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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
野
口
華
世
と
言
い
ま
す
。「
野
口
実
先
生
と
は
同
名
中
で
す
が
、
私
の
知
る
限

り
姻
戚
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
話
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、
先
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
野
口
実
先
生
と
は
二
十
年
ぐ

ら
い
の
お
付
き
合
い
が
あ
っ
て
、（
京
都
女
子
大
学
近
く
の
）
新
熊
野
、
新
日
吉
な
ど
も
先
生
と
一
緒
に
歩
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

も
と
も
と
自
己
紹
介
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
私
は
野
口
華
世
と
言
い
ま
し
て
、
東
国
、
群
馬
県
前
橋
市

か
ら
や
っ
て
き
ま
し
た
。
東
国
生
ま
れ
、
東
国
育
ち
で
、
菅
原
孝
標
女
の
よ
う
に
上
方
に
憧
れ
続
け
て
、
京
都
に
来
る
た
び
に
ウ
キ
ウ

キ
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
か
と
い
っ
て
、
東
国
か
ら
完
全
に
出
る
勇
気
も
な
く
、
今
日
も
少
し
勇
気
を
出
し
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。
野

口
実
先
生
も
で
す
が
、
曽
我
部
（
愛
）
さ
ん
や
、
今
日
い
ら
し
て
い
る
関
西
の
研
究
者
た
ち
と
も
、
学
会
を
通
じ
て
本
当
に
仲
よ
く
さ

せ
て
も
ら
っ
て
い
て
、
今
日
こ
の
よ
う
な
機
会
を
い
た
だ
き
本
当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

最
初
に
お
題
を
い
た
だ
い
た
と
き
、こ
れ
ま
で
牧
の
方
に
つ
い
て
は
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、「
北
条
政
子
」
と
聞
い
て
、「
え
？

宗
教
・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

北
条
政
子
と
牧
の
方　
─
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
─野

口

華

世
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私
で
す
か
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
曽
我
部
さ
ん
の
報
告
に
も
女
院
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
が
、私
は
普
段
「
女
の
院
」

と
書
く
「
女
院
」
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
今
日
出
て
き
ま
す
が
、
特
に
八
条
院
と
言
う
女
性
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
八
条
院
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、女
院
が
大
好
き
で
す
。
他
分
野
の
友
達
か
ら
、「
華
世
さ
ん
は
、女
院
さ
ま
の
研
究
を
し
て
る
ん
だ
よ
ね
」
と
言
っ

て
も
ら
え
る
ぐ
ら
い
女
院
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。

　

今
、「
八
条
院
」
と
言
い
ま
し
た
ら
、「
う
ん
う
ん
」
と
う
な
ず
い
て
く
れ
た
人
が
い
ま
し
た
。
八
条
院
は
ど
う
い
う
人
か
と
い
う
と
、

北
条
政
子
な
ど
よ
り
も
少
し
前
、
鳥
羽
院
が
死
ん
だ
こ
と
を
き
っ
か
け
に
保
元
の
乱
が
起
こ
り
ま
す
が
、
そ
の
鳥
羽
院
と
、
美
福
門
院

と
言
う
女
院
と
の
間
の
娘
が
八
条
院
で
す
［
系
図
1
］。

　

私
は
昨
日
京
都
に
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
新
幹
線
を
降
り
る
と
八
条
口
と
い
う
Ｊ
Ｒ
の
出
口
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
中
に
も
京
都

駅
を
使
う
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、八
条
口
の
中
央
案
内
所
に
、「
京
都
駅　

昔　

む
か
し　

八
条
院
お
よ
び
八
条
第
跡
」

と
書
い
て
あ
る
黒
い
看
板
が
あ
り
ま
す
。
私
は
八
条
院
と
い
う
女
院
号
に
ゆ
か
り
の
あ
る
八
条
口
に
い
つ
も
出
迎
え
ら
れ
る
の
で
、
う

れ
し
い
気
持
ち
で
京
都
に
来
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
な
の
で
、
私
は
、
研
究
と
し
て
北
条
政
子
は
「
は
じ
め
ま
し
て
」
な
の
で
、「
ち
ゃ
ん
と
話
せ
る
か
な
」
と
ど
き
ど
き
し
て
い

ま
す
。
昨
日
、
ホ
テ
ル
で
練
習
を
し
ま
し
た
が
、
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
日
も
し
ど
ろ
も
ど
ろ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
こ
ら
辺
は
温
か
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

今
回
、
関
東
と
京
都
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
話
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
曽
我
部
さ
ん
の
ご
著
書
を
読
む
と
、「
関
東
と
の
関
係

が
大
事
だ
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
私
は
東
国
の
人
な
の
に
京
都
の
女
院
の
話
ば
か
り
や
っ
て
い
た
の
で
、
改
め
て
今
回
は
関
東
の
こ

と
も
勉
強
し
て
、
京
都
と
関
東
は
非
常
に
関
わ
り
が
あ
る
と
思
わ
さ
れ
ま
し
た
。
な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
方
面
の
研
究
の
可
能
性
が
ま

だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
が
今
回
示
せ
る
と
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
面
白
そ
う
な
話
題
が
あ
れ
ば
、
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
研
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究
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
私
は
前
談
が
長
く
な
り
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
始
め
ま
す
。

　

今
日
は
、「
は
じ
め
に
」
と
「
お
わ
り
に
」
が
あ
っ
て
、「
一
．
北
条
政
子
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
見
る
─
尼
将
軍
期
の
政
子
発

給
文
書
か
ら
─
」、「
二
．
牧
の
方
─
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
政
治
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
で
す
。
牧
の
方
の
話
の
ほ
う
が
多
く
て
、
主
に
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
政
治
と
い
う
二
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
見
る
の
で
、
政
子
と
合
わ
せ
て
大
ま
か
に
三
つ
の
話
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
も
基
本
的
に
は
レ
ジ
ュ
メ
を
投
影
し
て
い
ま
す
。
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
と
思
っ
た
場
合
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

と
レ
ジ
ュ
メ
を
見
く
ら
べ
る
と
、
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

は
じ
め
に

　
「
は
じ
め
に
」
で
す
。「
北
条
政
子
と
牧
の
方
」
と
い
う
お
題
は
、
昨
年
の
大
河
ド
ラ
マ
で
す
ね
。
久
々
に
鎌
倉
時
代
の
大
河
ド
ラ
マ

で
し
た
。「
平
清
盛
」
な
ど
も
挟
み
ま
し
た
が
、
鎌
倉
時
代
で
考
え
る
と
二
十
年
に
一
度
、
そ
の
前
は
「
北
条
時
宗
」
と
い
う
の
が
あ

り
ま
し
た
。
戦
国
時
代
の
大
河
ド
ラ
マ
は
隔
年
ぐ
ら
い
で
や
っ
て
い
る
の
で
、
あ
ま
り
騒
ぐ
こ
と
も
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
鎌
倉

時
代
の
研
究
を
し
て
い
る
と
、「
わ
ー
、
大
河
が
来
た
大
河
が
来
た
」
と
色
め
き
立
ち
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
本
が
出
た
の
で
、
皆
さ

ん
も
お
手
に
取
ら
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

北
条
政
子
は
有
名
な
の
で
、
皆
さ
ん
も
い
ろ
ん
な
著
書
で
読
ん
だ
か
と
思
い
ま
す
が
、
女
性
に
関
し
て
書
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て

も
、
大
河
が
「
鎌
倉
殿
の
13
人
」
と
い
う
こ
と
で
男
性
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
基
本
的
女
性
に
は
興
味
が
な
い

も
の
が
多
い
な
と
、
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
女
性
は
、
私
に
と
て
も
勇
気
を
く
れ
る
の
で
、
そ
の
人
た
ち
に
つ
い
て
皆
さ

ん
と
一
緒
に
勉
強
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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で
は
「
・
二
人
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
？
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
い
き
ま
し
ょ
う
。
北
条
政
子
と
牧
の
方
で
す
が
、
曽
我
部
さ
ん

も
先
ほ
ど
の
報
告
で
、「
悪
女
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
大
河
の
配
役
を
レ
ジ
ュ
メ
に
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

今
ま
で
北
条
政
子
を
演
じ
た
の
は
、
岩
下
志
麻
さ
ん
、
財
前
直
見
さ
ん
、
杏
さ
ん
、
小
池
栄
子
さ
ん
で
、
杏
さ
ん
は
、「
平
清
盛
」

の
と
き
に
出
て
き
ま
し
た
。
一
方
、
牧
の
方
を
演
じ
た
の
は
、
大
谷
直
子
さ
ん
、
田
中
美
奈
子
さ
ん
、
宮
沢
り
え
さ
ん
と
い
う
こ
と
で
、

何
と
な
く
共
通
点
は
強
い
女
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

強
い
女
は
、「
悪
女
」
と
言
わ
れ
が
ち
で
す
。
北
条
政
子
も
そ
う
で
す
が
、
牧
の
方
も
、
マ
ク
ベ
ス
の
夫
人
に
な
ぞ
ら
え
て
、「
悪
女
」

と
言
わ
れ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
前
の
報
告
で
も
、「
レ
ッ
テ
ル
を
剥
が
そ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
私
の
話
も
そ
れ
に

ち
ょ
っ
と
近
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
悪
女
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
剥
が
そ
う
、
ま
た
「
な
ぜ
悪
女
と
言
わ
れ
る
な
の
か
。

悪
女
と
は
？
」
と
い
う
よ
う
な
話
も
最
後
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
．
北
条
政
子
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
見
る
─
尼
将
軍
期
の
政
子
発
給
文
書
か
ら
─

　
「
一
．
北
条
政
子
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
見
る
─
尼
将
軍
期
の
政
子
発
給
文
書
か
ら
─
」
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
私
が
北
条
政

子
で
一
番
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
尼
将
軍
期
の
政
子
の
発
給
文
書
で
す
。

　

大
河
ド
ラ
マ
の
政
子
の
最
末
期
に
注
目
す
る
と
、
政
子
は
尼
姿
で
登
場
し
、「
尼
将
軍
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
は
、
政
子

は
将
軍
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
話
を
始
め
ま
す
。『
吾
妻
鏡
』
巻
頭
の
「
関
東
将
軍
次
第
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

天
皇
家
・
摂
関
家
の
系
図
の
次
に
、「
関
東
将
軍
次
第
」
と
し
て
将
軍
の
名
前
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
◦（
源
）
頼
朝
〈
治
二
十
年
。

五
十
三
才
。
自
治
承
四
年
。
至
于
正
治
元
年
。
正
月
十
三
日
薨
。〉、
◦（
源
）
頼
家
〈
治
五
年
。
二
十
三
才
。
自
正
治
元
年
。
至
建
仁
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三
年
。〉、
◦（
源
）
実
朝
〈
治
十
七
年
。
二
十
八
才
。
自
建
仁
三
年
。
至
承
久
元
年
。〉、
以
上
三
代
将
軍
。
合
わ
せ
て
四
十
カ
年
。」、

こ
の
次
に
出
て
く
る
の
が
「
◦
平
政
子
〈
治
八
年
。
六
十
九
才
。
自
承
久
元
年
。
至
嘉
禄
元
年
。〉」、
こ
の
よ
う
に
『
吾
妻
鏡
』
で
も

政
子
は
ず
ば
り
「
将
軍
」
と
出
て
き
ま
す
。

　
『
吾
妻
鏡
』
は
皆
さ
ん
も
ご
承
知
か
と
思
い
ま
す
が
、
鎌
倉
幕
府
の
正
式
な
歴
史
書
で
す
。
つ
ま
り
、
鎌
倉
後
期
の
幕
府
や
北
条
氏

の
認
識
で
は
、
政
子
が
将
軍
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
に
は
、「
・
す
べ
て
将
軍
と
同
じ
だ
っ
た
か
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
言
葉
足
ら
ず
で
、
政
子
は
、
男
性
の
将
軍
と
待
遇
が

同
じ
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
話
を
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
発
給
文
書
か
ら
見
て
い
き
ま
す
。
二
つ
の
関
東
下
知
状
を
見
ま

し
ょ
う
。
一
つ
目
は
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
年
）
二
月
二
十
二
日
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
五
一
九
号
）
な
の
で
、
実
朝
期
の
関
東
下
知
状
、

二
つ
目
は
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
年
）
十
一
月
十
七
日
（
同
二
六
七
一
号
）
な
の
で
、
政
子
の
将
軍
時
代
の
関
東
下
知
状
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

注
目
し
て
ほ
し
い
の
は
文
言
の
最
後
で
す
。
関
東
下
知
状
と
い
う
の
は
、
執
権
が
将
軍
の
仰
せ
を
承
っ
て
、
御
家
人
た
ち
に
命
令
す

る
と
い
う
文
書
で
す
。
実
朝
期
の
も
の
は
、【
鎌
倉
殿
の
仰
せ
に
よ
り
下
知
く
だ
ん
の
ご
と
し
】
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
政

子
期
の
も
の
は
、「
鎌
倉
殿
」
と
い
う
文
字
が
な
く
、【
仰
せ
に
よ
り
下
知
く
だ
ん
の
ご
と
し
】
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
見
る
に
、

政
子
に
、「
鎌
倉
殿
」
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
微
妙
で
す
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

政
子
が
発
給
し
た
文
書
に
ど
う
し
て
「
鎌
倉
殿
」
が
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
、「
朝
廷
か
ら
将
軍
に
任
命
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、『
鎌
倉
殿
』
と
は
さ
す
が
に
言
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
面
白
い
の
は
、
政
子
の
発
給
文
書
で
す
。
最
近
、
私
が
一
緒
に
編
著
を
出
し
た
田
辺
旬
さ
ん
は
、
政
子
の
発
給
文
書
に
つ

い
て
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
「
仮
名
奉
書
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、「
和
字
御
文
」
な
ど
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
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史
料
を
（
レ
ジ
ュ
メ
に
は
）
挙
げ
て
い
ま
せ
ん
が
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
お
見
せ
す
る
と
、
建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
の
「
仮
名
奉

書
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
〇
五
号
）
は
、
政
子
が
御
家
人
に
対
し
て
自
ら
の
意
思
を
伝
達
す
る
た
め
に
発
給
し
た
文
書
で
す
。
少
し
難

し
い
言
い
方
を
す
る
と
、
奉
書
形
式
と
い
う
こ
と
で
、
関
東
下
知
状
も
そ
う
で
す
が
、
政
子
の
仰
せ
を
承
っ
て
、
政
子
で
は
な
い
誰
か

が
出
す
文
書
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

奉
書
は
、
一
般
的
に
広
く
主
人
の
意
を
受
け
て
、
従
者
が
自
ら
の
名
を
著
し
て
出
す
文
書
で
す
。
中
世
は
身
分
差
が
あ
っ
た
の
で
、

身
分
の
高
い
人
か
ら
低
い
人
に
直
接
文
書
を
出
さ
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
し
た
。
政
子
は
、
最
終
的
に
は
二
位
に
ま
で
な
っ
た

の
で
、
地
位
の
あ
る
人
か
ら
御
家
人
に
出
す
場
合
は
奉
書
、
そ
し
て
、
奉
書
を
出
す
人
を
「
奉
者
」
と
言
い
ま
す
が
、
奉
者
が
仰
せ
を

承
っ
て
出
す
の
が
基
本
的
な
在
り
方
で
し
た
。

　

奉
書
の
仰
せ
の
主
体
は
、
も
ち
ろ
ん
男
性
の
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
、
奉
書
は
漢
字
で
書
か
れ
ま
す
。
女
性
の
場
合
に
も

漢
字
の
奉
書
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
あ
え
て
仮
名
と
い
う
の
は
、「
特
に
幕
府
内
で
は
政
子
特
有
の
も
の
で
、
女
院
の
令り

ょ
う

旨じ

を

手
本
に
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
建
暦
の
仮
名
奉
書
は
政
子
が
寺
院
に
出
し
た
文
書
で
す
。
平
仮
名
が
交
じ
っ
て
い
る
の
が
見
て
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
全
部
、『
鎌
倉
遺
文
』（
東
京
堂
出
版
）
と
言
う
本
が
出
典
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
文
書
を
た
く
さ
ん
集
め
た
竹
内
理
三
さ
ん
と

言
う
人
が
編
集
し
た
こ
の
『
鎌
倉
遺
文
』
に
は
と
て
も
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
こ
の
仮
名
奉
書
は
『
鎌
倉
遺
文
』
で
は
「
大
江
広
元
書
状
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
後
に
、【
あ
ま
こ
せ
ん
よ
り

お
ほ
せ
く
だ
さ
れ
て
候
】
と
あ
り
ま
す
。「
あ
ま
こ
せ
ん
（
尼
御
前
）」
と
い
う
の
は
北
条
政
子
の
こ
と
で
す
。
ほ
か
に
も
、【
お
ほ
せ
こ

と
候
】
と
か
【
お
ほ
せ
こ
と
た
ま
う
べ
き
と
候
】
と
い
う
書
留
文
言
を
持
つ
も
の
が
あ
っ
て
、
政
子
の
仰
せ
を
受
け
て
大
江
広
元
が
奉

者
と
し
て
出
し
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。「
仰
せ
を
受
け
て
、奉
者
（
広
元
）
が
出
し
ま
す
」
と
い
う
意
味
の
書
留
文
言
が
見
ら
れ
ま
す
。



北条政子と牧の方

91

　

政
子
の
こ
の
よ
う
な
仮
名
奉
書
と
い
う
形
式
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
田
辺
さ
ん
は
、
八
条
院
の
令り
ょ
う

旨じ

か
ら
来
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
説
を
だ
し
て
い
ま
す
。
女
院
と
か
皇
女
、
内
親
王
な
ど
が
奉
書
形
式
の
文
書
を
出
す
場
合
、「
令
旨
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、

有
名
な
「
以
仁
王
の
令
旨
」
も
令
旨
と
言
わ
れ
ま
す
。
次
に
お
見
せ
し
て
い
る
こ
の
文
書
（『
鎌
倉
遺
文
』
三
〇
七
号
）
は
先
の
奉
書

と
同
じ
よ
う
に
書
留
も
平
仮
名
で
書
か
れ
て
い
て
、【
お
ほ
せ
こ
と
候
な
り
】
と
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
八
条
院
の
令
旨
で
す
。
こ
こ

に
八
条
院
が
出
て
き
て
、
個
人
的
に
は
ち
ょ
っ
と
う
れ
し
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
政
子
の
奉
書
は
こ
の
「
八
条
院
の
令
旨
を
手
本

に
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
仮
名
奉
書
は
、
政
子
を
は
じ
め
高
貴
な
女
性
が
自
分
の
意
思
を
伝
え
る
文
書
を
発
給
す
る
と
き
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
言
え

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
文
書
を
実
際
に
発
給
す
る
奉
者
が
大
江
広
元
と
い
う
男
性
だ
と
し
て
も
、
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
の
が

特
徴
で
す
。
政
子
の
先
例
と
し
て
女
院
が
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

あ
と
で
、「
2
─
（
二
）
牧
の
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
「
②
牧
の
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
も
見
ま
す
が
、「
牧
の
方
に
と
っ
て
（
ひ

い
て
は
政
子
に
と
っ
て
）八
条
院
は
比
較
的
身
近
な
存
在
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
は
し
な
い
か
」と
言
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
、

政
子
の
奉
書
と
女
院
の
令
旨
と
が
似
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
か
ら
研
究
を
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
ら
辺

か
ら
も
京
都
と
関
東
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
政
子
の
仮
名
文
書
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
は
、
北
条
泰
時
が
制
定
し
た
「
御
成
敗
式
目
」
の
中
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
当

時
、
鎌
倉
殿
の
仰
せ
を
奉
じ
て
北
条
氏
が
出
し
た
関
東
下
知
状
よ
り
も
、
政
子
の
仮
名
奉
書
の
ほ
う
が
効
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た

の
で
す
。
こ
の
辺
は
勉
強
し
て
す
ご
く
面
白
い
と
思
っ
た
部
分
で
す
。
北
条
政
子
の
文
書
の
効
力
を
見
て
、
当
時
、
ま
さ
に
将
軍
と
し

て
政
子
が
頑
張
っ
た
姿
が
垣
間
見
え
ま
す
。
政
子
は
強
い
女
で
、
政
治
に
も
口
を
出
す
と
い
う
か
、
ま
さ
に
政
治
の
主
体
だ
っ
た
の
で

す
。
さ
て
、
先
ほ
ど
文
書
の
先
例
と
し
て
の
女
院
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
女
院
で
あ
る
八
条
院
と
さ
ら
に
身
近
だ
っ
た
で
は
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な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
が
次
に
紹
介
す
る
牧
の
方
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

二
．
牧
の
方
─
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
政
治
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
─

　

レ
ジ
ュ
メ
二
ペ
ー
ジ
、牧
の
方
の
話
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。牧
の
方
に
つ
い
て
は
、三
つ
の
話
、「（
一
）牧
の
方
の
出
自
と
は
？
」、「（
二
）

牧
の
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」、「（
三
）
牧
の
方
事
件
（
牧
氏
の
変
な
ど
）
─
政
治
的
関
わ
り
と
矛
盾
─
」
ま
で
あ
り
ま
す
が
、「（
一
）」

と
「（
二
）」
は
、
牧
の
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
話
、「（
三
）」
は
牧
の
方
事
件
の
話
と
い
う
こ
と
で
二
つ
の
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
牧
の
方
の
話
が
政
子
の
話
よ
り
長
い
か
と
い
う
と
、
北
条
政
子
は
、
皆
さ
ん
も
い
ろ
い
ろ
な
本
を
手
に
し
て
読
む
こ
と
も
で
き

ま
す
が
、
牧
の
方
は
ま
だ
そ
う
で
も
な
い
。
一
方
で
牧
の
方
に
つ
い
て
は
近
年
の
研
究
で
新
し
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
す
。
私
と
し
て
は
、
鎌
倉
殿
を
め
ぐ
る
女
性
の
中
で
最
も
面
白
い
人
物
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

牧
の
方
に
つ
い
て
は
、
群
馬
県
の
市
民
講
座
で
話
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
群
馬
県
だ
と
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
人
が
来
な
い
の

で
、
今
も
ま
だ
緊
張
し
て
い
ま
す
。
受
講
者
は
、
歴
史
の
講
座
だ
と
い
つ
も
男
性
が
多
い
で
す
が
、
こ
う
い
う
話
だ
と
女
性
も
多
い
で

す
ね
。
京
都
女
子
大
学
の
講
座
が
い
つ
も
ど
う
い
う
男
女
比
な
の
か
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
権
力
を
持
っ
た
女
性
に
興
味
が

あ
る
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
牧
の
方
と
は
ど
う
い
う
人
か
確
認
し
て
い
き
ま
す
。
牧
の
方
は
、
北
条
時
政
の
後
妻
で
す
。
前
妻
が
い
て
、
そ
の
次
の
妻
、

時
政
の
正
妻
で
す
が
後
妻
で
す
。『
愚
管
抄
』（
巻
六
）
に
は
、「
若
き
妻
」
と
出
て
き
ま
す
。【
時
政
ワ
カ
キ
妻
ヲ
設
ケ
テ
】、
そ
の
あ

と
に
【
ソ
レ
ガ
腹
ニ
子
共
設
ケ
、
ム
ス
メ
多
ク
モ
チ
タ
リ
ケ
リ
。
コ
ノ
妻
ハ
大
舎
人
允
宗
親
ト
云
ケ
ル
者
ノ
ム
ス
メ
也
、】
と
書
い
て

あ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
「
時
政
は
、
若
い
妻
（
牧
の
方
）
と
結
婚
し
た
」
わ
け
で
す
。
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牧
の
方
は
、
生
没
年
は
不
明
で
す
が
、「
北
条
政
子
よ
り
少
し
年
下
で
、
義
時
よ
り
少
し
年
上
ぐ
ら
い
」
と
い
う
説
が
あ
り
、
政
子

や
義
時
と
同
世
代
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
大
河
ド
ラ
マ
で
は
、
義
時
や
政
子
よ
り
も
年
上
の
設
定
で
す
。
そ
れ
だ
と
、
時
政

と
の
年
齢
差
が
十
五
歳
ぐ
ら
い
で
す
。
十
五
歳
ぐ
ら
い
の
年
齢
差
の
夫
婦
は
今
も
た
く
さ
ん
い
る
の
で
、「
ワ
カ
キ
妻
」
と
わ
ざ
わ
ざ

書
く
と
い
う
こ
と
は
、
私
は
、
も
っ
と
年
齢
差
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

一
二
二
四
年
、
義
時
は
六
十
二
歳
で
、
一
二
二
五
年
、
政
子
は
六
十
八
歳
で
死
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
、
牧
の
方
は
一
二
二
七
年

に
夫
時
政
の
十
三
回
忌
を
京
都
で
行
っ
た
こ
と
が
史
料
上
分
か
っ
て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
七
十
歳
代
ま
で
は
生
き
て
い
た
と
思
い

ま
す
。

（
一
）
牧
の
方
の
出
自
と
は
？

　

次
に
牧
の
方
の
出
自
、
系
譜
を
見
て
い
き
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
家
の
出
身
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も
牧
の
方
に
つ
い
て

き
ち
ん
と
し
た
研
究
が
出
た
の
は
、
た
か
だ
か
三
十
年
弱
前
の
話
で
す
。
牧
の
方
を
研
究
と
し
て
最
初
に
採
り
上
げ
た
の
は
杉
橋
隆
夫

さ
ん
で
す
。
最
近
そ
れ
に
つ
い
て
の
反
論
が
出
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
杉
橋
説
に
沿
っ
て
話
し
て
い
き
ま
す
。

①
池
禅
尼
の
一
族

　

杉
橋
さ
ん
は
、
ま
ず
牧
の
方
が
池
禅
尼
の
姪
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
、
池
禅
尼
は
ど
う
い
う
人
か
知
っ
て
い

ま
す
か
。「
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
人
が
多
い
感
じ
で
す
か
ね
。
一
般
的
に
も
ま
あ
ま
あ
有
名
な
人
で
す
。
忘
れ
て
し
ま
っ
た

人
の
た
め
に
、
少
し
補
足
し
ま
す
。【
系
図
1
】
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　

池
禅
尼
（
宗
子
）
は
、
右
の
ほ
う
に
い
ま
す
。
少
し
濃
く
し
て
、
波
線
を
施
し
て
い
ま
す
。
池
禅
尼
は
平
忠
盛
の
後
妻
で
、
や
は
り
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正
妻
で
す
。
平
清
盛
に
と
っ
て
は
継
母
で
、
幕
府
と
も
関
係
の

深
い
平
頼
盛
の
母
に
な
り
ま
す
。
一
番
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

保
元
の
乱
、
平
治
の
乱
が
あ
っ
て
、
平
治
の
乱
で
負
け
た
十
三

歳
の
頼
朝
が
捕
ま
っ
て
清
盛
の
前
に
出
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
助

命
を
清
盛
に
願
い
出
た
人
物
が
池
禅
尼
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
れ
も
の
ち
に
創
作
さ
れ
た
話
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
清
盛

が
池
禅
尼
の
話
を
聞
い
て
頼
朝
を
助
け
た
か
ら
、
そ
の
あ
と
、

平
氏
が
頼
朝
に
滅
ば
さ
れ
た
と
い
う
何
と
も
因
果
な
話
の
キ
ー

パ
ー
ソ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
話
は
少
し
置
い
て
お
く
こ
と
に
し
て
、
池
禅
尼
は
ど
の

よ
う
な
一
族
だ
っ
た
か
と
い
う
点
を
見
て
い
き
ま
す
。
こ
ち
ら

も
、【
系
図
1
】
を
見
な
が
ら
で
す
。
曽
我
部
さ
ん
の
話
も
、

系
図
が
と
て
も
重
要
で
し
た
ね
。
こ
こ
で
も
系
図
が
重
要
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
私
は
系
図
が
大
好
き
で
す
。
京
都
関
係
の
系
図
だ

と
、『
尊
卑
分
脈
』
と
い
う
全
部
で
五
冊
の
大
き
な
本
が
あ
り

ま
す
が
、
学
部
生
時
代
に
そ
の
五
冊
全
部
図
書
館
で
借
り
て
、

重
た
い
の
に
持
っ
て
帰
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。「
こ
の
人
の

夫
は
こ
れ
で
」
と
一
日
じ
ゅ
う
ず
っ
と
見
て
い
ら
れ
ま
す
。
私
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は
、
系
図
オ
タ
ク
な
と
こ
ろ
が
少
し
あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
、
そ
れ
に
ち
ょ
っ
と
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
池
禅
尼
は
ど
う
い
う
一
族
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
池
禅
尼
の
一
族
は
、
一
言
で
言
う
な
ら
院
の
近
臣
層
で
す
。
院
近
臣
と
は

何
か
。
ま
ず
院
と
い
う
の
は
、
白
河
上
皇
や
鳥
羽
上
皇
を
指
し
ま
す
。
院
近
臣
と
い
う
の
は
、
レ
ジ
ュ
メ
に
は
、「
当
時
の
京
に
お
け

る
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
院
に
、
つ
ま
り
白
河
上
皇
と
か
、
鳥
羽
上
皇
に
、
奉
仕
す
る
中
で
力
を
つ
け
て

い
っ
た
中
・
下
級
貴
族
と
言
え
ま
す
。
院
政
の
時
代
に
あ
っ
て
、
政
治
、
経
済
、
文
化
に
お
い
て
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
人
た
ち

で
す
。
も
う
少
し
具
体
的
に
言
え
ば
、【
系
図
1
】
を
見
る
と
、
池
禅
尼
の
お
父
さ
ん
の
（
藤
原
）
宗
兼
は
、
白
河
院
や
、
白
河
院
の

孫
の
鳥
羽
院
の
妻
で
あ
る
待
賢
門
院
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
宗
兼
の
姉
妹
の
宗
子
・
隆
子
、
つ
ま
り
池
禅
尼
の
オ
バ
に
あ
た
る
こ
の
二
人
の
姉
妹
も
、
待
賢
門
院
の
女
房
で
あ
り
、
さ

ら
に
待
賢
門
院
の
息
子
崇
徳
天
皇
の
乳め
の
と母
で
し
た
。
そ
し
て
、
池
禅
尼
の
兄
弟
に
あ
た
る
宗
長
で
す
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
牧
の
方
の
父

（
平
）
宗
親
が
（
宗
長
の
兄
弟
と
し
て
）
出
て
き
ま
す
ね
。
牧
の
方
か
ら
見
る
と
オ
ジ
に
あ
た
る
宗
長
は
、
や
は
り
待
賢
門
院
の
近
侍

で
あ
る
し
、
池
禅
尼
自
身
も
崇
徳
天
皇
の
子
ど
も
の
重
仁
親
王
の
乳
母
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
池
禅
尼
か
ら

牧
の
方
に
目
を
転
じ
て
も
、
牧
の
方
は
、
院
近
臣
層
の
家
の
出
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

平
清
盛
も
武
士
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、
お
父
さ
ん
で
あ
る
平
忠
盛
も
白
河
院
・
鳥
羽
院
に
仕
え
た
院
近
臣
で
す
。
最
近
と
い

う
か
、
少
し
前
か
ら
で
す
が
、「
京
武
者
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
昔
の
研
究
だ
と
、「
武
士
は
草
深
い
田
舎
で
成
長
し
て
出

て
く
る
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
群
馬
に
い
た
武
士
新
田
氏
に
し
て
も
、
も
と
も
と
は
京
都
に
活

動
の
基
盤
を
持
っ
て
活
躍
し
て
い
た
貴
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

群
馬
、
当
時
は
上
野
国
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
の
武
士
も
、
本
拠
と
な
る
地
方
に
所
領
を
持
ち
つ
つ
在
京
活
動
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
家
を
保
っ
て
い
た
の
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
武
士
の
家
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
京
都
に
拠
点
を
持
っ
て
院
近
臣
と
し
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て
活
躍
す
る
こ
と
も
必
要
不
可
欠
な
こ
と
だ
っ
た
と
も
言
え
、
中
・
下
級
の
貴
族
の
中
で
軍
事
的
職
能
を
持
つ
人
た
ち
が
、「
武
士
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
話
を
戻
す
と
、
牧
の
方
の
家
も
、「
典
型
的
な
院
近
臣
層
の
家
」

と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
北
条
時
政
と
の
結
婚
の
意
味

　

牧
の
方
の
夫
北
条
時
政
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
最
近
は
、「
時
政
も
京
武
者
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
北
条
時
政
と
牧
の

方
が
結
婚
し
た
意
味
と
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
北
条
時
政
も
京
武
者
で
、
牧
の
方
は
院
近
臣
層
の

家
の
出
で
す
。
そ
の
二
人
の
結
婚
の
意
味
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
京
武
者
は
、
地
方
に
些さ

少し
ょ
う

な
所
領
を
持
っ
て
、
院
や
摂
関
家

の
よ
う
な
荘
園
領
主
に
依
存
す
る
存
在
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

牧
の
方
と
婚
姻
関
係
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
良
か
っ
た
か
と
い
う
と
、当
時
の
（
二
人
が
結
婚
し
た
と
考
え
ら
れ
る
治
承
四
（
一

一
八
〇
）
年
よ
り
少
し
前
）
北
条
時
政
は
、
京
都
の
基
盤
が
と
て
も
脆ぜ
い

弱じ
ゃ
く

で
し
た
。
な
の
で
、
牧
の
方
と
の
結
婚
は
、
京
都
の
基
盤
を

強
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
貴
族
社
会
に
依
存
す
る
京
武
者
時
政
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
す
。

（
二
）
牧
の
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

①
藤
原
家
成
に
連
な
る
一
族
【
系
図
1
】

　
「（
二
）
牧
の
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
時
政
が
必
要
だ
っ
た
牧
の
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
う
少
し
よ
く
見
て

い
く
と
、「
①
藤
原
家
成
に
連
な
る
一
族
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
牧
の
方
が
池
禅
尼
と
つ
な
が
る
一
族
だ
と
い
う

こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
池
禅
尼
の
一
族
は
、
藤
原
家
成
に
連
な
る
一
族
だ
っ
た
の
で
す
。
私
は
今
す
ご
く
有
名
人
そ
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う
に
言
っ
て
い
ま
す
が
、
藤
原
家
成
は
ど
う
い
う
人
か
皆
さ
ん
ご
存
知
で
す
か
。
私
は
、
こ
の
家
成
に
と
て
も
注
目
を
し
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
に
も
今
日
は
家
成
と
言
う
人
を
し
っ
か
り
覚
え
て
帰
っ
て
も
ら
え
れ
ば
本
当
に
嬉
し
い
で
す
。

　

家
成
は
、
鳥
羽
院
の
近
臣
で
、
そ
の
筆
頭
と
も
言
わ
れ
る
人
物
で
す
。
彼
が
何
を
し
た
の
か
と
い
う
と
、
ま
ず
、
鳥
羽
院
が
発
願
し

た
寺
院
を
次
々
に
建
立
し
て
い
き
ま
し
た
。
院
近
臣
層
の
大
き
な
特
徴
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
家
成
は
そ
の
院
の
御
願
寺
（
し
か
も
複

数
の
寺
）
の
造
営
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
そ
の
当
時
、
院
だ
け
で
は
な
く
、
女
院
、
摂
関
家
も
、
浄
土
信
仰
の
高
ま
り
を
受
け
て
、
御

願
寺
を
次
々
と
建
立
し
ま
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
京
都
に
は
こ
の
時
期
た
く
さ
ん
の
御
願
寺
が
建
ち
ま
し
た
。
今
こ
こ
（
京
都
女
子
大
学
）
は
七
条
で
す
。
京
都
駅
の

八
条
よ
り
も
南
の
竹
田
と
か
、
そ
の
西
の
辺
り
が
「
鳥
羽
殿
」
と
言
わ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
天
皇
家
の
御
願
寺
が
次
々
に
建
立
さ
れ

て
い
き
ま
す
。
寺
を
建
て
る
と
、
そ
の
寺
院
を
経
済
的
に
支
え
る
た
め
の
中
世
荘
園
が
全
国
各
地
に
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
御
願
寺

造
営
の
一
環
と
し
て
次
々
と
中
世
荘
園
が
立
荘
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
院
近
臣
は
造
営
担
当
者
と
し
て
寺
院
を
建
て
ま
す
が
、
さ
ら
に

そ
の
運
営
・
維
持
の
た
め
の
経
済
基
盤
と
し
て
の
荘
園
も
次
々
と
立
て
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
三
ペ
ー
ジ
で
す
。
実
は
こ
の
藤
原
家
成
と
い
う
人
物
は
、
寺
を
建
て
て
、
荘
園
を
次
々
に
つ
く
る
こ
と
で
特
に
活
躍
し
た

人
物
で
し
た
。「
荘
園
の
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
的
な
存
在
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
寺
院
も
建
て
る
け
ど
、
荘
園
も
つ
く
る
と
い
う
存
在
で
、

自
分
の
あ
ら
ゆ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
て
荘
園
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。
荘
園
を
つ
く
る
に
は
、
非
常
に
多
様
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

が
使
わ
れ
ま
し
た
。【
系
図
1
】
で
家
成
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
家
成
は
、
池
禅
尼
の
イ
ト
コ
で
す
。
牧
の
方
か
ら
す
る
と
、
ち
ょ
っ

と
離
れ
ま
す
が
、
父
親
の
イ
ト
コ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

荘
園
は
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
く
か
。
せ
っ
か
く
群
馬
か
ら
来
た
の
で
、
群
馬
、
上
野
国
に
あ
る
新
田
荘
は
ど
う
つ
く
ら
れ
た

か
と
い
う
こ
と
で
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
新
田
義
重
を
祖
と
す
る
新
田
氏
の
新
田
荘
、
南
北
朝
期
の
有
名
な
新
田
義
貞
も
こ
の
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新
田
氏
の
子
孫
で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
三
ペ
ー
ジ
の
二
行
目
に
、「
造
営
者
・
国
司
・
知
行
者
（
領
家
）・
開
発
請
負
者
」
と
書
い
て
あ
り
ま

す
。
新
田
荘
で
は
家
成
が
御
願
寺
（
金
剛
心
院
）
造
営
者
、（
藤
原
）
重
家
が
国
司
、（
藤
原
）
忠
雅
が
知
行
者
、
新
田
義
重
が
開
発
請

負
者
の
役
割
を
担
い
ま
し
た
。

　

お
寺
の
造
営
者
と
し
て
、先
ほ
ど
か
ら
出
て
い
る
藤
原
家
成
、そ
し
て
、荘
園
を
つ
く
る
に
は
そ
の
国
の
国
司
の
許
可
が
必
要
に
な
っ

て
き
ま
す
。
こ
の
と
き
の
上
野
国
の
国
司
が
重
家
で
す
。
荘
園
を
管
理
・
運
営
し
て
い
く
知
行
者
は
忠
雅
で
す
。「
開
発
請
負
者
」
と

あ
り
ま
す
が
、
現
地
で
い
ろ
い
ろ
な
手
配
・
調
整
す
る
の
が
開
発
請
負
者
で
、
そ
れ
が
新
田
義
重
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の

人
た
ち
は
全
員
、
家
成
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
造
営
者
・
国
司
・
知
行
者
（
領
家
）・
開
発
請
負
者
、

全
員
が
彼
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
で
つ
な
が
る
の
で
す
。

　

国
司
重
家
は
家
成
の
イ
ト
コ
で
、
娘
婿
で
も
あ
り
ま
す
。「
預

あ
ず
か
り

所ど
こ
ろ

」
と
か
「
領
家
」
と
言
わ
れ
る
知
行
者
の
忠
雅
は
、
家
成
の
養
子

で
あ
っ
て
、
や
は
り
娘
婿
で
も
あ
り
ま
す
。
忠
雅
と
新
田
義
重
も
姻
戚
関
係
を
結
ん
で
い
ま
す
。
頼
朝
が
蜂
起
し
た
と
い
う
情
報
を
い

ち
は
や
く
忠
雅
に
伝
え
た
の
が
新
田
義
重
で
も
あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
非
常
に
関
わ
り
が
深
く
、
か
つ
全
て
家
成
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。
家
成
は
、
荘
園
を
つ
く
る
の
に
あ
ら
ゆ
る
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
利
用
し
て
い
た
の
で
す
。

　

や
っ
と
絵
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
『
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
65
』
か
ら
で
す
が
、
鳥
羽
殿
は
こ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
い

う
想
像
図
で
す
。
皆
さ
ん
、
ス
ラ
イ
ド
を
見
て
く
だ
さ
い
。
文
字
ば
か
り
見
て
い
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く
画
像
が
出
て
き
ま
す
。
こ
こ

が
安
楽
寿
院
で
す
。
竹
田
駅
か
ら
ち
ょ
っ
と
歩
い
た
所
に
、
今
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
は
ま
さ
に
新
田
荘
が
こ
の
寺
の
た
め
に
立

荘
さ
れ
た
金
剛
心
院
で
す
が
、
こ
の
金
剛
心
院
跡
は
、
高
速
道
路
の
下
に
あ
っ
て
、
今
行
く
と
怪
し
げ
な
所
で
す
。
桂
川
と
鴨
川
の
間

に
あ
っ
た
の
が
鳥
羽
殿
で
、
南
側
に
巨
椋
池
で
す
。

　

安
楽
寿
院
に
付
属
す
る
荘
園
群
を
見
る
と
、
荘
園
の
知
行
者
は
ほ
と
ん
ど
み
ん
な
家
成
の
関
係
者
で
す
。
先
ほ
ど
見
た
金
剛
心
院
に
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も
付
属
す
る
た
く
さ
ん
の
荘
園
が
つ
く
ら
れ
て
、
そ
の
知
行
者
も
姻
戚
関
係
な
ど
で
や
は
り
家
成
と
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
。

　

じ
っ
く
り
確
認
す
る
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
寺
が
幾
つ
か
建
て
ら
れ
て
、
そ
の
造
営
を
担
う
と
と
も
に
、
た
く
さ
ん
の
荘
園
を
つ

く
っ
て
、
そ
の
荘
園
は
家
成
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
で
き
て
い
き
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
、こ
の
ス
ラ
イ
ド
の
写
真
は
ど
こ
か
分
か
り
ま
す
か
。
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
新
田
荘
は
こ
ん
な
感
じ
で
す
。
こ
れ
だ
と
、「
あ

あ
、
良
い
景
色
だ
ね
」
と
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
横
断
し
て
流
れ
る
川
は
何
川
か
分
か
り
ま
す
か
。「
坂
東
太
郎
」

と
呼
ば
れ
る
利
根
川
で
す
。
利
根
川
の
北
側
に
赤
城
山
が
あ
っ
て
、
大
間
々
扇
状
地
の
東
側
が
新
田
荘
に
な
っ
て
い
ま
す
。

②
牧
の
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

文
字
の
ほ
う
に
戻
り
、「
②
牧
の
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
行
き
ま
す
。
私
に
と
っ
て
も
、
家
成
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
想
像
以
上
で

し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
牧
の
方
は
、
家
成
に
連
な
る
一
族
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
牧
の
方
自
身
も
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
受
け
継
ぎ

な
が
ら
、
そ
れ
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
牧
の
方
の
娘
た
ち
に
つ
い
て
見
ま
す
。

　

牧
の
方
に
は
四
人
な
い
し
五
人
の
娘
が
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
確
実
な
娘
は
四
人
で
、【
系
図
2
】
の
中
で
太
字
に
し
て
い

る
「
嫡
女
」、「
二
女
」、「
三
女
」、「
四
女
」
で
す
。
こ
れ
は
時
政
の
娘
全
体
で
は
な
く
て
、
牧
の
方
所
生
の
娘
の
み
を
数
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
人
た
ち
を
よ
く
よ
く
見
て
い
く
と
、【
系
図
2
】
の
「
嫡
女
」、
つ
ま
り
、
長
女
で
す
が
、
彼
女
は
、
最
初
に
平
賀
朝
雅
と
結
婚

し
ま
す
が
、
牧
の
方
事
件
で
朝
雅
が
死
ん
で
し
ま
う
と
、
藤
原
国
通
と
言
う
京
都
の
貴
族
と
結
婚
し
ま
す
。
国
通
の
お
じ
い
さ
ん
成
通

は
、
八
条
院
の
お
母
さ
ん
美
福
門
院
の
皇
后
大
夫
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
「
三
女
」
も
非
常
に
面
白
い
人
物
で
、
宇
都
宮

頼
綱
と
結
婚
し
て
一
緒
に
京
都
に
移
住
し
ま
す
が
、
そ
の
後
別
れ
て
、
五
十
歳
手
前
ぐ
ら
い
で
摂
関
家
の
息
子
の
松
殿
師
家
と
結
婚
し
、

「
私
、
こ
の
人
と
結
婚
し
た
の
」
と
元
夫
に
言
う
よ
う
な
人
で
す
。
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そ
れ
は
と
も
か
く
、
三
女
の
娘
は
、「
新
古
今
和
歌
集
」
を

編
ん
だ
藤
原
定
家
、
の
息
子
藤
原
為
家
と
結
婚
し
て
三
人
の
息

子
を
設
け
て
い
ま
す
。
藤
原
定
家
は
実
は
八
条
院
の
院
司
に
も

な
っ
て
い
て
、
お
父
さ
ん
の
藤
原
俊
成
も
、
八
条
院
や
美
福
門

院
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
嫡
女
、
三
女
、

そ
し
て
こ
こ
で
は
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
二
女
、
四
女

も
、鳥
羽
院
の
近
臣
を
実
質
的
に
引
き
継
い
だ
妻
美
福
門
院（
家

成
の
イ
ト
コ
で
も
あ
る
）
と
、
そ
の
娘
八
条
院
に
近
侍
す
る
よ

う
な
家
成
系
の
一
族
に
連
な
り
ま
す
。
牧
の
方
は
、
家
成
系
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
い
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
自
分
の
娘
た
ち

を
通
し
て
そ
れ
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
ま
た
八
条
院
と

の
つ
な
が
り
は
先
の
仮
名
文
書
の
つ
な
が
り
を
想
起
さ
せ
る
こ

と
で
も
あ
り
ま
す
。

③
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
年
）
時
政
十
三
回
忌
と
御
堂
建
立

　

今
お
話
し
し
た
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
か
と

い
う
と
、「
③
安
貞
元
年
（
一
二
二
七
年
）
時
政
十
三
回
忌
と

御
堂
建
立
」
に
入
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
牧
の
方
は
、
夫
時
政
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が
亡
く
な
り
、
義
時
や
政
子
も
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
京
都
で
時
政
の
十
三
回
忌
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
た
め
に
御
堂
を

建
立
し
て
い
ま
す
。
法
要
の
開
催
と
か
、
お
堂
の
建
立
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
牧
の
方
が
晩
年
に
至
っ
て
も
経
済
的
に
豊
か
だ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、「
中
世
荘
園
が
た
く
さ
ん
で
き
た
」
と
い
う
話
を
し
て
、
新
田
荘
で
忠
雅
と
言
う
人
を
出
し
ま
し
た
が
、
私
は
牧
の
方
自

身
も
ど
こ
か
の
荘
園
の
知
行
者
的
な
立
場
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

荘
園
の
知
行
者
は
、「
領
家
」
と
か
「
預
所
」
と
も
い
い
、
荘
園
を
管
理
・
運
営
す
る
人
の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
荘
園
知

行
者
に
女
性
は
お
か
し
く
な
い
？
」
と
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
鳥

羽
院
の
御
願
寺
で
あ
る
安
楽
寿
院
の
荘
園
群
で
調
査
す
る
と
、
約
三
割
が
女
性
の
知
行
者
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
む
し
ろ
、
荘

園
の
知
行
者
と
い
う
こ
と
で
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
は
ほ
ぼ
な
い
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
女
性
の
ほ
う
が
官
職
の
縛
り
が
な
い
の
で
、
女
房
仕
え
を
通
じ
て
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
築
き
や
す
か
っ
た

と
も
言
え
る
し
、
牧
の
方
の
よ
う
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
再
構
築
し
て
い
く
サ
イ
ク
ル
は
、
荘
園
を
運
営
し
、
さ
ら
に

は
そ
の
荘
園
を
経
済
基
盤
と
す
る
御
願
寺
を
維
持
し
て
い
く
の
に
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
と
、
私
は
捉
え
て
い
ま
す
。

　

牧
の
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
本
当
に
想
像
以
上
で
す
し
、
牧
の
方
の
、
在
り
方
は
、
今
後
も
っ
と
調
査
研
究
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
関
東
御
家
人
に
比
企
氏
と
小
山
氏
が
い
ま
す
が
、
比
企
尼
と
か
寒
河
尼
も
、
京
に
基
盤
を
持
つ
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
た
め
牧
の
方
と
同
じ
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
か
な
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。「
牧
の
方
が
荘
園
知
行
者
だ
っ
た
可
能
性

が
あ
る
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
今
は
確
証
が
な
い
の
で
、
今
後
、
状
況
証
拠
を
積
み
重
ね
て
い
く
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
可
能
性

と
し
て
提
示
し
て
お
き
ま
す
。
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（
三
）
牧
の
方
事
件
（
牧
氏
の
変
な
ど
）
─
政
治
的
関
わ
り
と
矛
盾
─

　

牧
の
方
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
で
す
。
荘
園
の
話
は
や
や
こ
し
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
牧
の
方
事
件
の
話
に

入
っ
て
い
き
ま
す
。「（
牧
氏
の
変
な
ど
）」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、「
牧
の
方
事
件
」
と
言
っ
て
い
い
の
か
な
と
い
う
迷
い
が
少
し
あ

り
ま
す
。
理
由
は
追
っ
て
話
し
ま
す
。
今
か
ら
概
要
を
話
し
て
い
き
ま
す
が
、
一
般
的
に
は
、「
牧
氏
の
変
」、「
牧
の
方
事
件
」
な
ど

い
ろ
い
ろ
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
講
座
で
は
、「
牧
の
方
事
件
」
で
統
一
し
て
お
き
ま
す
。

①
概
要
〈
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
年
）
か
ら
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
年
）〉

　

ま
ず
概
要
を
押
さ
え
て
い
き
ま
す
。
前
提
と
し
て
畠
山
重
忠
事
件
（
畠
山
重
忠
の
乱
）
が
あ
り
ま
す
。
比
企
氏
の
乱
の
あ
と
で
す
。

畠
山
重
忠
事
件
の
前
提
と
し
て
、
曽
我
部
さ
ん
の
話
の
中
で
先
ほ
ど
も
出
て
き
ま
し
た
が
、
三
代
将
軍
実
朝
の
妻
と
し
て
、
坊
門
信
清

の
娘
を
若
い
御
家
人
た
ち
が
お
迎
え
に
上
洛
し
ま
す
。

　

上
洛
し
た
と
き
の
宴
会
で
、
時
政
の
娘
婿
平
賀
朝
雅
と
畠
山
重
忠
の
息
子
重
保
が
口
論
に
な
り
ま
す
。
そ
の
直
後
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

牧
の
方
の
最
愛
の
息
子
北
条
政
範
が
急
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
十
一
月
十
三
日
条
で
す
。【
去
る
五
日
、（
北
条
政
範
が
）
京
都
に
お
い
て
卒
去
す
る
の
よ
し
】
と
あ
っ
て
、【（
政

範
は
）
牧
の
御
方
の
腹
の
愛
子
な
り
、
御
台
所
お
迎
え
の
た
め
に
去
月
上
洛
】
と
あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
に
配
っ
た
レ
ジ
ュ
メ
の
最
後

の
七
ペ
ー
ジ
に
は
、
現
代
語
訳
（『
現
代
語
訳
吾
妻
鏡
』
吉
川
弘
文
館
よ
り
）
も
付
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
条
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。「
辛
未
。
遠
江
左
馬
助
（
北
条
政
範
）
が
去
る
五
日
に
京
都
で
死
去
し
た
と
の

飛
脚
が
（
鎌
倉
に
）
到
着
し
た
」。【
系
図
2
】
に
も
、「
政
範
」
が
見
え
る
と
思
い
ま
す
。「
政
範
は
、
遠
州
（
北
条
時
政
）
が
今
寵
愛

し
て
い
る
牧
御
方
と
の
間
に
設
け
た
最
愛
の
子
で
あ
る
。
御
台
所
（
実
朝
室
）
の
お
迎
え
の
た
め
に
先
月
上
洛
し
、
去
る
三
日
に
京
都
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に
到
着
し
た
。
道
中
か
ら
病
気
で
、
と
う
と
う
死
去
し
た
。
父
母
の
悲
嘆
は
と
て
も
比
べ
よ
う
が
な
い
ほ
ど
と
い
う
」
と
あ
り
ま
す
。

　

政
範
が
京
都
で
死
ん
で
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
も
あ
り
、
自
分
の
娘
婿
朝
雅
と
畠
山
と
の
け
ん
か
も
あ
っ
て
、「
じ
ゃ
あ
、

畠
山
を
追
討
し
よ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
北
条
時
政
と
牧
の
方
に
よ
る
畠
山
重
忠
追
討
で
す
。

　

こ
の
と
き
、（
北
条
）
義
時
・
時
房
兄
弟
は
、
私
怨
に
満
ち
た
畠
山
追
討
に
最
初
は
強
く
反
対
し
ま
し
た
。
時
政
は
、
息
子
た
ち
に

説
得
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、『
吾
妻
鏡
』
元
久
二
年
六
月
二
十
一
日
条
で
す
。
こ
れ
も
現
代
語
訳
を
見
て
い
き
ま
す
。「
二
十
一
日
、
丁

未
。
晴
れ
。
牧
の
御
方
は
、（
平
賀
）
朝
雅
（
去
年
畠
山
六
郎
（
重
保
）
に
悪
口
を
受
け
た
）
の
讒ざ

ん

言げ
ん

を
受
け
て
ご
立
腹
で
あ
っ
た
の
で
、

（
畠
山
）
重
忠
父
子
を
誅
殺
し
よ
う
と
内
々
に
謀
議
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
遠
州
（
北
条
時
政
）
が
、
こ
の
こ
と
を
相
州
（
北
条
義
時
）

と
式
部
丞
時
房
ら
に
仰
っ
た
。
二
人
は
申
し
た
。
重
忠
は
、
治
承
四
年
以
来
ひ
た
す
ら
忠
節
を
尽
く
し
て
き
た
の
で
、
右
大
将
軍
（
源

頼
朝
）
は
、
そ
の
志
に
鑑
み
ら
れ
て
、（
頼
朝
の
）
子
孫
を
守
る
よ
う
心
を
込
め
た
御
言
葉
を
残
さ
れ
た
も
の
で
す
。
と
り
わ
け
、
金

吾
将
軍
（
源
頼
家
）
に
仕
え
て
い
な
が
ら
、（
比
企
）
能
員
と
の
合
戦
の
と
き
は
味
方
に
ま
い
り
忠
節
を
尽
く
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
全

て
父
子
の
礼
を
重
ん
じ
た
た
め
で
す
」。
重
忠
も
、
時
政
の
娘
を
妻
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
「
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
今
ど
の
よ
う
な
憤
り
が
あ
っ
て
、
反
逆
を
企
て
る
で
し
ょ
う
か
。
も
し
度
重
な
る
勲
功
を
心
に
留
め
ず
軽
率

に
誅
殺
す
れ
ば
、き
っ
と
後
悔
す
る
で
し
ょ
う
。罪
を
犯
し
た
か
否
か
審
議
を
た
だ
し
た
あ
と
に
処
置
し
た
と
し
て
も
遅
く
な
い
で
し
ょ

う
」
と
息
子
た
ち
に
言
わ
れ
ま
す
。「
時
政
は
再
び
言
葉
を
発
す
る
こ
と
な
く
席
を
立
た
れ
、
義
時
も
ま
た
退
出
さ
れ
た
」。
つ
ま
り
、

畠
山
重
忠
の
討
伐
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、「
備
前
守
（
大
岡
）
時
親
（
牧
の
方
の
兄
弟
）
が
牧
御
方
の
使
者
と
し
て
、
追
っ
て
義
時
の
ご
邸
宅
に
ま
い
り
、
申
し
た
。

『
重
忠
の
謀
反
の
こ
と
は
既
に
露
顕
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
君
の
た
め
、
世
の
た
め
に
事
情
を
密
か
に
時
政
に
伝
え
ま
し
た
。
今
、

あ
な
た
が
申
さ
れ
た
こ
と
は
、
た
だ
、
重
忠
に
代
わ
り
、
そ
の
悪
事
を
許
そ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
継
母
を
憎
ん
で
、
私
を
讒
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言
人
と
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。』
義
時
は
、『
こ
の
う
え
は
お
考
え
に
従
い
ま
す
。』
と
申
さ
れ
た
と
い
う
。」
こ
の
よ

う
に
牧
の
方
が
さ
ら
に
説
得
し
返
す
わ
け
で
す
。「
や
は
り
重
忠
を
倒
す
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
屈
し
て
義
時
た
ち
も
重

忠
を
討
伐
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

畠
山
重
忠
は
、
こ
の
間
の
大
河
ド
ラ
マ
で
も
非
常
に
す
て
き
な
人
に
描
か
れ
て
い
て
、「
畠
山
重
忠
ロ
ス
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
実
際
の
重
忠
も
、
御
家
人
か
ら
と
て
も
人
望
が
あ
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
時
政
・
牧
の
方
へ
の
御
家
人
た
ち
の
不
信
感
が

ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
き
ま
す
。
今
、
こ
こ
で
の
構
図
は
、
時
政
・
牧
の
方
夫
妻
Ｖ
Ｓ
対
義
時
・
時
房
兄
弟
、
政
子
も
入
れ
る
と
、
そ
の

息
子
・
娘
た
ち
と
の
対
立
構
造
で
す
。

　

討
伐
後
、
御
家
人
た
ち
の
不
信
感
を
挽
回
し
よ
う
と
し
た
時
政
と
牧
の
方
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
「
牧
の
方
の
奸か

ん

謀ぼ
う

」
と
出
て
く
る

の
で
す
が
、
実
朝
を
殺
し
て
娘
婿
の
平
賀
朝
雅
を
将
軍
に
す
る
計
画
を
立
て
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
政
子
が
実
朝
を
迎
え

て
、
義
時
邸
に
避
難
さ
せ
、
御
家
人
た
ち
も
全
て
義
時
に
従
っ
て
い
き
ま
す
。
時
政
は
、
そ
れ
を
見
て
出
家
し
、
翌
日
に
は
北
条
へ
下

向
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
恐
ら
く
牧
の
方
も
一
緒
に
下
向
し
た
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
元
久
二
年
閏
七
月
十
九
日
条
に
、【
牧
の
御
方
奸
謀
を
廻
ら
し
、
朝
雅
を
も
っ
て
関
東
将
軍
と
な
し
、
当
の
将

軍
家
を
謀
り
奉
る
べ
し
】
と
出
て
き
ま
す
。

②
牧
の
方
の
晩
年
と
牧
の
方
所
生
の
娘
た
ち
【
系
図
2
】

　
「
②
牧
の
方
の
晩
年
と
牧
の
方
の
所
生
の
娘
た
ち
」
を
見
て
い
き
ま
す
。【
系
図
2
】
を
適
宜
見
て
く
だ
さ
い
。
鎌
倉
幕
府
の
最
重
要

情
報
、
例
え
ば
政
子
の
危
篤
な
ど
で
す
が
、
こ
の
政
子
の
危
篤
を
受
け
て
泰
時
が
「
出
家
す
る
」
と
言
い
だ
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
情
報

は
京
都
の
貴
族
藤
原
定
家
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
藤
原
定
家
の
日
記
、『
明
月
記
』
に
書
か
れ
ま
す
。
定
家
が
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
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京
都
政
権
に
政
子
の
危
篤
の
情
報
が
伝
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
も
、【
他
方
音
信
未
通
】（『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
七
月
十
九
日
条
）
と
あ
っ
て
、「
ほ
か
の
人
は
ま
だ
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」

と
定
家
は
記
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
定
家
は
鎌
倉
幕
府
の
最
重
要
情
報
を
い
ち
早
く
知
る
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

定
家
は
息
子
の
為
家
か
ら
そ
れ
を
聞
き
ま
す
。
為
家
は
自
分
の
妻
（
牧
の
方
三
女
の
娘
）
か
ら
、
妻
は
自
分
の
お
母
さ
ん
（
牧
の
方
三

女
）
か
ら
、
そ
し
て
そ
の
お
母
さ
ん
は
誰
か
ら
聞
く
か
と
い
う
と
、
さ
ら
に
そ
の
お
母
さ
ん
で
あ
る
牧
の
方
し
か
情
報
源
は
な
い
は
ず

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
牧
の
方
は
、
当
時
も
鎌
倉
幕
府
内
の
最
重
要
情
報
を
知
り
得
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
五
ペ
ー
ジ
に
行
き
ま
す
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
言
っ
て
お
く
と
、
牧
の
方
の
娘
た
ち
が
異
母
姉
の
北
条
政
子
の
危
篤
に
際
し

て
、
お
見
舞
い
の
た
め
に
京
都
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
下
向
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
政
子
が
死
ん
で
し
ま
う
と
、
牧
の
方
の
娘
た
ち
（
嫡
女

と
三
女
）
や
孫
娘
（
三
女
の
娘
）
も
関
東
に
下
向
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
牧
の
方
や
そ
の
娘
た
ち
と
政
子
の
関
係
は
良
好
だ
っ
た
と

言
え
る
の
で
す
。

③
「
①
」
と
「
②
」
の
事
実
に
矛
盾
（
矛
盾
を
解
決
す
る
説
と
は
…
）

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
て
、「
う
ん
？
」
と
思
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
矛
盾
だ
な
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
つ
ま
り
、
①
で

は
政
子
・
義
時
と
牧
の
方
は
対
立
構
造
に
あ
っ
た
の
に
、②
で
は
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
の
一
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
。

　

比
企
の
乱
（
一
二
〇
三
年
）
後
、
空
白
地
帯
と
な
っ
て
い
た
武
蔵
国
の
掌
握
を
北
条
氏
が
狙
い
ま
す
。
北
条
氏
が
相
模
と
武
蔵
を
押

さ
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
武
蔵
国
で
は
、
畠
山
重
忠
が
武
蔵
国
留
守
所
惣
検
校
と
い
う
役
職
を
持
っ
て
お
り
、
武
蔵
国

を
狙
う
北
条
氏
に
と
っ
て
畠
山
氏
の
存
在
は
障
害
で
し
た
。
そ
こ
で
、
畠
山
重
忠
追
討
事
件
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
北
条
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氏
に
と
っ
て
は
、
武
蔵
国
を
掌
握
す
る
た
め
に
畠
山
を
つ
ぶ
す
こ
と
は
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
御
家
人
か
ら
人
望
の
あ
っ
た
畠
山

を
討
伐
す
る
と
御
家
人
ら
の
反
発
を
招
い
て
し
ま
う
こ
と
は
明
ら
か
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
武
蔵
国
を
掌
握
し
つ
つ
、
御
家
人
た
ち
の
反
発
を
収
め
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
と
考
え
た
と
き
に
、

無
理
な
政
権
掌
握
策
（
牧
の
方
事
件
）
を
わ
ざ
と
企
画
し
て
、
そ
れ
を
北
条
義
時
ら
が
治
め
る
こ
と
に
よ
り
、
北
条
同
士
の
争
い
に
し

て
御
家
人
の
反
発
を
収
め
る
。
つ
ま
り
時
政
・
牧
の
方
に
あ
え
て
乱
を
起
こ
さ
せ
て
、
二
人
に
は
身
を
引
い
て
も
ら
っ
た
と
考
え
る
野

口
実
先
生
の
説
に
乗
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

牧
の
方
事
件
そ
の
も
の
が
北
条
氏
の
自
作
自
演
で
、
時
政
・
牧
の
方
に
政
治
の
表
舞
台
か
ら
身
を
引
い
て
も
ら
っ
た
と
考
え
る
な
ら

ば
、
そ
の
後
も
牧
の
方
と
腹
違
い
の
兄
弟
・
姉
妹
た
ち
の
仲
が
良
好
な
の
も
納
得
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。

④
牧
の
方
は
「
悪
女
」
か

　

最
後
に
悪
女
問
題
に
片
を
付
け
て
お
き
ま
す
。
牧
の
方
は
悪
女
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、『
吾
妻
鏡
』
の
【
奸
謀
を
廻
ら
し
】

と
い
う
書
き
っ
ぷ
り
は
、
牧
の
方
に
全
て
の
責
任
を
押
し
付
け
る
も
の
で
す
。
老ろ

う

耄も
う

の
時
政
が
そ
れ
に
乗
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

構
図
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
事
件
は
牧
の
方
一
人
が
起
こ
し
た
と
も
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
先
述
の

よ
う
に
「
牧
の
方
事
件
」
と
称
す
る
の
に
は
、
迷
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
の
は
、『
吾
妻
鏡
』
は
誰
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。『
吾
妻
鏡
』
は
、
鎌
倉
中
期
の
北
条

政
権
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
歴
史
書
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、『
吾
妻
鏡
』
は
、
北
条
政
権
の
初
代
で
あ
る
時
政
、
そ
し
て
、
二
代
目
義

時
を
悪
く
書
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、「
悪
女
」
と
い
う
言
葉
の
辞
書
的
な
意
味
は
知
っ
て
い
ま
す
か
。「
悪
女
」
の
語
義
は
、
最
初
は
「
容
貌
の
醜
い
女
」
と
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い
う
意
味
で
し
た
が
、
の
ち
の
ち
、
中
世
ぐ
ら
い
か
ら
、「
男
を
た
ぶ
ら
か
し
て
、
権
力
や
財
力
を
手
に
入
れ
た
女
性
」
と
い
う
意
味

に
も
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
男
性
側
か
ら
見
た
価
値
基
準
に
よ
る
女
の
尺
度
と
言
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、

男
側
か
ら
見
た
と
き
の
女
の
見
え
方
で
す
。「
牧
の
方
」
＝
「
悪
女
」
と
い
う
の
は
、『
吾
妻
鏡
』
の
編
さ
ん
者
に
よ
る
も
の
と
言
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
に
は
牧
の
方
だ
け
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
と
も
思
い
ま
す
。
牧
の
方
の
実
像
は
、『
吾
妻
鏡
』
だ
け
を
見
て

も
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

牧
の
方
は
強
い
人
だ
な
と
い
う
感
じ
は
し
ま
す
が
、
実
像
が
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
、『
吾
妻
鏡
』
以
外
の
史
料
や

状
況
証
拠
か
ら
も
精
査
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
想
像
力
を
た
く
ま
し
く
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
想
定
を
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ

と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

○
牧
の
方
は
首
謀
者
？
共
犯
者
？
自
作
自
演
？

　
「
お
わ
り
に
」
に
入
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
牧
の
方
は
、「
牧
の
方
事
件
」
の
首
謀
者
な
の
か
。『
吾
妻
鏡
』
で
は
首
謀
者
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
本
当
は
時
政
や
義
時
が
首
謀
者
で
、
共
犯
者
だ
と
か
、
自
作
自
演
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
ど
ち

ら
に
し
て
も
、『
吾
妻
鏡
』
に
、「
牧
の
方
が
奸
謀
を
廻
ら
す
」
と
こ
こ
ま
で
堂
々
と
載
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
書
い

て
も
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
全
く
違
和
感
が
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
牧
の
方
は
首
謀
者
で
あ
っ
て

も
い
い
人
、
そ
う
い
う
女
が
い
て
も
全
然
お
か
し
く
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
む
し
ろ
大
事
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
、「
こ
の
時
代
の
女
性
た
ち
は
、
私
に
と
て
も
勇
気
を
く
れ
る
存
在
」
と
言
い
ま
し
た
。
牧
の
方
の
現
在
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
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悪
女
と
か
継
母
で
す
。「
悪
女
」
を
「
強
い
女
」
と
言
い
換
え
て
み
ま
し
た
が
、「
強
い
女
」
と
か
「
継
母
」
と
い
う
と
ど
ん
な
イ
メ
ー

ジ
を
持
ち
ま
す
か
。「
皆
さ
ん
の
中
に
、『
強
い
女
』
や
『
継
母
』
に
そ
も
そ
も
ち
ょ
っ
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
問
い
て
お
い
て
、
最
後
に
『
吾
妻
鏡
』
で
牧
の
方
と
政
子
の
関
係
を
記
し
た
亀
の
前
事
件
と
い
う
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
捉
え
直
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

○
「
牧
の
方
と
政
子
の
関
係
」
＝
「
亀
の
前
事
件
」

　

亀
の
前
事
件
は
大
河
で
も
描
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
亀
の
前
と
言
う
女
性
と
頼
朝
が
浮
気
を
し
て
い
る
こ
と
を
、
頼
朝
の
妻
政
子
に

伝
え
た
の
は
継
母
牧
の
方
で
す
。『
吾
妻
鏡
』
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
年
）
十
一
月
十
日
条
に
、【
こ
れ
北
条
殿
の
室
家
牧
の
御
方
密
々

こ
れ
を
申
せ
し
め
た
ま
う
故
な
り
】
と
あ
っ
て
、
政
子
が
浮
気
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
後う
わ

妻な
り

打
ち
（
前
妻
が
後
妻
の
家
な
ど
を

打
ち
壊
し
て
よ
い
と
い
う
慣
習
、
政
子
は
前
妻
で
は
な
い
の
で
、
厳
密
に
は
後
妻
打
ち
で
は
な
い
と
も
。）」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

亀
の
前
の
家
は
壊
さ
れ
て
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
て
、
皆
さ
ん
は
、
こ
の
事
件
を
ど
う
捉
え
ま
す
か
。

　
「
意
地
悪
な
継
母
が
継
娘
に
告
げ
口
を
し
た
」
と
捉
え
る
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、「
こ
の
よ
う

な
継
母
・
娘
関
係
は
、
む
し
ろ
当
時
の
女
性
同
士
が
連
帯
し
て
構
築
す
る
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
在
り
方
な
の
だ
」
と
、
野
村
育
世
さ

ん
が
言
っ
て
い
ま
す
。
母
娘
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
下
女
と
女
主
人
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
も
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
継
母
と
い
う
と
、
千
年
以
上
も
前
か
ら
世
界
中
で
悪
い
女
と
し
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、「
ず
っ
と
そ
う
刷
り

込
ま
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
大
河
ド
ラ
マ
で
は
継
母
・
娘
が
割
と
良
好
な
仲
で
描
か
れ
て
い
た
の
で
、「
大
河
ド
ラ
マ
は
新
し
い

物
語
」
と
も
言
え
る
と
思
い
ま
し
た
。
悪
女
、
継
母
、
強
い
女
と
い
う
先
行
イ
メ
ー
ジ
に
囚
わ
れ
な
い
見
方
を
今
後
も
し
て
い
き
た
い
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と
思
っ
て
い
ま
す
。

○
「
政
治
家
北
条
政
子
が
先
例
に
し
た
も
の
」
＝
「
女
院
と
、
牧
の
方
の
生
き
方
」
か
も

　

レ
ジ
ュ
メ
に
も
、「『
政
治
家
北
条
政
子
が
先
例
に
し
た
も
の
』
＝
『
女
院
と
、
牧
の
方
の
生
き
方
』
か
も
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
将

軍
と
も
言
わ
れ
た
北
条
政
子
が
何
を
手
本
と
し
て
政
治
的
手
腕
を
発
揮
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
本
当
に
終
わ
り
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
実
質
的
に
初
め
て
女
性
と
し
て
将
軍
と
な
っ
た
政
子
に
は
、
見
本
と
す
べ
き
女
性
権
力
者
が
少
な
く
と
も
武
家
に
は
い

ま
せ
ん
。
今
日
見
て
き
た
発
給
文
書
か
ら
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
牧
の
方
と
牧
の
方
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
前
提
と
し
た
院
近

臣
層
経
由
の
「
女
院
の
情
報
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
牧
の
方
の
力
強
い
生
き
方
、
そ
の
前
提
と
な
る
牧
の
方

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
そ
の
中
に
あ
っ
た
院
近
臣
層
の
中
の
八
条
院
発
給
文
書
の
情
報
で
す
。
そ
こ
で
八
条
院
と
つ
な
が
っ
て
く
る
と
、

私
と
し
て
は
非
常
に
面
白
い
で
す
。
そ
れ
を
思
い
付
い
た
の
は
昨
日
だ
っ
た
の
で
レ
ジ
ュ
メ
に
反
映
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
と
、
私
は
今
後
も
楽
し
く
研
究
で
き
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
そ
う
と
、
今
日
見
て
き
た
、
牧
の
方
や
北
条
政
子
の
自
分

で
人
生
を
切
り
拓
い
て
ゆ
く
生
き
方
は
、
非
常
に
頼
も
し
く
、
私
に
勇
気
を
く
れ
る
わ
け
で
す
。
最
後
に
「
参
考
文
献
」
を
出
し
て
お

き
ま
す
。
ご
清
聴
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。�

（
終
了
）

《
参
考
文
献
》

落
合
義
明
「
北
条
時
政
と
牧
の
方
」（
野
口
実
編
『
治
承
～
文
治
の
内
乱
と
鎌
倉
幕
府
の
成
立
』
清
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）

佐
伯
智
宏
「
池
禅
尼
─
頼
朝
の
命
を
救
っ
た
清
盛
の
義
母
─
」（
服
藤
早
苗
編
『「
平
家
物
語
」
の
時
代
を
生
き
た
女
性
た
ち
』
小
径
社
、二
〇
一
三
年
）

佐
藤
恒
雄
『
藤
原
為
家
研
究
』、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
年
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杉
橋
隆
夫
「
牧
の
方
の
出
身
と
政
治
的
位
置
─
池
禅
尼
と
頼
朝
と
─
」（『
古
代
・
中
世
の
政
治
と
文
化
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）

田
中
貴
子
『〈
悪
女
〉
論
』
紀
伊
國
屋
出
版
、
一
九
九
二
年

田
辺
旬
「
北
条
政
子
発
給
文
書
に
関
す
る
一
考
察
─
「
和
字
御
文
」
を
め
ぐ
っ
て
─
（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
七
三
、
二
〇
一
九
年
）

田
辺
旬
「
北
条
政
子
─
「
尼
将
軍
」
の
実
像
─
」（
後
掲
田
辺
・
野
口
編
著
二
〇
二
三
年
）

田
辺
旬
・
野
口
華
世
編
著
『
鎌
倉
北
条
氏
の
女
性
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
小
径
社
、
二
〇
二
三
年

谷
昇
「
北
条
政
子
危
急
を
め
ぐ
る
朝
幕
の
対
応
と
そ
の
背
景
」（『
立
命
館
文
学
』
六
七
四
、
二
〇
〇
一
年
）

野
口
実
『
北
条
時
政
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
二
年

野
村
育
世
『
北
条
政
子
─
尼
将
軍
の
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年

樋
口
州
男
・
田
辺
旬
・
錦
昭
江
・
野
口
華
世
編
著
『『
吾
妻
鏡
』
で
た
ど
る
北
条
義
時
の
生
涯
』
小
径
社
、
二
〇
二
一
年

山
本
み
な
み
「
北
条
時
政
と
そ
の
娘
た
ち
─
牧
の
方
の
再
評
価
─
」（『
鎌
倉
』
一
一
五
、
二
〇
一
三
年
）

野
口
華
世
「
中
世
前
期
の
王
家
と
安
楽
寿
院
─
「
女
院
領
」
と
女
院
の
本
質
─
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
九
八
、
二
〇
〇
六
年
）

野
口
華
世
「
中
世
天
皇
家
か
ら
み
る
新
田
荘
の
成
立
」（『
群
馬
文
化
』
三
三
四
、
二
〇
一
八
年
）

野
口
華
世
「
牧
の
方
─
院
近
臣
層
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
─
」・「
宇
都
宮
頼
綱
の
妻
─
京
都
で
活
躍
し
た
政
子
の
妹
─
」（
前
掲
田
辺
・
野
口
編
著
二
〇
二

三
年
）

　
　
　

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　

北
条
政
子　

牧
の
方　

八
条
院　

藤
原
家
成　

女
性
権
力
者　

院
近
臣


