め
に
は
、
そ
の
本
所
、
領
家
が
、
太
政
官
や
民
部
省
の
容
啄
を
許
さ
ぬ
よ
う
な
権
威
あ
る
者
で

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
今
や
武
士
の
棟
梁
で
あ
る
義
家
に
対
し
て
土
地
の
寄
進
が
相
つ
い
だ
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
そ
の
武
力
と

そ
の
集
団
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
の
勢
望
を
身
に
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
す
で
に
そ
の
勢
威
が
一
流
貴
族
と

肩
を
並
べ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
、
朝
廷
が
諸
国
百
姓
の
義
家
に
対
す
る
田
畠
の
寄
進
を
禁
止
し
た
の
は
、
武
士
出
身
の
義
家
が
、
貴
族
と
並

ん
で
本
所
、
領
家
化
す
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
い
う
、
貴
族
の
恐
怖
と
嫉
視
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
院
政
に
乗
ず
る
武
士
　
後
に
白
河
上
皇
が
義
家
の
武
勇
と
実
力
と
を
認
め
、
院
の
昇
殿
を
許
し
た
時
、
貴
族
の
間
に
は
こ
れ
を
喜
ば
ぬ

風
が
あ
っ
た
と
い
う
。
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平
清
盛
の
父
忠
盛
は
義
家
よ
り
ず
っ
と
お
く
れ
て
で
あ
る
が
、
鳥
羽
上
皇
か
ら
内
の
昇
殿
を
許
さ
れ
た
。
こ
れ
は
備
前
守
で
あ
っ
た
忠

盛
が
、
上
皇
の
た
め
に
得
長
寿
院
を
建
立
し
て
献
上
し
た
の
で
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
『
平
家
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

を
喜
ば
ぬ
廷
臣
は
忠
盛
の
闇
討
ち
を
計
画
し
た
。
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
知
っ
た
部
下
が
武
装
し
て
警
護
し
た
の
で
、
闇
討
ち
は
未
然
に
終
っ

た
。
し
か
し
そ
の
後
忠
盛
が
上
皇
の
前
で
舞
い
を
舞
っ
た
時
、
並
居
る
廷
臣
は
拍
子
を
か
え
て
「
伊
勢
の
平
氏
は
す
が
め
な
り
」
と
、
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い
し

盛
を
や
ゆ
し
た
。
伊
勢
出
身
の
平
氏
た
る
忠
盛
が
斜
視
（
す
が
眼
）
で
あ
っ
た
の
と
、
伊
勢
産
の
瓶
子
が
酢
壷
（
す
が
め
）
で
あ
っ
た
の

と
を
か
け
て
嘲
笑
し
た
の
で
あ
る
。

　
上
皇
に
犬
馬
の
労
を
つ
く
す
か
、
上
皇
の
歓
心
を
得
る
た
め
に
高
価
な
寄
進
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
貴
族
間
に
地
位
を
与

え
ら
れ
た
武
士
が
、
　
一
般
貴
族
か
ら
は
、
い
か
に
さ
げ
す
ま
れ
て
い
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
義
家
と
い
い
、
忠
盛
と
い
い
、
い
ず
れ
も
上
皇
の
推
挽
に
よ
る
昇
殿
で
あ
る
が
、
当
時
創
始
さ
れ
た
院
政
と
武
士
と
は
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
武
士
は
こ
の
院
政
と
の
関
連
で
、
中
央
に
お
け
る
皇
位
の
継
承
や
、
政
権
を
め
ぐ
る
争
覇
戦
に
、

そ
れ
ぞ
れ
一
翼
を
担
い
、
や
が
て
自
か
ら
の
覇
権
を
確
立
し
て
い
く
。

　
第
四
の
時
代
は
、
保
元
の
乱
の
前
後
か
ら
平
治
の
乱
を
へ
て
、
や
が
て
鎌
倉
幕
府
の
創
設
に
い
た
る
、
一
二
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
、
そ

の
末
期
に
い
た
る
約
五
〇
年
の
間
で
あ
る
。
武
士
が
そ
の
よ
う
な
機
会
を
つ
か
む
場
と
し
て
の
、
院
政
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
、
ま
ず
そ
れ
か
ら
述
べ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
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白
河
上
皇
の
恣
意
　
譲
位
さ
れ
た
天
皇
が
、
次
の
天
皇
の
後
見
と
い
う
名
目
で
政
務
を
執
る
と
い
う
院
政
は
、
一
一
世
紀
末
の
白
河
上

皇
に
始
ま
る
。
そ
の
前
に
、
白
河
に
皇
位
を
譲
っ
た
後
三
条
が
、
上
皇
と
し
て
院
政
を
と
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
。

そ
れ
は
後
三
条
が
藤
原
氏
を
外
戚
と
し
な
い
、
宇
多
、
醍
醐
両
天
皇
以
来
の
め
ず
ら
し
い
天
皇
で
、
そ
の
在
位
中
、
藤
原
氏
に
拘
束
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
か
な
り
自
由
に
新
し
い
政
策
を
実
施
し
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
記
録
荘
園
券
契
所
（
略
し
て
記
録
所
と
い
う
）
を
新

設
し
、
荘
園
の
成
立
に
必
要
な
書
類
を
審
査
し
て
、
新
立
の
荘
園
を
禁
止
す
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
り
、
摂
関
家
の
荘
園
も
例
外
で
は
な
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
藤
原
氏
勢
力
の
牽
制
と
、
摂
関
を
置
か
な
い
天
皇
の
親
政
を
継
続
す
る
た
め
、
在
位
四
年
で
白
河
天
皇
に
譲
位
し
た

　
　
　
　
　
お
り
い
　
　
　
み
か
ど

が
、
本
来
は
降
居
の
帝
と
し
て
院
政
を
行
な
お
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
病
の
た
め
に
間
も
な
く
亡
く
な
り
、
そ
の
志
を
果
さ
な

か
っ
た
と
い
う
。

　
た
し
か
に
後
三
条
が
そ
の
第
三
皇
子
輔
仁
親
王
を
白
河
天
皇
の
東
宮
と
し
、
そ
の
即
位
を
強
く
望
ん
だ
の
は
、
藤
原
氏
が
さ
ぎ
ざ
き
外

戚
の
地
位
を
得
る
こ
と
を
防
止
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
院
政
そ
の
も
の
を
創
始
さ
れ
る
考
え
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

そ
の
譲
位
も
病
気
が
原
因
で
、
譲
位
直
後
の
そ
の
死
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
白
河
上
皇
の
院
政
創
始
も
、
そ
れ
が
父
帝
の
遺
志
の
継
承
と
か
、
藤
原
氏
の
政
治
勢
力
削
減
の
た
め
と
見
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
白
河

は
父
後
三
条
の
希
望
に
反
し
、
そ
の
弟
に
あ
た
る
輔
仁
親
王
の
即
位
を
妨
害
し
、
自
か
ら
の
子
孫
を
皇
位
に
就
か
せ
る
こ
と
が
、
そ
の
院

政
創
始
の
目
的
で
あ
っ
た
と
い
う
ρ
堀
河
天
皇
の
即
位
が
八
才
、
鳥
羽
、
崇
徳
両
天
皇
の
即
位
が
と
も
に
五
才
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
天
皇
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が
い
ず
れ
も
幼
帝
で
、
し
か
も
、
然
る
べ
き
外
戚
が
無
か
っ
た
の
で
、
上
皇
の
院
政
が
必
要
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
白
河
の
真

の
目
的
は
、
そ
の
子
孫
を
次
々
と
皇
位
に
つ
け
る
た
め
、
若
く
し
て
譲
位
さ
せ
、
幼
く
し
て
即
位
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
く
り
返
し
た
。

そ
う
し
て
そ
の
た
め
上
皇
と
し
て
院
政
を
と
り
、
そ
の
権
を
専
ら
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
の
ち
ょ
う
　
　
い
ん
の
く
ろ
う
ど
ど
こ
ろ

　
政
治
史
上
の
院
政
　
事
実
、
院
政
の
結
果
、
上
皇
を
中
心
と
す
る
院
庁
や
院
蔵
人
所
に
集
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
院
の
近
臣
の
勢
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
ぜ
ん
　
　
い
ん
の
ち
ょ
う
く
だ
し
ぶ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
じ

は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
廷
臣
の
そ
れ
を
上
廻
り
、
上
皇
の
発
す
る
院
宣
や
瓦
葺
下
文
は
、
天
皇
の
宣
旨
や
太
政
官
符
よ
り
も
権
威

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
結
果
的
に
藤
原
摂
関
家
の
権
力
を
失
墜
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
な
っ
た
の
は
結
果
で
あ

っ
て
、
藤
原
氏
の
権
力
の
削
減
を
目
的
に
院
政
を
行
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
事
実
、
院
政
下
に
お
い
て
も
、
院
と
摂
関
家
と
の
協
調
は
保

た
れ
、
両
者
の
姻
戚
関
係
は
継
続
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
院
政
は
偶
然
の
事
情
と
白
河
上
皇
の
恣
意
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
が
、
や
が
て
そ
れ
は
慣
例
と
な
り
、
そ
の
後
長
く
行
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
退
位
後
の
上
皇
が
政
務
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
が
自
か
ら
政
務
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
点
で

は
、
摂
関
政
治
の
継
続
で
あ
っ
た
。
ま
た
が
っ
て
聖
徳
太
子
や
中
大
兄
皇
子
が
、
天
皇
に
代
っ
て
実
際
の
政
務
を
と
ら
れ
た
の
と
も
同
様

で
、
た
だ
そ
れ
は
天
皇
が
女
帝
で
あ
り
、
院
政
の
場
合
は
幼
帝
で
あ
っ
た
と
い
う
相
違
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
院
政
も
ま
た
、
天
皇
不

親
政
と
い
う
伝
統
の
下
に
、
藤
原
氏
出
身
の
外
戚
の
欠
如
と
い
う
、
た
ま
た
ま
の
事
情
の
下
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
院
政
の
問
題
点
　
し
か
し
こ
の
院
政
に
も
少
か
ら
ぬ
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
天
皇
が
成
長
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
、
天
皇
と
上
皇
と

の
関
係
、
お
よ
び
院
政
を
と
る
上
皇
と
そ
う
で
な
い
上
皇
と
の
関
係
に
お
い
て
、
時
に
生
ず
る
不
協
和
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
院

政
を
支
え
る
、
い
わ
ゆ
る
院
の
近
臣
と
い
わ
れ
る
老
の
階
層
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
上
皇
の
周
囲
に
蝟
集
し
た
者
は
、
宮
廷
に
お

い
て
志
を
得
な
い
中
小
の
貴
族
で
あ
り
、
藤
原
氏
出
身
者
で
も
多
く
は
そ
の
傍
流
に
属
す
る
者
で
あ
っ
た
。
武
士
も
僧
侶
も
、
と
も
か
く

185



院
の
勢
力
に
頼
っ
て
何
事
か
を
な
し
、
栄
達
の
途
を
見
出
そ
う
と
す
る
老
が
多
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ょ
う
こ
う

　
そ
の
点
白
河
上
皇
は
、
む
し
ろ
彼
等
の
そ
の
よ
う
な
底
意
を
利
用
し
て
院
財
政
の
基
礎
を
確
立
増
大
し
た
。
成
功
と
い
う
の
が
そ
れ
で

あ
り
、
荘
園
の
寄
進
や
金
品
の
奉
献
の
代
償
と
し
て
、
そ
の
官
位
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
記
し
た
義
家
や
忠
盛
の
昇
殿
も
そ
れ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
も
く

あ
っ
た
。
そ
の
点
白
河
は
叙
位
除
目
を
か
な
り
放
恣
に
行
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
く
め
ん

　
ま
た
彼
は
院
の
北
側
に
武
士
を
駐
在
さ
せ
、
院
の
警
護
に
当
ら
せ
る
武
力
を
蓄
え
た
。
後
に
は
こ
れ
を
北
面
と
い
う
。
何
故
そ
れ
を
必

要
と
し
た
か
と
い
う
と
、
父
帝
の
遺
志
に
反
し
、
弟
輔
仁
親
王
を
東
宮
に
就
け
な
か
っ
た
と
い
う
不
当
の
処
置
に
対
す
る
、
仁
和
寺
を
本

拠
と
す
る
親
王
側
勢
力
の
反
撃
に
備
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
当
時
大
き
な
勢
力
を
も
っ
て
し
ぼ
し
ば
強
訴
と
い
う
強
硬
手
段

に
出
た
、
社
寺
の
僧
兵
の
攻
撃
に
備
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
い
ず
れ
の
場
合
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
武
力
を
提
供
す
る
者

が
、
新
興
の
武
士
集
団
以
外
に
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
て
ま
た
そ
れ
ら
武
士
集
団
が
機
会
を
捉
え
て
院
の
勢
力
に
結
び
つ
こ
う

と
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
上
皇
の
私
兵
と
も
い
う
べ
き
北
面
の
勢
力
が
増
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
院
政
期
の
文
化
的
特
色
　
と
も
か
く
白
河
上
皇
に
は
じ
ま
る
院
政
は
、
鳥
羽
、
後
白
河
の
二
上
皇
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
武
家
政
権
が

成
立
す
る
ま
で
、
平
安
時
代
の
末
期
の
百
年
間
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
。
も
ち
ろ
ん
院
政
は
そ
の
後
も
継
続
す
る
が
、
平
安
時
代
の
最
終

期
に
当
る
こ
の
院
政
期
は
、
実
に
平
安
遷
都
以
後
三
〇
〇
年
、
藤
原
氏
の
全
盛
時
代
で
あ
る
延
喜
天
暦
の
時
代
か
ら
三
四
、
五
十
年
の
後

に
出
現
し
た
。
そ
う
し
て
こ
の
院
政
期
百
年
は
華
や
か
で
あ
っ
た
、
か
つ
て
の
王
朝
時
代
を
再
現
し
た
も
の
で
、
燃
え
つ
き
よ
う
と
す
る

灯
火
が
、
最
後
に
そ
の
光
輝
を
ま
す
の
に
も
似
て
い
た
。

　
朝
廷
中
心
の
時
代
と
ち
が
っ
て
、
院
の
財
政
は
放
恣
で
は
あ
っ
た
が
豊
か
で
あ
っ
た
。
院
が
新
た
に
得
た
そ
の
よ
う
な
権
勢
は
、
衰
え

て
ぎ
允
も
の
を
旧
に
戻
そ
う
と
す
る
、
一
種
の
復
古
主
義
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
朝
儀
の
中
の
大
嘗
会
を
は
じ
め
と
す
る
、
数
々
の
も
の
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が
復
活
さ
れ
た
。
焼
亡
し
た
皇
居
は
内
裏
も
大
極
殿
も
、
故
実
に
則
っ
て
旧
の
よ
う
に
再
建
さ
れ
た
。
歌
集
の
勅
選
も
歌
会
も
復
活
さ
れ

た
（
金
葉
和
歌
集
、
詞
花
和
歌
集
な
ど
が
そ
れ
）
。
そ
う
し
て
か
つ
て
は
朝
廷
の
手
を
離
れ
、
藤
原
氏
一
族
の
手
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
、

寺
院
の
建
立
が
今
や
院
の
手
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
と
に
寺
名
に
勝
の
字
を
用
い
た
、
法
勝
寺
を
は
じ
め
と
す
る
六

勝
寺
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
豪
壮
を
き
わ
め
、
こ
と
に
法
勝
寺
の
規
模
と
華
麗
さ
と
は
、
か
つ
て
の
法
成
寺
や
平
等
院
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
ぬ

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
そ
う
し
て
こ
の
時
代
の
特
色
は
、
こ
の
よ
う
な
中
央
に
お
け
る
文
化
の
風
尚
が
地
方
に
も
波
及
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
に
残
る
平

泉
の
中
尊
寺
や
毛
越
寺
の
遺
構
、
あ
る
い
は
白
水
の
阿
弥
陀
堂
や
豊
後
の
富
貴
寺
等
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
豪
族
の
手
に
よ
っ
て
建
立
さ

れ
、
都
と
変
ら
ぬ
高
度
の
文
化
が
地
方
に
お
い
て
も
花
を
開
か
せ
て
い
た
。

　
源
義
家
の
風
雅
　
地
方
文
化
と
関
連
し
て
、
当
時
の
武
士
の
教
養
に
つ
い
て
記
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
武
士
と
い
っ
て
も
地

方
に
お
い
て
の
自
衛
の
た
め
に
常
に
武
技
を
演
練
し
、
勢
力
争
い
に
そ
の
日
を
送
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
将
門
、
貞
盛
の
よ
う
に
都

へ
上
っ
て
そ
の
空
気
の
中
に
生
活
し
た
者
も
あ
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
荘
官
と
し
て
、
本
所
、
領
家
と
の
連
絡
の
た
め
度
々
上
京
の
機
会

を
持
っ
た
者
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
は
受
領
と
と
も
に
都
か
ら
下
っ
た
、
そ
の
家
族
や
一
族
の
手
を
へ
て
、
京
の
文
化
に
ふ
れ
る
機

会
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
武
士
の
首
領
と
仰
が
れ
る
者
の
中
に
は
、
進
ん
で
学
問
教
養
に
つ
と
め
た
者
も
い
た
。

　
源
義
家
は
前
九
年
の
役
か
ら
凱
旋
し
て
、
そ
の
体
験
談
を
語
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
傍
で
聞
い
て
い
た
者
が
、
「
武
勇
は
あ
る
が
、
惜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
ふ
さ

し
む
ら
く
は
兵
法
を
知
ら
な
い
」
と
評
さ
れ
、
こ
れ
を
恥
じ
て
当
時
の
大
学
者
大
江
匡
房
に
つ
い
て
兵
法
を
学
ん
だ
と
い
う
。

　
彼
が
後
三
年
の
役
に
お
い
て
、
飛
雲
の
乱
れ
る
の
を
見
て
、
伏
兵
の
あ
る
こ
と
を
予
言
し
た
と
い
う
話
は
、
こ
の
兵
法
学
習
の
成
果
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
が
鉦
鷲
関
で
詠
ん
だ
と
い
う
「
吹
く
風
を
な
こ
そ
の
関
と
思
へ
ど
も
道
も
せ
に
ち
る
山
桜
か
な
」
の
歌
も
、
彼
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が
風
雅
に
よ
せ
た
心
の
並
々
な
ら
ぬ
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て

　
前
九
年
の
役
で
、
義
家
の
た
め
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
安
倍
貞
任
が
、
逃
げ
な
が
ら
「
衣
の
館
は
ほ
こ
ろ
び
に
け
り
」
と
詠
じ
、
義
家
が

「
年
を
へ
し
糸
の
み
だ
れ
の
苦
し
さ
に
」
と
詠
じ
て
こ
れ
を
見
逃
し
た
と
い
う
逸
話
も
、
陸
奥
地
方
の
武
士
に
も
和
歌
の
心
得
の
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
初
期
武
士
の
教
養
　
貞
任
の
弟
宗
任
が
義
家
に
捕
え
ら
れ
て
都
に
上
っ
た
時
、
京
の
貴
族
は
こ
れ
を
か
ら
か
っ
て
、
宗
任
に
、
梅
の
花

を
示
し
て
そ
の
名
を
尋
ね
た
。
宗
任
は

　
　
わ
が
国
の
梅
の
花
と
は
見
た
れ
ど
も
大
宮
人
は
何
と
い
ふ
ら
ん

と
和
歌
を
も
っ
て
答
え
た
と
い
う
。

　
も
う
一
つ
、
母
家
が
後
三
年
の
役
で
苦
戦
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
、
弟
の
新
羅
三
郎
義
光
は
都
で
の
官
職
を
な
げ
う
っ
て
兄
の
救
援

に
赴
い
た
。
途
中
相
模
の
足
柄
山
ま
で
都
か
ら
追
い
か
け
て
来
た
豊
原
時
秋
（
笙
の
名
人
時
元
の
子
）
に
、
笙
の
秘
曲
を
伝
授
し
た
。
自

分
の
戦
死
に
よ
っ
て
秘
曲
の
断
絶
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
と
、
自
分
に
笙
の
骨
貝
を
伝
え
て
く
れ
た
、
師
の
時
元
に
報
い
る
た
め
で
あ
っ

た
。　

こ
こ
に
初
期
の
武
士
の
教
養
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
い
く
つ
か
挙
げ
た
が
、
初
め
て
武
士
の
棟
梁
と
仰
が
れ
た
義
家
に
は
、
こ
の
種
の

逸
話
が
非
常
に
多
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
後
世
に
附
加
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
義
々
が
武
士
と
し
て
き
わ

め
て
す
ぐ
れ
た
素
質
と
人
格
と
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
な
か
ろ
う
し
、
武
士
一
般
に
つ
い
て
も
、
そ
の
す
べ
て
が
無
知
文

盲
で
あ
っ
た
と
す
る
方
が
誤
り
で
あ
ろ
う
。

　
新
羅
三
郎
義
光
の
故
事
は
種
々
な
図
柄
に
も
な
り
、
筆
者
の
幼
時
に
は
見
慣
れ
た
も
の
で
あ
（
、
た
。
か
つ
て
津
田
左
右
吉
先
生
と
の
対
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談
中
、
初
期
の
武
士
の
教
養
に
話
が
及
ん
だ
時
、

し
い
。

先
生
が
最
初
に
持
出
さ
れ
た
の
が
、
右
の
義
光
の
例
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
今
は
な
つ
か


