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修
羅
能
に
お
け
る
武
士
の
取
り
上
げ
方
と
そ
の
背
景

金

沢

裕

之

『
平
家
物
語
』
を
本
説
と
す
る
謡
曲
を
読
み
な
が
ら
、
常
々
気
に
か
か
る
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
『
忠
度
』
を
例
に
と
る
と
、
「
さ

な
き
だ
に
妄
執
多
き
婆
婆
な
る
に
、
な
に
な
か
な
か
の
千
載
集
の
、
歌
の
品
に
は
入
り
た
れ
ど
も
、
勅
勘
の
身
の
悲
し
さ
は
、
読
み
人

知
ら
ず
と
書
か
れ
し
こ
と
、
妄
執
の
中
の
第
一
な
り
。
さ
れ
ど
も
そ
れ
を
撰
じ
給
ひ
し
、
俊
成
さ
へ
空
し
く
な
り
給
へ
ば
、
お
ん
身
は

み
内
に
あ
り
し
人
な
れ
ば
、
今
の
定
家
君
に
申
し
、
然
る
べ
く
は
作
者
を
つ
け
て
賜
び
給
へ
一
ー
ど
い
う
、
歌
道
へ
の
執
心
の
た
め
に
忠

度
が
死
後
の
世
界
か
ら
よ
み
が
え
っ
て
恨
み
を
述
べ
る
、
そ
の
部
分
で
あ
る
。

馬
場
あ
き
子
氏
は
『
修
羅
と
艶

l
i能
の
深
層
美
』
の
中
で
、
「
能
と
い
う
F

そ
の
曲
目
の
半
数
以
上
が
幽
霊
に
よ
っ
て
主
人
公
の

座
を
押
え
ら
れ
て
い
る
奇
妙
な
芸
能
は
、
こ
の
幽
霊
の
登
場
理
由
に
〈
妄
執
〉
と
い
う
主
題
を
与
え
た
。
あ
の
世
か
ら
三
の
世
へ
と
、

瞬
時
を
引
き
返
し
て
く
る
こ
と
の
可
能
な
力
は
、
ひ
と
え
に
こ
の
世
に
残
し
た
妄
執
の
深
さ
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な

(
2
)
 

る
。
」
と
説
明
し
て
お
り
、
更
に
こ
の
考
え
方
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
何
故
死
後
の
世
界
(
あ
の
世
)
が
現
世
(
こ
の
世
)
と
受
流
し
て
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い
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
時
間
と
空
間
の
規
制
か
ら
脱
す
る
た
め
の
演
劇
的
発
想
で
あ
お
ど
か
、
死
の
時
点
か
ら
生
を
ふ
り

(

4

)

(

5

)

 

返
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
回
想
場
面
を
観
客
に
印
象
づ
け
る
た
め
で
あ
る
と
か
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
心
理
空
間
を
描
き
出
す
た
め
と
か
、

多
く
の
人
々
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
『
忠
度
』
に
お
い
て
、
修
羅
の
妄
執
を
描
か
ず
に
歌
道
へ
の
執
着
か
ら
来
る
迷
妄
に
切
り
か
え
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
「
修

羅
と
は
世
阿
弥
以
前
に
お
い
て
は
ま
さ
に
妄
執
の
世
界
で
あ
り
悪
鬼
の
世
界
で
あ
り
、
陰
惨
な
物
狂
の
世
界
な
の
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)

(
6
)
 

そ
れ
を
い
か
に
し
て
美
し
く
表
現
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
世
阿
弥
の
苦
心
が
あ
っ
た
。
」
と
い
う
説
明
は
首
肯
で
き
る
し
、
『
平
家
物

語
』
そ
の
も
の
の
思
想
の
中
に
も
、
相
良
享
氏
が
「
武
士
ら
し
い
武
士
に
は
、
今
生
に
か
け
た
期
待
を
思
い
切
る
時
が
あ
っ
た
。
思
い
切
っ

た
そ
の
時
、
そ
の
武
士
は
、
武
士
に
と
っ
て
た
だ
こ
れ
だ
け
は
と
い
う
も
っ
と
も
大
切
な
も
の
だ
け
を
大
事
に
し
た
。
そ
れ
は
名
で
あ
っ

(
7
)
 

た
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
忠
度
で
い
え
ば
和
歌
や
和
歌
に
お
け
る
名
を
、
生
死
の
問
題
を
超
越
す
る
大
切
な
も
の
と
し
て
考
え
て

い
た
、
と
い
う
あ
り
方
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
挙
げ
た
諸
見
解
は
そ
れ
な
り
に
み
な
妥
当
に
思
わ
れ
、
納
得
も
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
点
を
認
め
た
上
で
、
私
に

は
依
然
と
し
て
『
忠
度
』
の
構
想
に
つ
い
て
理
解
で
き
な
い
部
分
が
残
る
。
そ
れ
は
た
と
え
死
後
の
世
界
か
ら
で
あ
る
に
し
て
も
、
何

故
忠
度
が
恨
み
(
執
心
)
を
主
張
し
て
き
た
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
平
家
物
語
』

で
忠
度
都
落
ち
の
場
面
を
見
て
み
る
と
、
そ

こ
で
は
「
其
後
世
し
づ
ま
っ
て
、
千
載
集
を
撰
ぜ
ら
れ
け
る
に
、
忠
度
の
有
し
あ
り
様
、
い
ひ
を
き
し
こ
と
の
葉
、
今
更
お
も
ひ
出
て

か
の

哀
也
け
れ
ば
、
彼
巻
物
の
う
ち
に
さ
り
ぬ
ベ
き
歌
い
く
ら
も
あ
り
け
れ
共
、
勅
勘
の
人
な
れ
ば
、
名
字
を
ば
あ
ら
は
さ
れ
ず
、
故
郷
花

と
い
ふ
題
に
て
よ
ま
れ
た
り
け
る
歌
一
首
ぞ
、
読
人
し
ら
ず
と
入
ら
れ
け
る
。

さ
ヨ
な
み
や
志
賀
の
都
は
あ
れ
に
し
を
む
か
し
な

(
8
)
 

其
身
朝
敵
と
な
り
に
し
上
は
、
子
細
に
を
よ
ば
ず
と
い
ひ
な
が
ら
、
う
ら
め
し
か
り
し
事
共
也
。
」
と
、

が
ら
の
山
ぎ
く
ら
か
な



確
か
に
作
者
の
う
ら
め
し
い
感
慨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
う
ら
め
し
さ
は
、
あ
く
ま
で
作
者
(
ま
た
は
見
聞
き
し
た
者
た
ち
)

の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
忠
度
自
身
の
も
の
で
は
な
い
。
俊
成
に
自
作
の
一
巻
の
家
集
を
托
し
、
「
今
は
西
海
の
波
の
底
に
し
づ
ま
ぱ
沈
め
、

(
9
)
 

山
野
に
か
ぱ
ね
を
さ
ら
さ
ば
さ
ら
せ
、
浮
世
に
お
も
ひ
を
く
事
候
は
ず
。
さ
ら
ば
い
と
ま
申
し
て
」
と
「
悦
」
ん
で
立
ち
去
っ
て
ゆ
く

忠
度
は
、
既
に
そ
の
時
点
で
(
俊
成
に
家
集
を
托
し
た
と
い
う
行
動
に
よ
っ
て
)
思
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
極
端
に
言
え
ば
、
彼

修羅能における武士の取り上げ方とその背景

の
「
さ
ヨ
な
み
や
|
|
|
」
の
一
首
が
千
載
集
に
読
み
人
知
ら
ず
と
し
て
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
後
日
談
か
ら
さ
え
き
っ
ぱ
り
と
切
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
『
平
家
物
語
』

の
美
し
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
謡
曲
の

『
忠
度
』
は
、
『
平
家
物
語
』

で
忠
度
が
断
ち
切
っ
た
(
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
こ
そ
美
し
さ
を
見
た
)
ま

さ
に
そ
の
執
心
に
焦
点
を
当
て
、

そ
れ
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
を
構
成
し
て
い
る
。
謡
曲
と
い
う
型
に
す
る
上
で
の

見
事
な
換
骨
奪
胎
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
こ
の
部
分
に
お
け
る
『
平
家
物
語
』
と
謡
曲
の
取
り
扱
い
方
の
違
い
は
、
武
士
の
あ
り
方

に
も
関
わ
る
、
何
か
深
い
意
識
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
を
私
に
感
じ
さ
せ
る
。

世
阿
弥
が
「
源
平
の
名
将
の
人
体
の
本
説
な
ら
ば
、
こ
と
に
〈
平
家
の
物
語
の
ま
ら
書
ベ
し
?
教
え
た
室
長
(
修
羅
能
)

を
中
心
に
、
謡
曲
に
お
け
る
武
士
の
取
り
上
げ
方
を
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
、
併
せ
て
、
能
の
大
成
期

で
あ
っ
た
南
北
朝
か
ら
室
町
初
期
に
お
い
て
、

そ
の
発
展
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
享
受
者
と
し
て
の
武
士
層
の
あ
り
方
も
考
察
し
て
み

，-、.。

&'''LV 

3 

一
口
に
修
羅
能
と
い
っ
て
も
、
作
品
の
主
題
、
特
色
、
本
説
と
の
関
わ
り
、
武
士
の
取
り
上
げ
方
、
な
ど
に
は
多
種
多
様
な
も
の
が
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あ
り

一
つ
の
視
点
か
ら
統
一
的
に
全
体
を
ま
と
め
て
ゆ
く
の
は
、
基
だ
困
難
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
の
中
か
ら
四
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
取
り
上
げ
て
、

そ
の
ポ
イ
ン
ト
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
例
修
羅
道
の
苦
し
み
に
つ
い
て

一
川
成
仏
・
救
い
に
つ
い
て

一
例
武
士
の
行
為
に
つ
い
て

「

ω幽
玄
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

例
修
羅
道
の
苦
し
み
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
対
象
と
な
る
作
品
を
検
討
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

修
羅
道
と
は
仏
教
で
い
う
六
道
の
一
つ
で
、
現
世
で
争
い
を
し
た
者
や
慢
心
・
猪
疑
心
の
強
か
っ
た
者
が
死
後
に
落
ち
る
世
界
で
あ

(

U

)

(

昭

)

(

日

)

り
、
常
に
闘
誇
を
事
と
す
る
と
い
わ
れ
る
。
『
八
島
』
や
『
簸
』
や
『
経
政
』
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
様
は
そ
れ
を
典
型
的
に
表
わ
し

由
え

て
い
る
も
の
と
い
え
る
し
、
修
羅
道
と
は
限
定
で
き
な
い
が
『
鶴
』
の
陥
っ
て
い
る
世
界
も
、
修
羅
道
に
渇
す
る
恐
ろ
し
き
ゃ
暗
さ
を

秘
め
て
い
る
も
の
と
い
え
る
苛
}

さ
て
、
修
羅
道
の
苦
し
み
を
激
し
く
伝
え
る
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
共
通
す
る
特
色
が
あ
る
。
そ
れ
は
苦
し
み
に
端
ぐ
主
人
公
た
ち
が
、

ほ
と
ん
ど
弔
い
に
よ
る
救
い
を
頼
ん
で
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
苦
し
み
に
端
ぐ
者
た
ち
こ
そ
、
弔
い
に
よ
る
救
い
を
求
め
て

も
よ
さ
そ
う
な
の
に
、
義
経
も
景
季
も
経
政
も
ほ
と
ん
ど
そ
れ
を
望
ま
な
い
。
と
す
る
と
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
彼
ら
の
苦
し
み

は
弔
い
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
彼
ら
の
苦
し
み

は
確
か
に
、
華
々
し
く
素
晴
し
い
も
の
で
あ
っ
た
現
世
へ
の
希
求
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
『
八
島
』
に
お
け
る
義



経
の
華
々
し
い
働
き
、
『
簸
』

の
景
季
の
鮮
や
か
な
姿
や
戦
い
ぶ
り
、
『
経
政
』
に
お
け
る
夜
遊
の
面
白
さ
。
そ
れ
ら
は
み
な
、
(
彼
ら

に
と
っ
て
は
)
修
羅
の
苦
し
み
が
い
か
に
烈
し
く
て
も
、

そ
れ
さ
え
厭
わ
ず
に
希
求
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

修羅能における武士の取り上げ方とその背景

そ
う
し
た
現
世
を
希
求
し
そ
れ
に
愛
着
を
持
つ
心
こ
そ
が
、
逆
に
修
羅
道
の
苦
し
み
を
一

(
日
)

層
激
し
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
現
世
の
栄
誉
が
修
羅
道
の
苦
し
み
に
つ
な
が
る
」
と

い
う
逆
説
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
『
頼
政
』
に
も
、
こ
の
傍
証
に
な
る
よ
う
な
事
例
が
見
ら
れ
る
官
官
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お

こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
、
こ
の
逆
説
が
、
逆
説
な
る
が
故
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
世
の
栄
誉
は
、
死
後
の
苦
し
み

の
世
界
か
ら
振
り
返
る
時
、
苦
し
み
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
そ
の
輝
き
を
増
す
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
現
世
の
栄
誉
が
即
苦
し
み
に
つ

な
が
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

と
す
る
と
、
こ
う
し
た
修
羅
道
の
苦
し
み
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
主
人
公
た
ち
の
熱
い
思
い
に
は
、
甚
だ
人
間
的
・
現
世
的
な
傾
向

の
漁
夫
の
老
母
が
暖
な
く
叫
ん
だ
「
我
が
子
を
返
せ
」
と
い
う
思
凶
)
に
も
通
じ
、

が
強
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
藤
戸
』

永
遠
に
果
て
る
こ
と
な
〈
彼
ら
を
苦
し
め
続
け
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

同
成
仏
・
救
い
に
つ
い
て

修
羅
の
苦
し
み
が
強
調
さ
れ
な
い
作
品
で
は
、
程
度
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
菩
提
の
弔
い
の
依
頼
や
成
仏
が
中
心
に
な
る
こ
と
が

多
い
。
調
章
の
中
で
は
っ
き
り
と
主
人
公
の
成
仏
が
語
ら
れ
る
も
の
に
は
、
『
清
経
』
『
通
盛
』
『
藤
戸
』
が
あ
り
、
こ
と
ば
と
し
て
は

(

児

)

(

凶

)

見
え
な
い
も
の
の
ほ
ぼ
成
仏
が
約
束
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
『
頼
政
』
『
敦
盛
』
『
知
章
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の

(
初
)

の
場
合
は
弔
い
の
依
頼
も
強
い
が
修
羅
道
の
苦
し
み
も
強
く
、
た
や

辺
り
の
所
が
不
明
な
の
が
『
実
盛
』
と
『
忠
度
』

で
、
『
実
盛
』

5 

す
く
成
仏
で
き
る
と
は
思
え
な
い
し
、
『
忠
度
』

の
場
合
は
、
本
説
で
も
謡
曲
で
も
死
ぬ
直
前
に
十
念
を
唱
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
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る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
清
経
』
の
よ
う
に
そ
れ
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
は
い
な
い
苛
}

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
例
で
も
見
た
現
世
へ
の
執
心
と
の
関
係
で
あ
る
。
実
盛
も
忠
度
も
、
現
世
で
の
華
々
し
い
死
に
様
や
歌

道
へ
の
執
着
が
強
く
残
っ
て
お
り
、

そ
ち
ら
へ
の
関
心
が
弔
い
に
よ
る
救
い
へ
の
関
心
を
上
回
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
思
い
あ

ぐ
ね
、

つ
い
に
は
思
い
切
っ
た
害
の
「
思
い
」

へ
の
執
着
は
、

そ
れ
だ
け
に
ひ
と
き
わ
強
い
も
の
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
謡
曲
作
品
で
大
き
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
成
仏
や
救
い
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
か
ら
ま
ず
引
き
出
さ
れ
る
の
は
、
成
仏
や
救
い
が
大
変
重
要
な
関
心
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
で
あ
ろ
う
。
が
、

果
し
て
実
際
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

は
っ
き
り
と
成
仏
が
語
ら
れ
て
い
る
作
品
の
中
で
、
無
条
件
に
成
仏
が
礼
讃
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
『
通
盛
』
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
『
通
盛
』
の
場
合

3
一
人
が
と
も
に
成
仏
す
る
姿
は
、
超
人
間
的
な
零
囲
気
が
強
い
「
成
仏
」
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
現
世

的
な
感
じ
の
す
る
恋
愛
へ
の
礼
讃
の
よ
う
な
印
象
が
強
い
。
『
清
経
』
の
場
錨
ぽ
作
品
全
体
の
関
心
や
流
れ
と
は
違
っ
て
、
た
だ
死
の

(
泊
)

直
前
に
十
念
を
唱
え
た
と
い
う
こ
と
で
、
ど
ん
で
ん
返
し
の
よ
う
に
成
仏
が
語
ら
れ
る
。
更
に
『
藤
戸
』
の
場
合
は
、
こ
れ
は
明
ら
か

に
強
引
な
付
け
足
し
の
感
じ
で
、

一
曲
全
体
と
し
て
考
え
る
と
、
老
母
の
烈
し
い
恨
み
の
心
情
を
暖
昧
な
も
の
に
し
て
し
ま
い
か
ね
な

い
恐
れ
さ
え
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
成
仏
や
救
い
の
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
問
題
は
お
そ

ら
く
常
識
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
中
世
を
広
く
覆
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
謡
曲
で
は
確
か
に
そ
れ
を
多
く
扱
っ
て
い
る
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
謡
曲
が
特
に
成
仏
や
救
い
の
問
題
を
大
き
く
考
え
て
い
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
よ
り
こ
こ
で
は
、

世
阿
弥
が
伝
書
で
も
強
調
す
る
能
の
祝
言
協
が
ら
く
る
要
請
の
方
を
重
く
考
え
て
み
た
い
。
演
芸
が
祝
言
を
事
と
す
る
の
は
、
洋
の
東



西
を
問
わ
ぬ
法
則
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
仏
教
の
宗
派
的
問
題
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
世
阿
弥
が
時
宗
の
徒
で
あ
っ
た
か
禅
宗
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
か

と
い
う
問
題
は
、
今
日
で
も
ま
だ
完
全
に
解
決
が
つ
い
て
い
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
は
深
入
り
し
な
い
と
し
て
、
謡
曲
の
作

ロ
聞
か
ら
、

そ
の
宗
教
的
性
向
を
探
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
思
わ
れ
る
。
多
く
の
修
羅
能
の
な
か
に
は
、
浄
土
教
的
な
も

修羅能における武士の取り上げ方とその背景

の
(
こ
れ
に
は
当
然
『
平
家
物
語
』
自
体
の
思
想
の
あ
り
方
が
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
)
、
時
宗
的
な
も
の
、
禅
的
な
も
の
な
ど
が
入

り
組
ん
で
お
り
、
作
品
の
中
で
扱
わ
れ
た
り
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

す
ぐ
そ
れ
と
の
結
び
つ
き
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
そ

そ
の
こ
と
か
ら
逆
に
一
つ
い
え
る
こ
と
は
、

そ
の
よ
う
に
作
品
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
の
も
の
を
扱
っ
て
い
る

う
に
な
い
。
た
だ
、

と
い
う
要
請
か
ら
、
広
く
多
く
の
考
え
方
を
受
け
入
れ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
体
質
が
、
謡
曲
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
題
材
も
見
物
人
も
雑
多
な
も
の
で
あ
る
芸
能
と
し
て
の
能
に
と
っ
て
、

そ
う
し
た
姿
勢
は
最
も
基
本
的
な
も
の
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
武
士
の
行
為
に
つ
い
て

『
平
家
物
語
』
が
主
従
の
情
誼
や
功
名
の
た
め
に
思
い
切
っ
て
死
に
向
か
う
と
い
う
武
士
の
行
動
を
活
写
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
『
平
家
物
語
』
を
本
説
と
す
る
能
に
も
、
当
然
そ
う
し
た
合
戦
の
場
面
や
武
士
の
行
為
が
多
く
登
場
す
る
。
で
は
そ
こ
で
、

彼
ら
の
行
為
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
八
島
』
『
艦
』
『
実
盛
』
な
ど
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
主
人
公
の
修
羅
道
に
お
け
る
苦
し
み
が
あ
っ
た
。
そ
の
性
格
に
つ
い
て

は
例
で
考
え
た
が
、

そ
う
し
た
苦
し
み
を
武
士
の
現
世
で
の
行
為
と
関
係
ず
つ
け
て
考
え
て
み
る
と
、
武
士
の
華
々
し
い
行
為
は
ど
ち
ら

7 

か
と
い
え
ば
否
定
的
に
見
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
か
と
思
う
。
中
世
に
広
が
っ
て
い
た
仏
教
的
な
基
盤
か
・
り
す
れ
ば
、
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戦
い
そ
の
も
の
が
一
つ
の
悪
事
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
立
場
が
も
っ
と
は
っ
き
り
と
し
た
型

を
も
っ
て
出
て
き
て
い
る
の
が
『
藤
戸
』

で
、
そ
ミ
で
は
武
士
層
以
外
の
者
か
ら
武
士
の
行
為
を
眺
め
る
視
点
が
設
定
さ
れ
、
武
者
の

習
い
が
持
つ
利
己
的
な
性
格
や
非
情
さ
が
、
殺
さ
れ
た
漁
夫
の
老
母
の
嘆
き
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

但
し
、

そ
う
し
た
武
士
の
行
為
に
対
す
る
否
定
的
な
見
方
と
い
う
の
は
、
最
初
か
ら
意
図
さ
れ
て
い
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
盛

綱
は
老
母
を
不
慣
だ
と
は
思
っ
て
も
自
分
の
行
為
を
反
省
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
し
、
些
か
唐
突
な
型
で
は
あ
る
が
、
息
子
の
漁
夫
も

成
仏
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
武
士
の
行
為
を
否
定
的
に
捉
え
る
見
方
は
意
図
的
に
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
息
子

へ
の
愛
着
の
故
に
悲
嘆
に
く
れ
て
い
る
老
婆
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
意
図
が
、
間
接
的
に
導
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
老
母
を
作
品
の
中
に
描
き
出
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
、
社
会
情
勢
の
変
化
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

武
士
の
行
為
が
必
ず
し
も
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
、
『
兼
平

1
v
『
知
章
』
の
例
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
彼
ら
に
は
修
羅
の
苦
し
み
が
見
ら
れ
な
い
し
、
兼
平
の
場
合
は
勇
壮
な
死
が
称
え
ら
れ
て
い
る
感
じ
で
、

一
方
知
章
の

場
合
は
、
成
仏
が
約
束
さ
れ
る
よ
う
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で
二
つ
の
作
品
を
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
両
者
に
お
け
る
主
人

公
の
武
士
の
行
為
に
は
、
直
接
的
な
情
愛
が
背
景
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
兼
平
が
最
後
ま
で
っ
き
従
っ
て
跡
を
追
っ
た
義
仲

は
、
主
君
と
は
い
え
兼
平
の
兄
弟
の
よ
う
な
間
柄
(
兼
平
は
め
の
と
子
)
で
あ
っ
た
し
、
知
章
は
父
の
身
代
り
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
行
為
は
結
果
的
に
は
確
か
に
名
を
あ
げ
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
決
し
て
最
初
か
ら
そ
れ
を
意
図
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
義
経
や
景
季
や
実
盛
や
盛
綱
の
行
為
は
、
ま
さ
に
最
初
か
ら
「
名
」
を
求
め
て
命
を
空
し
く
す
る
行
為
で
あ
っ

た
(
義
経
の
場
合
は
名
声
を
守
る
た
め
)
。



こ
う
し
て
見
て
く
る
と
謡
曲
に
お
い
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
命
を
空
し
く
す
る
と
い
う
行
為
自
体
で
は
な
く
、
非
実

体
的
な
名
を
求
め
る
と
い
う
動
機
の
方
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
命
は
名
よ
り
重
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
り
、

E
っ
、
そ
う
し
た
命
も
情
愛
の
為
に
は
軽
ん
ぜ
し
め
ら
れ
う
る
、
と
い
う
志
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
妻
へ
の
情
愛
を
原
因
と
し

て
入
水
す
る
と
い
う
、
武
士
に
あ
る
ま
じ
き
行
為
を
し
た
清
経
が
、

た
と
え
十
念
の
せ
い
と
は
い
い
な
が
ら
も
成
仏
で
き
た
の
は
、
そ

修羅能における武士の取り上げ方とその背景

う
し
た
認
識
の
上
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ω幽
玄
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

世
阿
弥
が
、
彼
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
軍
体
の
能
(
修
羅
能
)
を
工
夫
す
る
上
に
お
い
て
、
『
平
家
物
語
』

に
注
目
し
た
こ
と
は
、
『
平
家
物
語
』
の
持
つ
風
雅
な
側
面
(
具
体
的
に
は
「
花
鳥
風
月
」
)
に
よ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
『
癒
』
の
梅
、

の
笛
、
『
経
政
』
の
琵
琶
な
ど
、

『
頼
政
』
『
忠
度
』

の
和
歌
、
『
敦
盛
』
『
清
経
』

そ
う
し
た
多
く
の
例
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
「
花
鳥
風
月
」
の
素
材
が
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る
と
、
『
平
家
物
語
』
と
謡
曲

で
は
異
な
っ
た
様
相
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
番
大
き
な
違
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

そ
う
し
た
素
材
の
作
品
に
お
け
る
位
置
で
、
『
平
家
物
語
』

で
は
主
体
と
し
て
の
人
間
に

対
し
て
そ
れ
ら
は
従
属
的
に
存
在
し
て
い
た
の
に
比
べ
て
、
謡
曲
で
は
そ
れ
ら
の
「
花
鳥
風
月
」
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
時
に
は
一

曲
全
体
を
も
支
配
す
る
よ
う
な
位
置
に
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
忠
度
』
『
経
政
』
『
敦
盛
』
『
頼
政
』
な
ど
に
は
特
に
そ
の
傾
向
が

強
い
。
そ
し
て
そ
れ
以
外
で
も
、
例
え
ば
『
知
章
』
や
『
通
盛
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
た
と
え
統
一
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
な
い
に

し
で
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
素
材
が
調
章
に
ち
り
ば
め
ら
れ
、
作
品
の
主
題
や
主
人
公
と
は
別
に
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
て
、

曲

9 

の
流
れ
の
中
心
に
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
「
花
鳥
風
月
」
や
恋
の
素
材
が
集
合
的
に
作
り
上
げ
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
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般
に
幽
玄
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
武
士
を
主
人
公
に
扱
う
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
な
る
べ
く
華
や
か
な
味
わ
い
を
盛
り
込
ま
せ

ょ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
修
羅
能
の
特
色
が
あ
る
の
で
あ
る
。

但
し
、
こ
こ
で
い
う
幽
玄
な
昧
わ
い
と
は
、
『
平
家
物
語
』
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
余
情
的
で
悲
哀
の
色
彩
が
強
い
も
の
で
は
な
く
、

も
っ
と
我
々
の
感
覚
に
直
接
追
っ
て
く
る
よ
う
な
華
や
か
で
ド
ギ
ツ
イ
、
活
き
活
き
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

田
中
裕
氏
は
世
阿
弥
の
伝
書
の
研
究
か
ら
、
彼
に
お
け
る
幽
玄
の
性
格
を
「
そ
れ
は
感
覚
的
、
官
能
的
に
華
麗
な
も
の
、
明
快
な
も
の
、

寛
澗
な
も
の
、
新
鮮
な
も
の
で
あ
っ
て
、
内
面
性
と
し
て
の
幽
暗
、
厳
粛
、
緊
張
、
静
寂
な
ど
か
ら
か
な
り
遠
い
も
の
と
い
っ
て
よ

い
J
r述
べ
て
い
る
が
、
幽
玄
に
お
け
る
そ
う
し
た
性
格
は
、
実
際
の
作
品
の
中
か
ら
も
か
な
り
強
く
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

次
に
?
謡
曲
や
そ
の
他
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
南
北
朝
か
ら
室
町
期
に
お
け
る
武
士
の
あ
り
方
や
そ
の
背
景
を
考
え
て
み
た
い
。
「
武

者
の
習
い
」
に
し
た
が
っ
て
、
思
い
を
断
ち
切
っ
て
死
に
敢
然
と
立
ち
向
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
た
初
期
武
家
社
会
に
対
し

て
、
能
の
大
成
期
の
武
家
社
会
に
お
け
る
思
想
的
特
質
は
、
「
現
世
的
な
る
も
の
の
重
視
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

現
世
的
な
生
へ
の
執
着
の
強
さ
は
、

そ
れ
を
典
型
的
に
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
能
に
お
い
て
は
、

一
日
一
現
世
へ
の
思
い
を

断
ち
切
っ
た
害
の
忠
度
や
経
政
ら
が
、
死
後
も
な
お
現
世
へ
の
執
着
に
さ
い
な
ま
れ
続
け
る
し
、
名
の
た
め
に
生
を
軽
ん
じ
た
義
経
や

景
季
や
実
盛
は
死
後
も
烈
し
い
責
苦
を
受
け
、
名
も
な
き
漁
夫
や
そ
の
母
や
怪
烏
(
鶴
)
も
、
連
綿
と
生
へ
の
執
着
を
語
り
続
け
る
。
『
太

平
記
』
に
登
場
す
る
護
良
親
王
は
、
殺
さ
れ
て
も
な
お
食
い
切
っ
た
万
を
口
に
含
ん
で
生
き
て
い
る
人
間
の
よ
う
な
眼
を
し
て
、
ま
さ



に
生
へ
の
執
念
を
見
せ
つ
け
る
し

B
軍
馬
や
人
の
肉
ま
で
食
べ
て
飽
城
を
続
け
た
金
崎
城
の
兵
士
た
時

rも
、
烈
し
い
生
へ
の
執
念

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
死
に
直
面
し
た
時
の
生
へ
の
執
着
に
対
し
て
、
現
世
に
お
け
る
現
世
的
な
も
の
の
重
視
の
さ
ま
は
、
生
の
謡
歌
と
い
う
型

修羅能における武士の取り上げ方とその背最

で
発
揮
さ
れ
る
。
同
じ
く
『
太
平
記
』
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、
「
武
家
ノ
族
ハ
富
貴
日
来
ニ
百
倍
シ
テ
、
身
ニ
ハ
錦
繍
ヲ
握
ヒ
食
ニ
ハ

八
珍
ヲ
尽
セ
リ
品
ど
い
う
状
態
で
、
特
に
世
阿
弥
に
一
忠
の
田
楽
や
名
生
の
笛
の
技
の
素
晴
し
さ
を
伝
え
国
ご
と
で
知
ら
れ
る
婆
裟

羅
大
名
佐
々
木
道
誉
ら
は
、
戦
乱
の
合
聞
を
見
て
寸
日
々
寄
リ
合
ヒ
テ
、
此
間
ノ
辛
苦
ヲ
忘
レ
ン
ト
テ
酒
宴
・
茶
ノ
会
ナ
ン
ド
シ
テ
夜

昼
遊
ピ
」
わ
招
待
に
大
原
野
の
花
会
な
ど
は
「
世
ニ
無
レ
類
遊
ピ
」
と
称
さ
れ
て
い
る

3
f
た
巻
三
十
五
寸
京
勢
重
ネ
テ
南
方
発
向
ノ
事
」

に
は
、
情
勢
の
変
化
で
急
逮
参
戦
を
免
れ
た
武
士
た
ち
が
、
「
今
度
ノ
軍
ハ
定
テ
手
痛
カ
ラ
ン
ズ
ラ
ン
ト
、

ア
グ
ン
デ
思
ヒ
ケ
ル
ガ
、

安
ニ
相
違
シ
テ
一
軍
モ
ナ
ケ
レ
パ
、
皆
悦
ピ
勇
ン
デ
、
擁
テ
京
へ
ゾ
入
リ
ニ
ケ
ル
」
と
生
を
素
直
に
悦
ん
で
い
る
姿
が
描
き
出
さ
れ
て

い
る
。さ

て
こ
の
時
代
の
現
世
的
な
る
も
の
の
重
視
の
傾
向
と
、
中
世
の
根
底
を
流
れ
続
け
た
仏
教
思
想
と
の
関
わ
り
は
、
ど
の
よ
う
に
考

え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
佐
々
木
道
誉
と
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
『
徒
然
草
』
の
作
者
吉
田
兼
好
の
場
合

で
あ
る
。
橘
純
一
氏
は
『
徒
然
草
』
に
お
け
る
章
段
ご
と
の
内
容
分
類
を
行
な
い
、
そ
の
中
で
最
も
多
く
の
割
合
を
占
め
て
い
る
の
が
「
現

世
を
肯
定
し
た
上
で
の
処
世
訓
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
兼
好
が
出
家
者
で
あ
る
こ
と
と
『
徒
然
草
』
の
中
に
人
生
の
無
常
を
説
い
た
説

が
若
干
あ
る
こ
と
か
ら
『
徒
然
草
』
を
一
貫
す
る
の
が
厭
世
思
想
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
一
般
的
な
説
を
否
定
し
、
「
な
る
ほ
ど
兼
好
は
、

無
常
を
観
じ
て
世
を
厭
へ
と
か
な
り
強
い
語
気
で
勧
め
て
ゐ
る
。
し
か
し
、

そ
の
世
と
い
ふ
の
は
絶
対
的
の
人
生
を
意
味
す
る
も
の
で

11 

は
な
く
、
俗
世
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
即
ち
俗
世
を
離
れ
て
閑
居
す
る
こ
と
が
真
に
人
生
を
楽
し
む
所
以
で
あ
る
。
寸
陰
を
惜
ん
で
時
々
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(
鈍
)

刻
々
生
存
の
喜
び
を
味
は
へ
と
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
つ
ま
り
兼
好
は
現
世
の
肯
定
者
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
太
平
記
』

巻
二
十
一
「
塩
谷
判
官
講
死
ノ
事
」
に
も
、
他
人
の
妻
に
横
恋
慕
し
た
高
師
直
に
呼
ば
れ
て
恋
文
を
代
筆
し
た
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
り
、

世
間
知
に
通
暁
し
現
世
的
生
を
楽
し
ん
で
い
る
出
家
者
兼
好
の
姿
が
訪
御
と
す
る
。

『
徒
然
草
』
第
百
三
十
七
段
で
は
、
何
人
も
死
を
免
れ
得
な
い
こ
と
を
語
っ
た
の
ち
「
兵
の
軍
に
出
づ
る
は
、
死
に
近
き
こ
と
を
知

り
て
、
家
を
も
忘
れ
、
年
を
も
忘
る
。
世
を
背
け
る
草
の
庵
に
は
、
闘
に
水
石
を
弄
び
て
、
こ
れ
を
よ
そ
に
聞
く
と
思
へ
る
は
い
と
は

か
な
し
。
静
か
な
る
山
の
奥
、
無
常
の
か
た
き
襲
ひ
来
ざ
ら
ん
や
。
其
の
死
に
臨
め
る
事
、
戦
の
陣
に
進
め
る
に
同
じ
」
と
述
べ
、
同

じ
く
死
を
免
れ
得
な
い
人
間
の
う
ち
で
も
、
そ
の
職
能
か
ら
必
然
的
に
死
を
常
に
心
に
当
て
て
い
る
武
士
の
生
の
方
に
、
隠
遁
者
の
そ

れ
よ
り
重
い
も
の
を
見
ょ
う
と
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
そ
う
し
た
武
士
の
生
が
即
享
楽
的
な
も
の
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
前
に
あ
げ

た
『
太
平
記
』
に
お
け
る
佐
々
木
道
誉
ら
の
生
き
ざ
ま
は
、
兼
好
の
考
え
る
武
士
の
生
に
か
な
り
近
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
人
、
こ
れ
ま
た
道
誉
や
兼
好
と
同
時
期
を
生
き
た
禅
僧
夢
窓
疎
石
の
場
合
を
見
て
み
た
い
。
『
夢
中
問
答
』
の
中
で

疎
石
が
く
り
返
し
非
難
す
る
も
の
に
、
「
凡
夫
の
外
に
仏
あ
り
、
磁
土
の
外
に
浄
土
あ
り
」
と
い
う
立
場
を
取
る
浄
土
宗
の
教
え
が
あ

る
「
お
)
「
生
死
の
外
に
浬
繋
を
も
と
め
、
妄
心
の
外
に
真
心
を
求
め
」
死
後
に
行
き
つ
く
浄
土
や
楽
土
に
の
み
思
い
を
致
す
、
と
い
う
現

実
逃
避
的
・
現
実
否
定
的
あ
り
方
は
、
彼
の
よ
く
す
る
所
で
は
な
か
っ
た

3
f死
無
常
を
恐
れ
て
隠
遁
す
る
の
で
は
な
く
、
「
山
河
大

地
・
森
羅
万
象
悉
く
是
れ
自
己
な
り
」
と
自
覚
し
て
、
現
実
に
向
か
っ
て
工
夫
し
て
ゆ
く
と
い
う
現
実
直
視
・
現
実
肯
定
の
生
き
方
が

彼
の
基
本
に
あ
る
百
一
む
ろ
ん
名
利
を
求
め
る
心
は
厳
し
く
戒
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
し
か
れ
共
若
し
た
ぎ
生
死
無
常
を
怖

れ
て
、
世
欲
の
名
利
を
求
め
ざ
る
ば
か
り
に
て
、
真
実
の
道
心
を
発
す
こ
と
な
く
ば
、
亦
是
れ
愚
人
な
り
斗
ど
い
う
よ
う
に
、
目
前
の

現
実
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
す
る
あ
り
方
こ
そ
も
っ
と
も
厳
し
く
戒
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。



疎
石
の
こ
う
し
た
此
岸
的
と
い
え
る
あ
り
方
は
、
時
の
権
力
者
に
進
ん
で
近
づ
い
た
り
庭
園
造
り
の
た
め
に
全
国
を
廻
っ
た
と
い
う

彼
の
生
涯
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
武
士
の
あ
り
方
に
つ
い
て
語
る
部
分
で
も
、
「
忠
功
を
い
た
せ
る
人
の
恩
賞
に

ほ
こ
り
て
諒
罰
に
あ
ふ
を
見
て
、
忠
功
を
い
た
す
こ
と
詮
な
し
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
訴
罰
に
あ
ふ
こ
と
は
忠
功
の
と
が
に
は
あ
ら
ず
。

修羅能における武士の取り上げ方とその背景

恩
賞
に
ほ
こ
り
て
過
分
の
心
を
起
せ
る
故
な
り
。
(
中
略
)
過
分
の
ふ
る
ま
ひ
を
せ
ず
、
い
よ
/
¥
忠
を
い
た
し
功
を
つ
ま
ば
、
唯
身

を
立
て
家
を
起
す
の
み
な
ら
ず
、
君
の
た
め
世
の
た
め
無
窮
の
巨
益
あ
る
べ
し
斗
ど
述
べ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
型
で
武
士
の
あ
り
方

が一

E
公
認
さ
れ
れ
ば
、
あ
と
の
過
分
の
受
け
取
り
方
は
武
士
自
身
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
現
世
的
な
る
も
の
を
求
め
る
方

向
を
助
長
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

四

こ
う
し
て
当
時
の
仏
教
的
姿
勢
か
ら
考
え
て
も
、
南
北
朝
か
ら
室
町
初
期
に
お
け
る
現
世
的
な
る
も
の
を
重
視
す
る
傾
向
は
、
現
実

肯
定
と
い
う
型
を
と
っ
て
時
代
の
底
流
を
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
振
り
返
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
能
に
登
場
す

る
武
士
た
ち
は
、
修
羅
道
に
苦
し
む
に
し
て
も
成
仏
し
て
ゆ
く
に
し
て
も
、

そ
の
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
姿
は
、
情
念
を
む
き
出
し
に
し

た
甚
だ
人
間
的
な
も
の
で
、
と
て
も
悟
り
切
っ
た
超
人
間
的
で
明
澄
な
さ
ま
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

武
士
を
主
人
公
に
し
た
修
羅
能
が
、
時
の
支
配
者
で
あ
り
能
の
享
受
者
で
あ
っ
た
武
士
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た

h
A
U
d
 

い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
。

4
修
羅
能
に
お
け
る
武
士
の
取
り
上
げ
方
に
対
す
る
捉
え
方
の
違
い
に
も
よ
る
が
、

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

私
は
現
実
に
血
腫
い
戦
争
に
と
り
巻
か
れ
た
武
士
た
ち
に
と
っ
て
、
戦
争
が
非
情
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
の
合
聞
に
は
華
や
か

13 

な
美
し
い
も
の
・
人
間
的
な
も
の
を
希
求
し
た
で
あ
ろ
う
し
、

そ
う
し
た
時
に
む
き
出
し
と
も
い
え
る
型
で
発
現
し
て
く
る
人
間
の
情
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念
が
、
修
羅
能
に
も
強
く
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

多
く
の
論
者
が
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
修
羅
道
の
苦
患
を
典
型
的
に
表
わ
す
部
分
と
す
る
、
『
八
島
』

の
「
ま
た
修
羅
道
の
関
の
声
。

矢
叫
び
の
音
震
動
せ
り
。(

剖
)

思
ひ
ぞ
出
づ
る
壇
の
浦
」
と
い
う
場
面
に
は
、
修
羅
道
の
苦
患
を
見
(
想
像
し
)
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
も
な
お
戦
の
世
界
に
立
ち
向
か
っ

〔
カ
ケ
リ
〕

け
ふ
の
修
羅
の
敵
は
た
そ
、
な
に
能
登
の
守
教
経
と
や
、
あ
ら
物
々
し
ゃ
手
並
み
は
知
り
ぬ
、

て
ゆ
く
(
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
武
士
の
あ
り
様
が
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、

そ
の
背
景
に
は
、
現
世
を

肯
定
的
に
捉
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
禅
思
想
を
中
心
と
す
る
時
代
の
あ
り
方
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

謡
曲
や
世
阿
弥
の
論
書
の
中
に
禅
用
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
近
年
の
研
第
九
よ
っ
て
、
世
阿
弥

が
後
年
(
六
十
才
前
後
)
禅
宗
に
帰
衣
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
禅
宗
は
先
に
夢
窓
疎
石
の
例
に

見
た
よ
う
に
、
仏
教
の
う
ち
で
も
、
む
し
ろ
現
実
肯
定
的
色
彩
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
死
後
の
苦
し
み
・
現
世
の

無
常
の
意
識
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
逆
に
現
世
に
お
け
る
常
な
る
も
の
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
が
当
時
の
支
配
的
な
意
識
な
の
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
常
な
る
も
の
と
し
て
人
間
の
情
愛
や
情
念
が
捉
え
ら
れ
、

そ
こ
に
「
人
間
的
生
」
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ

プ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

1 i主

横
道
寓
里
雄
・
表
章
校
注
『
謡
曲
集
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
的
組
、
岩
波
書
底
、

と
の
み
記
す
。

同
書
(
講
談
社
、
一
九
七
五
)
四
O
頁。

増
田
正
造
『
能
の
表
現
』
(
中
公
新
書
、

一
九
六
三
)
何
二
四
六
頁
。
以
下
『
謡
曲
集
』

(
2
)
 

(
3
)
 

一
九
七
二
五
八
頁
。
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16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

『
謡
曲
集
』
解
説
(
同
八
頁
)
。

湯
浅
泰
雄
『
日
本
人
の
宗
教
意
識
』
(
名
著
刊
行
会
、
一
九
八
二

北
川
忠
彦
『
世
阿
弥
』
(
中
公
新
書
、
一
九
七
二
)
九
三
頁
。

『
武
士
道
』
(
塙
新
書
、
一
九
六
八
)
六
四
頁
。

高
木
市
之
助
ら
校
注
『
平
家
物
語
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
泥
沼
、
岩
波
書
店
、

同
右
。

『
三
道
』
(
表
章
・
加
藤
周
一
校
注
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
日
本
思
想
大
系
出
、
岩
波
書
店
、

『
謡
曲
集
』
例
二
七
一

1
四
頁
。

佐
成
謙
太
郎
校
注
『
謡
曲
大
観
』
(
明
治
書
院
、
一
九
三

O
)
付
五
二
ハ
i
二
O
頁
。
以
下
『
謡
曲
大
観
』
と
の
み
記
す
。

『
謡
曲
集
』
例
三
一
一
一
一
l
四
頁
。

『
謡
曲
集
』

ω三
O
五
1
一
O
頁。

『
謡
曲
集
』
肘
二
六
五
頁
の
『
八
島
』
の
主
題
解
説
。

『
謡
曲
集
』

ω二
五
八
i
六
四
頁
。
頼
政
に
は
修
羅
の
苦
患
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
現
世
に
お
い
て
栄
誉
を
得
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
に
も
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。

『
謡
曲
集
』
肘
三
四
七
頁
。

『
謡
曲
集
』
似
二
四
O
頁。

『
謡
曲
大
観
』
四
二
二
四
七
1
五
二
頁
。

『
謡
曲
集
』
同
二
七

0
1
三
頁
。

『
謡
曲
集
』
伺
二
四
七
l
八
頁
。

『
謡
曲
集
』

ω一
一
六
頁
。

『
謡
曲
集
』

ω二
五
六
頁
。

『
謡
曲
集
』
肘
三
四
九
頁
。

『
風
姿
花
伝
』
(
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
前
掲
書
、
所
収
)

一
六
五
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
イ
ン
モ
l
ス
氏
の
説
。

一
九
五
九
)
伺
一

O
四
頁
。

一
九
七
四
、
所
収
)

一
三
八
頁
。

25 24 23 22 21 20 19 18 17 

一
四
頁
。
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40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 

『
謡
曲
大
観
』
口
七
二
四
i
三
O
頁。

『
中
世
文
学
論
研
究
』
(
塙
書
房
、
一
九
六
九
)
四
六
四
頁
。

後
藤
丹
治
・
釜
田
喜
三
郎
校
注
『
太
平
記
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
M
l
初
、
岩
波
書
底
、

同
右
、
口
二
四
二

1
四
頁
。

同
右
、
日
二
五
二
頁
。

『
習
道
書
』
(
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
前
掲
書
、
所
収
)
二
三
八
頁
、
及
び
『
申
楽
談
儀
』
(
同
上
)
一
一
六
一
頁
。

『
太
平
記
』
前
掲
書
、
国
三

O
六
頁
。

同
右
、
日
四
四
三
頁
。

橘
純
一
校
注
『
徒
然
草
』
(
日
本
古
典
全
集
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
七
)
解
説
、
四
O
i
二
頁
。

佐
藤
泰
舜
校
訂
、
夢
窓
国
師
『
夢
中
問
答
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
三
四
)
一
八
五
頁
他
。

同
右
、
一
八
四
真
。

同
右
、
二
ニ

O
頁。

同
右
、
九
九
頁
。

同
右
、
六
九
l
七
O
頁。

金
井
清
光
『
能
の
研
究
』
(
桜
楓
社
、
一
九
六
九
)

九
八

O
)
一
七
二

1
三
頁
他
。

『
謡
曲
集
』
肘
二
七
三
頁
。

香
西
精
『
世
阿
弥
新
考
』
(
わ
ん
や
書
臣
、

一
九
六

O
)
口
三
二
頁
。

二
九
頁
。
家
永
三
郎
『
猿
楽
能
の
思
想
史
的
考
察
』
(
法
政
大
学
出
版
局
、

42 41 

一
九
六
二
)
所
収
の
「
世
阿
弥
の
出
家
と
帰
依
」
他
。

(
大
学
院
学
生
)


