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源
九
郎
開
叡
義
経
、
こ
の
人
物
程
、
日
本
人

あ
い
せ
き

の
心
を
強
く
ゆ
さ
ぶ
り
、
長
く
哀
惜
の
情
を
か

ち
得
た
人
は
な
い
。

あ
の
弥
生
の
空
に
、
咲
き
ほ
こ
る
桜
の
花
の

よ
う
に
、
航
療
と
咲
き
、
一
陣
の
風
に
は
か
な

く
散
っ
て
い
っ
た
、
そ
の
余
情
は
何
に
た
と
え

よ
う
も
な
い
。

笛
を
吹
き
な
が
ら
、
京
の
五
条
の
橋
の
上
に

現
わ
れ
る
色
白
の
美
少
年
牛
若
丸
、
そ
れ
は
幻

こ
近
い
。

し
か
し
一
の
谷
の
平
家
の
陣
屋
へ
、
ひ
よ
ど

に

L
a

ひ
た
た
れ

り
越
え
の
岩
壁
上
か
ら
「
赤
地
の
錦
の
直
垂
に

黙
桜
駐
の
鍛
春
て
、
臨
脱
打
っ
た
る
刊
の
僻
を
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田
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彦

し
め
金
ぷ
く
り
ん
の
鞍
に
ま
た
が
り
」

っ
た
若
武
者
義
経
。

だ
が
、
五
年
後
、
強
い
軍
略
と
手
練
を
持
ち

な
が
ら
、
兄
に
刃
向
う
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た

義
経
。国

の
涯
、
平
泉
で
、
頼
る
味
方
に
あ
ざ
む
か

れ
、
今
は
も
う
望
み
も
な
く
、
持
仏
堂
の
前
で
、

最
後
の
祈
り
を
し
、
最
愛
の
妻
と
子
を
刺
し
、

白
ら
も
又
、
潔
く
自
刃
し
果
て
た
義
経
。

こ
の
時
義
経
は
わ
ず
か
三
十
一
才
、
ま
こ
と

に
「
花
の
生
命
は
短
か
り
:
:
:
」
で
あ
っ
た
。

「
こ
の
義
経
が
美
山
に
現
わ
れ
、
温
か
く
も

て
な
さ
れ
感
謝
の
か
が
み
を
熊
野
社
に
寄
進
し
、

遠
い
平
泉
へ
と
、
去
っ
て
い
っ
た
云
々
U

こ
れ
は
、
美
山
の
古
い
伝
説
の
一
こ
ま
で
あ

る
。
し
か
し
私
は
今
こ
の
短
い
一
こ
ま
に
耕
表

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

果
し
て
、
義
経
は
こ
の
美
山
へ
来
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
誰
を
た
よ

っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
敗
将
義
経
・
逃
亡

者
義
経
を
、
温
か
く
迎
え
る
人
達
が
い
た
の
で

あ
ろ
、
っ
か
。

天
下
の
死
刑
仕
掛
け
人
と
も
い
う
べ
き
、
執

駈
け
下

ね
ん念

の
頼
朝
に
対
抗
出
来
る
支
持
者
が
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

こ
の
気
持
ち
は
、
単
な
る
判
官
び
い
き
で
は

な
く
、
美
山
の
中
世
の
解
明
の
為
、
そ
し
て
、

義
経
の
実
像
に
せ
ま
る
課
題
で
あ
り
、
私
は
こ

こ
二
十
年
ば
か
り
、
こ
の
検
証
に
力
を
そ
そ
い

で
き
た
。

そ
し
て
今
、
か
美
山
の
中
世
と
義
経
。
と
い

う
課
題
に
魅
せ
ら
れ
、
ま
と
め
て
み
よ
う
と
思

っ
て
い
る
。

幸
い
中
世
の
歴
史
も
、
近
年
多
く
の
資
料
が

発
見
さ
れ
、
多
く
の
先
覚
者
に
よ
っ
て
ま
と
め

ら
れ
、
分
析
と
総
合
、
系
統
化
が
進
ん
で
い
て
、

歴
史
の
真
実
へ
の
検
証
が
容
易
に
な
っ
て
き
た
。

だ
が
、
中
世
と
い
え
ば
八

O
O年
も
古
い
事

で
あ
る
。
真
実
へ
の
検
証
は
そ
う
簡
単
で
は
な

・ν
そ
れ
に
美
山
の
歴
史
は
、
美
山
で
の
事
件
、

人
物
事
象
の
み
を
調
べ
て
も
無
駄
で
、
美
山
の

歴
史
は
、
美
山
の
周
辺
の
歴
史
と
の
関
係
に
於

い
て
、
又
、
越
前
国
と
の
関
連
、
そ
し
て
、
日

本
歴
史
の
流
れ
と
ひ
ろ
が
り
の
中
で
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
。
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そ
う
言
え
ば
、
幅
が
広
く
な
り
、
ま
と
め
に
皇
は
い
た
く
悲
し
ま
れ
園
光
院
を
醍
醐
山
に
建

く
い
の
で
、
私
は
前
述
の
「
美
山
の
中
世
と
義
て
中
宮
の
骨
を
お
さ
め
ら
れ
た
。
御
名
を
藤
原

ま

と

け

ん

L

経
」
に
的
を
し
ぼ
っ
て
、
楽
し
い
気
持
ち
で
、
賢
子
と
申
さ
れ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

中
世
の
旅
を
し
て
み
た
い
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
美
山
の
束
、
計
石
か
ら
花
山
峠
を
越
し
た
所

が
京
都
の
醍
醐
寺
の
荘
園
と
な
っ
た
の
で
あ

し
げ
み
ち

川

成

通

と

義

経

る

記
録
を
見
る
と
、
「
牛
ヶ
原
を
醍
醐
寺
領
と
し

n，
勺

凶

H'九

中
世
と
は
、
一
般
に
源
頼
朝
の
鎌
倉
幕
府
成
て
立
券
し
、
そ
の
土
地
の
四
す
み
に
、
境
界
の

立
以
後
、
織
田
信
長
の
長
船
ま
で
四

O
O年
を
標
示
ぐ
い
を
打
ち
、
同
時
に
浪
人
を
集
め
、
二

さ

す

。

百

町

の

荒

野

を

開

墾

し

た

」

と

記

し

て

い

る

。

し
か
し
、
私
は
今
美
山
の
中
世
の
証
明
の
為
な
お
、
こ
の
年
賢
子
の
御
子
が
わ
ず
か
八
オ

更
に
百
年
許
り
前
か
ら
調
べ
て
み
る
こ
と
と
す
で
位
に
つ
か
れ
堀
河
天
皇
と
な
ら
れ
た
。
ょ
っ

る

。

て

白

河

天

皇

は

上

皇

と

な

ら

れ

、

有

名

な

院

政

「
白
河
天
皇
の
御
代
、
応
徳
元
年
(
一

O
八
四
)
を
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

カ
み

こ
の
年
越
前
の
守
、
源
高
実
、
牛
ヶ
原
荘
を
醍
こ
の
院
政
は
、
藤
原
氏
の
勢
力
が
余
り
に
も

醐

国

光

院

に

施

す

」

と

。

強

い

の

で

、

そ

の

撚

即

政

治

に

対

抗

し

て

行

な

大
日
本
史
で
は
更
に
訴
し
く
、
「
白
河
天
皇
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

の
中
宮
は
、
右
大
臣
源
顕
房
の
女
で
、
そ
の
方
こ
の
頃
、
義
経
の
祖
父
、
源
義
家
は
陸
奥
守

を
関
白
師
賓
が
養
女
と
し
、
延
久
三
年
(
一

O
七
二
と
し
て
平
泉
に
あ
り
、
藤
原
清
衡
を
助
け
て
、

東
宮
に
入
り
、
白
河
天
皇
の
女
御
と
な
り
、
永
後
三
年
の
役
を
果
た
し
、
勇
名
天
下
に
と
ど
ろ

保
一
克
年
(
一

O
八
二
中
宮
と
な
ら
れ
た
。
そ
の
か
せ
、
承
徳
二
年
(
一

O
八
九
)
初
め
て
、
院
へ

方
は
大
そ
う
天
皇
の
寵
影
を
受
け
ら
れ
た
が
わ
の
昇
殿
を
許
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
余
り
に
も

ず
か
三
十
八
オ
で
お
な
く
な
り
に
な
っ
た
。
天
そ
の
名
が
高
く
、
荘
園
を
義
家
に
寄
進
す
る
も

の
が
多
い
の
で
、
院
宣
で
禁
止
さ
れ
る
程
と
な

っ
た
。次

に
保
安
元
年
(
一
一
一
一
O
)
平
忠
盛
、
越
前

国
国
司
と
な
り
、
大
野
、
真
名
川
以
西
八
十
町

を
牛
ヶ
原
庄
領
に
加
う
と
記
さ
れ
て
い
る
。

大
野
地
方
の
開
拓
の
勢
力
が
、
応
徳
元
年
(
一

O
八
四
)
に
は
源
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
も
の
が

三
十
六
年
後
の
保
安
元
年
二
一
二
O
)
に
は
平

氏
の
勢
力
下
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
院
政
の
主
、
白
河
上
皇
の
強
力
な
る

配
慮
が
そ
こ
に
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

白
河
上
皇
は
藤
原
氏
を
お
さ
え
る
た
め
に
院

政
を
聞
か
れ
た
。
又
源
氏
を
お
さ
え
る
た
め
に
、

源
氏
と
似
た
武
士
の
地
位
に
あ
る
平
氏
を
育
て
、

院
の
力
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
平
氏
の
越
前
領

有
の
最
初
は
、
康
和
四
年
(
一
一

O
二
)
平
正
盛

ず
り
よ
今

の
若
狭
守
受
領
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
院

へ
近
づ
く
事
を
考
、
え
た
。

白
河
上
皇
は
女
院
賢
子
の
死
去
の
後
、
そ
の

形
見
の
内
親
王
を
深
く
愛
さ
れ
た
が
、
こ
の
内

親
王
も
又
二
十
一
オ
で
崩
ぜ
ら
れ
た
。
上
皇
の

気
の
お
と
さ
れ
方
は
甚
だ
し
く
、
崩
御
の
翌
々
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日
出
家
さ
れ
、
内
親
王
の
追
福
を
祈
る
た
め
、
あ
っ
た
。
成
通
は
そ
の
協
力
を
得
て
、
牛
ヶ
原
と
進
出
し
た
。

そ
の
御
座
所
の
六
条
院
を
又
御
堂
に
改
め
ら
れ
荘
の
領
域
近
く
に
広
大
な
私
領
荘
園
を
作
り
あ
こ
れ
ら
の
古
文
書
は
醍
醐
寺
側
の
立
場
か
ら

た

。

そ

れ

を

聞

い

た

平

正

盛

は

す

ぐ

六

条

院

に

げ

た

の

で

あ

ろ

う

。

書

か

れ

た

も

の

で

美

山

関

係

で

は

詳

し

く

な

い

所
領
を
寄
進
し
て
、
六
条
院
を
本
所
と
あ
お
い
こ
の
中
の
坂
尻
と
は
「
美
山
の
河
内
の
ま
と
が
現
在
の
美
山
町
の
上
味
見
・
下
味
見
地
域
が
、

だ

の

で

あ

る

。

坂

の

尻

」

即

ち

、

黒

谷

の

事

で

あ

り

、

大

野

の

上

藤

原

成

通

の

私

領

荘

園

に

加

え

ら

れ

た

こ

と

が

こ
の
寄
進
に
よ
っ
て
正
盛
と
白
河
院
と
の
関
庄
、
小
山
の
あ
た
り
を
占
有
し
た
わ
け
で
あ
る
。
わ
か
る
。

係
は
密
に
な
り
、
遂
に
正
盛
の
子
の
忠
盛
の
時
更
に
長
承
二
年
に
は
「
牛
ヶ
原
庄
内
、
泉
郷
部
落
名
と
し
て
は
、
折
立
、
河
原
、
中
手
(

代
に
は
越
前
国
司
と
し
て
成
長
し
、
白
河
院
が
を
、
藤
原
成
通
、
領
有
せ
ん
と
し
た
る
も
寺
家
古
く
は
中
手
の
み
を
昧
美
と
い
っ
た
の
だ
ろ
う

中
宮
の
追
福
の
為
、
園
光
院
を
建
て
ら
れ
る
と
、
こ
れ
を
訴
え
て
、
勅
訴
に
て
大
野
河
以
西
の
中
か
)
河
内
(
藤
原
成
通
に
と
っ
て
は
上
庄
、
小

ほ
ん
じ
よ
A

っ

そ
の
費
用
を
ま
か
な
う
為
に
と
牛
ヶ
原
荘
を
寄
央
を
以
て
、
園
光
院
領
と
境
界
を
定
む
」
と
あ
山
が
本
所
で
あ
る
か
ら
坂
を
越
え
た
味
見
側
は

進
す
る
ま
で
に
力
が
伸
び
て
い
た
の
で
あ
る
。
り
、
「
同
年
成
通
、
川
原
郷
、
山
中
郷
、
穴
馬
裏
と
い
っ
た
ら
し
い
)
こ
の
四
部
落
し
か
名
が

こ
の
頃
か
ら
越
前
で
、
平
氏
の
地
盤
は
、
土
郷
の
一
部
を
私
領
す
」
と
官
符
は
記
し
て
い
る
。
出
て
い
な
い
。
他
の
部
落
は
ま
だ
部
落
と
し
て

地
、
住
民
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
、
強
力
「
醍
醐
寺
新
要
録
」
を
み
る
と
更
に
詳
く
「
川
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

に
育
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
原
郷
、
参
議
藤
原
成
通
こ
れ
を
領
有
、
六
月
十
こ
こ
で
上
・
下
味
見
の
荘
園
領
主
と
な
っ
た

長
承
元
年
(
一
二
三
一
)
九
月
、
牛
ヶ
原
荘
か
四
日
の
官
符
に
、
小
山
郷
内
、
舌
村
、
木
本
小
藤
原
成
通
に
つ
い
て
そ
の
人
物
を
調
べ
て
み
よ

ら
朝
廷
に
訴
え
た
文
書
は
、
「
牛
ヶ
原
の
領
域
山
村
、
小
山
坂
尻
村
、
左
開
村
、
川
原
郷
内
、
ぅ
。

を
約
五

O
年
前
の
応
徳
の
昔
に
復
し
て
欲
し
い
折
立
村
、
川
原
村
味
美
村
、
有
羅
河
内
、
佐
々
成
通
は
右
大
臣
俊
家
の
孫
、
権
大
納
言
宗
通

と
願
い
出
た
。
そ
れ
で
朝
廷
で
は
こ
の
希
望
を
熊
足
河
内
、
穴
馬
河
内
等
、
所
在
の
田
畑
、
数
の
第
四
子
で
あ
る
。
九
オ
の
時
、
病
に
か
か
り

ぞ

う

ず

さ

許
し
、
宣
旨
が
出
さ
れ
た
J

」
し
か
し
「
国
司
、
百
町
に
及
ぶ
。
見
聞
す
る
も
の
そ
の
耳
目
を
疑
あ
る
僧
都
に
頼
ん
で
、
毎
日
祈
躍
を
し
て
も
ら

之
に
応
ぜ
ず
、
同
年
藤
原
成
通
、
木
本
、
舌
、
坂
尻
、
う
」
と
記
さ
れ
る
程
、
広
々
と
し
た
荘
園
と
し
っ
て
い
た
。摘

ま
い

左

聞

を

私

領

す

」

と

官

符

は

記

し

て

い

る

。

て

開

拓

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る

。

あ

ま

り

病

が

ぬ

け

な

い

の

で

、

父

宗

通

が

祈

こ
の
国
司
と
は
、
成
通
の
い
と
こ
の
顕
保
で
牛
ヶ
原
荘
、
泉
郷
へ
の
進
出
を
こ
ば
ま
れ
た
稽
僧
を
か
え
よ
う
と
し
た
所
、
成
通
は
、
「
私

あ
り
、
当
時
の
越
前
大
橡
は
成
通
の
兄
伊
通
で
成
通
は
、
す
ぐ
川
原
郷
、
山
中
郷
、
穴
馬
郷
へ
が
ま
だ
母
の
体
内
に
あ
る
時
か
ら
僧
都
は
修
験

梅
田

美
山
の
中
世
と
義
経
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O
美
山
町
中
世
の
領
、
王
の
系
譜
(
図
1
)

ば
や
物
の
心
ゆ
く
ま
で
u

す
る
と
院
の
中
か
ら
少
女
が
走
り
出
て
き
て
、

成
通
に
言
、
つ
に
は
「
こ
の
院
の
中
に
狂
女
が
お

り
ま
し
て
今
ま
で
、
ど
ん
な
よ
い
薬
も
、
良
医

も
効
果
が
な
く
困
り
果
て
て
お
り
ま
し
た
と
こ

ろ
、
今
あ
な
た
さ
ま
の
御
歌
を
お
き
き
し
て
、

狂
体
が
た
ち
ま
ち
止
ま
り
ま
し
た
。
お
か
げ
で

今
静
か
に
ね
む
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
あ
な
た
様
の
御
歌
の
尊
い
御
力
だ
と

思
い
ま
す
。
ど
う
か
今
一
度
お
歌
い
願
え
な
い

で
し
ょ
う
か
口
と
頼
む
の
で
あ
っ
た
。
成
通
は
、

す
ぐ
院
の
中
に
入
り
心
を
こ
め
て
次
の
よ
う
に

歌
っ
た
。

と

い

う

。

か

い

ず

れ

の

仏

の

願

よ

り

千

手

の

誓

ぞ

た

の

成
通
は
、
人
が
よ
い
行
い
を
す
る
と
涙
ま
で
も
し
き
、
枯
れ
た
る
草
木
も
忽
ち
に
花

出
し
て
ほ
め
た
た
え
る
と
い
う
情
熱
家
で
、
文
咲
き
、
実
の
な
る
時
の
来
た
れ
ば
H

学
的
素
養
と
、
技
能
的
能
力
は
ず
い
ぶ
ん
秀
で
成
通
の
歌
が
終
わ
る
と
、
狂
女
は
ぱ
っ
と
目

て

い

た

ら

し

い

。

を

見

ひ

ら

き

喜

ぴ

の

一

慣

を

こ

ぼ

し

、

つ

い

に

は

う
ん
り
ん
い
ん

或
時
、
骨
一
胃
林
院
の
近
く
で
蹴
鞠
を
や
っ
て
い
病
が
す
っ
か
り
な
お
っ
た
と
い
う
。

た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
急
に
小
雨
が
降
り
出
し
こ
の
よ
う
に
成
通
は
不
思
議
な
技
を
持
っ
た

た
の
で
、
成
通
は
軒
下
に
飛
び
こ
ん
だ
が
、
あ
人
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
父
宗
通
は
「
お
前
の
身

ま
り
た
い
く
つ
な
の
で
、
神
歌
を
口
ず
さ
ん
だ
。
の
軽
い
の
は
朝
臣
と
し
て
、
ほ
め
た
も
の
で
は

グ
雨
ふ
れ
ば
、
軒
の
玉
水
つ
ぶ
つ
ぶ
と
い
は
な
い
」
と
い
ま
し
め
、
鳥
羽
天
皇
も
忠
告
さ
れ
た
。

兼

不
[
し

義
経
の
兄

綱
l
!

回
同
工
同
凶
(
伊
自
良
の
祖

通

l
l一
代
略
l
l

同
国
|
基

兼
|
|
(
二
代
略
)
宗

長

「ーイ

者
と
し
て
、
私
の
病
の
な
お
る
よ
う
祈
っ
て
く

れ
た
。
今
九
才
ま
で
生
き
て
い
た
の
も
そ
の
効

験
の
お
か
げ
だ
と
思
う
。
そ
れ
に
今
ま
で
祈
躍

し
て
く
れ
た
効
力
が
今
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
ど
う
か
そ
ん
な
心
配
は
し
な
い
で

欲
し
い
口
と
言
っ
た
。
そ
の
言
葉
に
父
宗
通
は

も
ち
ろ
ん
、
一
同
深
く
感
激
し
た
と
い
う
。

こ
の
成
通
が
十
五
オ
に
な
る
と
、
不
思
議
に

も
、
病
は
す
っ
か
り
な
お
り
、
ス
タ
イ
ル
ま
で

す
ら
り
と
し
て
美
し
い
衣
装
が
よ
く
似
あ
っ
た

園
|
宗

賓
ー
回
国
(
宇
坂
荘
領
主
)
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し
か
し
成
通
は
死
ぬ
ま
で
こ
の
よ
う
な
所
業
を

か
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

だ
が
、
彼
の
神
歌
は
格
調
高
い
も
の
で
、
道

教
的
修
験
の
匂
い
と
、
白
河
院
の
今
様
の
味
を

面
白
く
教
え
て
く
れ
る
。

味
見
領
有
の
頃
は
、
三
十
六
オ
の
円
熟
し
た

頃
で
あ
っ
た
。
平
治
元
年
(
一
一
五
九
)
出
家
し

れ
ん

て
栖
蓮
と
号
し
た
。

そ
し
て
、
応
保
二
年
(
一
二
ハ
二
)
六
十
六
オ

で
な
く
な
っ
た
。

こ
れ
み
ち

次
に
成
通
の
兄
、
伊
通
に
つ
い
て
説
明
す
る

わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
義
経
に
関

係
が
及
ぶ
所
で
あ
る
か
ら
複
雑
で
あ
る
が
、
書

い
て
み
よ
う
と
思
う
。

右
大
臣
俊
家
の
孫
で
、
父
は
宗
通
、
保
安
三

年
、
二
一
二
二
)
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
大
治

五
年
二
一
三
O
)
他
の
同
僚
四
人
が
権
中
納
言

と
な
っ
た
の
に
、
伊
通
は
選
に
入
ら
な
か
っ
た
。

伊
通
出
そ
れ
を
恥
じ
、
辞
表
を
出
し
、
朝
廷
に

せ
ち
え

出
仕
せ
ず
、
節
会
の
式
の
日
に
、
ぴ
ろ
う
毛
の

車
を
こ
わ
し
、
人
通
り
の
道
の
真
中
で
燃
や
し
、

よ
ご
れ
た
衣
装
を
き
て
遊
ぴ
ま
わ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
伊
通
の
子
の
為
通
が
、
崇
徳
天
皇
の

梅
田

美
山
の
中
世
と
義
経

寵
を
得
た
の
で
、
伊
通
に
も
朝
廷
へ
の
出
仕
を

す
す
め
ら
れ
た
。
当
時
関
白
太
政
大
臣
は
藤
原

忠
通
で
あ
っ
た
が
、
忠
通
の
宰
に
伊
通
の
妹
が

比
附
し
て
い
た
の
で
、
忠
通
は
伊
通
の
気
持
ち
を
察

し
、
や
は
り
反
対
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
崇
徳

天
皇
は
、
鳥
羽
上
皇
に
ま
で
口
添
え
し
て
も
ら

い
、
遂
に
伊
通
を
説
得
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で

長
承
二
年
、
伊
通
は
陣
座
に
於
て
権
中
納
言
の

位
を
路
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
は
藤
原
氏
の
時
代
で
あ
っ
た
が
、
院

や
天
皇
の
外
戚
と
し
て
権
力
を
持
つ
事
が
彼
等

の
大
き
な
夢
で
あ
っ
た
。

忠
通
の
弟
の
頼
長
は
、
賢
オ
と
の
誇
れ
高
く
、

父
忠
実
に
愛
さ
れ
て
お
り
、
徳
大
寺
公
能
の
女
、

多
子
を
養
女
と
し
、
こ
れ
を
近
衛
天
皇
の
女
御

と
し
て
入
内
さ
せ
、
皇
子
の
出
産
を
待
っ
て
い

た

一
方
、
忠
通
も
、
伊
通
の
妹
、
宗
子
を
室
と

し
て
い
た
の
で
、
伊
通
の
女
、
呈
子
を
養
女
と

し
、
更
に
美
福
門
院
の
養
女
と
し
、
近
衛
天
皇

o 
伊

白 通
河 の

亘書 女
実主 九

2| 経
営 l 芸お

き__:__ 塁 1%害関
1画一「制-r.員レ ) 11i.. 

門 |上|門女怖
院 | 皇|院穏(

- ，子図
~ 2 

I I I 
養
女

九
係
院

呈 近
子衛
( 天
近 皇
衛(
天十
皇七
女オ
御で
)死

白
河
の
御
子
か
)

崇
徳
上
皇
(
新
院

雅
仁
親
王
(
後
白
河
天
皇
)
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じ
ゅ
う
だ
い

の
女
御
と
し
入
内
さ
せ
、
皇
子
の
出
産
を
待
っ

て
い
た
。
(
図
2
参
照
)

弟
、
頼
長
に
は
、
父
忠
実
が
味
方
し
、
忠
通

に
は
、
美
福
門
院
(
近
衛
天
皇
の
実
母
)
が
養

女
と
し
て
味
方
し
て
い
た
。
こ
の
争
い
が
や
が

て
、
平
治
の
乱
に
発
展
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
し
ば
ら
く
お
き
、
(
成
通
の
兄
)
伊
通
の

子
、
呈
子
は
、
女
御
で
あ
る
の
で
、
女
院
と
言

わ
れ
、
九
燦
院
と
呼
ば
れ
た
。

こ
の
九
俊
院
呈
子
は
、
久
安
六
年
(
二
五
O
)

従
三
位
に
叙
さ
れ
川
内
、
御
歳
二
土
産
ゃ
く

ば
か
り
の
美
し
き
で
あ
っ
た
。

じ
ゅ
弓
だ
い

九
僚
院
の
入
内
の
為
、
伊
通
の
長
男
、
為
通

は
蔵
入
頭
中
将
中
宮
権
大
夫
に
な
り
、
伊
通
の

島
は
、
従
四
位
上
右
京
大
夫
と
な
り
、
伊
通
の

弟
、
成
通
は
従
三
位
権
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
侍

従
を
兼
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。

平
治
物
語
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

「
九
候
院
の
中
宮
、
位
に
つ
か
れ
し
時
、
都

の
中
よ
り
、
み
め
よ
き
女
、
千
人
を
そ
ろ
え
て
、

そ
の
中
よ
り
百
人
、
又
百
人
の
中
よ
り
十
人
す

ぐ
り
い
だ
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
常
磐
と
い
う
艇

仕
あ
り
、
千
人
の
美
女
の
中
で
、
第
一
の
美
女

で
あ
っ
た
。
そ
の
美
し
さ
は
、
漢
で
は
椋
L
F
b
、

日
本
で
は
小
野
小
町
も
こ
れ
以
上
で
は
な
か
っ

た
U

と
記
し
て
い
る
。

こ
の
常
磐
が
義
経
の
母
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
六
年
目
、
久
喜
二
年
(
一
一
五
五
)

近
衛
天
皇
は
、
わ
ず
か
十
七
オ
で
悌
仰
臥
さ
れ
た
。

そ
の
日
、
中
宮
呈
子
は
尼
と
な
ら
れ
、
御
年
二

十
四
オ
で
あ
っ
た
。

永
暦
元
年
(
一
一
六
O
)
正
月
、
常
磐
の
夫
、

義
朝
は
戦
に
敗
れ
、
尾
張
国
、
内
海
で
不
慮
の

死
を
と
げ
た
。

六
波
羅
の
常
磐
追
捕
の
手
は
き
び
し
く
ま
ず

母
が
召
し
と
ら
れ
た
。

常
磐
は
母
の
命
を
た
す
け
よ
う
と
幼
な
き
三

児
を
引
き
つ
れ
て
、
六
波
羅
に
出
て
来
た
。

三
児
と
は
今
若
、
乙
若
、
牛
若
(
義
経
)
で

t
のヲ
h
v

。
自
首
を
覚
悟
し
た
常
磐
は
、
こ
の
世
の
お
別

れ
に
旧
主
、
九
俊
院
に
い
と
ま
ご
い
に
参
上
し

た。
そ
の
時
の
様
子
は
平
治
物
語
に
く
わ
し
い
。

女
院
は
、
子
供
を
連
れ
た
常
磐
を
御
覧
に
な

っ
て
「
ど
う
な
さ
れ
た
の
で
す
。
最
近
、
何
事

が
お
こ
っ
た
の
で
す
か
」
と
申
さ
れ
た
。
常
磐

は
「
子
供
の
生
命
を
助
け
よ
う
と
、
大
和
の
或

る
所
に
か
く
れ
て
い
ま
し
た
が
、
と
が
も
な
い

母
の
生
命
ま
で
危
う
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
六

波
羅
へ
自
首
し
よ
う
と
思
い
お
別
れ
に
ま
い
り

ま
し
た
U

と
述
べ
る
と
、
女
院
は
、
大
層
哀
れ

に
思
わ
れ
、
「
最
後
の
よ
そ
お
い
は
私
が
し
て

あ
げ
ま
し
ょ
う
口
と
、
女
院
の
御
衣
装
を
、
常

し
ょ
弓
ぞ
く

磐
に
着
せ
ら
れ
子
供
達
の
装
束
ま
で
そ
れ
ぞ

れ
に
下
さ
っ
た
。
常
磐
は
悲
し
み
の
中
に
も
喜

ん
で
お
別
れ
を
言
っ
て
出
ょ
う
と
す
る
と
、
御

車
ま
で
準
備
さ
れ
て
、
小
さ
い
子
供
と
常
磐
を

乗
せ
て
送
ら
れ
た
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。

夕、

こ
の
よ
う
に
、
成
通
の
姪
女
院
と
、
義
経
の

母
常
磐
と
の
関
係
が
心
悲
し
く
結
ぼ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
又
、
九
燦
院
の
雑
仕
を
、
義
朝
の
妾

と
し
た
事
実
は
忠
通
、
伊
通
、
成
通
と
義
朝
と

の
関
係
、
そ
し
て
院
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
か
、

強
く
深
く
結
ぼ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

の
で
あ
る
。

次
に
、
成
通
の
私
領
、
小
山
郷
、
川
原
郷
、

山
中
郷
、
穴
馬
郷
は
ど
の
よ
う
な
受
領
形
態
で
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あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
資
料
は
あ
ま
り
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ

で
成
通
の
他
の
池
に
あ
っ
た
荘
園
を
調
べ
て
み

ト品、つ。紀
伊
の
国
伊
賀
郡
に
神
野
、
真
国
の
荘
が
そ

れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
康
治
元
年
(
一
一
四
二
)
鳥

羽
院
庁
下
文
案
に
よ
っ
て
詳
し
く
わ
か
る
。

こ
の
あ
た
り
は
、
高
野
山
の
入
口
で
あ
る
が
、

天
暦
の
頃
(
九
四
七
)
帰
化
人
が
開
拓
し
た
所

と
言
わ
れ
、
こ
の
年
、
開
伽
お
と
い
う
者
が
相

伝
し
て
の
ち
高
野
山
に
仏
聖
料
用
途
と
し
て
寄

進
し
た
所
で
あ
る
。
し
か
し
国
衛
か
ら
収
公
さ

れ
そ
う
に
な
っ
た
為
、
権
中
納
言
成
通
に
寄
進

し
安
全
を
計
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

だ
が
こ
れ
は
、
長
依
友
か
ら
直
接
成
通
に
渡

っ
た
の
で
は
な
く
、
初
め
備
後
法
橋
智
秀
と
い

う
僧
侶
に
地
主
職
を
ゆ
ず
り
、
そ
の
仲
介
に
よ

り
、
成
通
家
を
領
家
と
し
た
。

こ
の
智
秀
と
は
、
醍
醐
寺
派
の
三
井
寺
の
僧

S
L
 

で
、
成
通
の
甥
(
成
通
の
兄
、
季
通
の
養
子
で

実
は
伊
通
の
子
)
で
あ
る
。
(
図
1
参
照
)

こ
の
神
野
・
真
国
荘
は
高
野
参
詣
の
一
街
道

に
沿
っ
て
い
る
の
で
、
院
の
高
野
参
詣
の
重
要

梅
田

美
山
の
中
世
と
義
経

な
位
置
に
あ
っ
た
。
そ
ん
な
関

係
か
ら
か
成
通
は
院
に
本
家
職

を
寄
進
し
た
。

こ
の
関
係
か
ら
考
え
る
と
、

上
・
下
味
見
を
私
領
し
て
い
た

成
通
は
領
家
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
鳥
羽
院
を
本
家
と
し
て

い
ヲ
匂
。大

野
地
方
の
古
い
文
献
を
見

る
と
、
長
承
二
年
大
政
官
符
で
、

鳥
羽
院
の
御
封
内
若
狭
国
六
十
五
畑
、
越
前
国

四
十
八
畑
を
高
野
山
に
施
入
さ
れ
た
こ
と
ず
記

さ
れ
て
い
る
。

わ
が
大
野
の
成
通
荘
園
も
後
に
は
、
神
野
真

国
荘
の
知
く
本
家
は
鳥
羽
院
と
し
、
領
家
が
成

通
で
あ
っ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
そ

の
下
の
預
所
は
、
ど
ん
な
人
物
が
い
た
の
で
あ

ろ
、
っ
か
。

そ
れ
に
一
万
暦
元
年
(
一
一
八
四
)
に
な
る
と
鎌

倉
か
ら
派
遣
さ
れ
た
代
官
が
入
部
し
て
来
る
。

北
条
氏
の
代
官
で
あ
る
。
こ
の
代
官
は
翌
二

年
に
な
る
と
地
頭
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

O
神
野
真
国
荘
の
支
配
関
係
(
図
3
)

①
康
治
二
年
(
一
一
四
一
一
)
の
頃
の
支
配

(

本

家

)

(

領

家

)

(

預

所

)

鳥
羽
院
1
1
1
1藤
原
成
通
1
1
1
1
長

依

友

②
鳥
羽
院
崩
御
の
後
の
支
配

金
峯
山
〆

(

本

家

)

/

:
(
領
主
)
/
一
二
井
寺

八

条

院

1
1
1
1藤
原
泰
通
1

1
↓
僧
智
秀
(
備
後
法
橋
)

高

野

山

¥

古
記
録
で
は
北
条
義
時
の
代
官
と
し
か
分
か

ら
な
い
が
弘
長
元
年
(
一
二
六
こ
に
な
る
と
は

っ
き
り
併
息
長
氏
が
確
認
で
き
る
。

初
め
成
通
の
預
所
で
あ
っ
て
の
ち
地
頭
に
補

さ
れ
た
の
か
、
北
条
氏
の
代
官
と
し
て
初
め
て

地
頭
に
補
さ
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
何
と
な
く
成
通
荘
園
の
預
所
的
匂

い
が
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
伊
自
良
氏
は
、
八
回
知
家
の
二
男
有
知

が
祖
で
あ
る
。
「
坂
東
八
館
諮
問
」
を
見
る
と
「
承

久
三
年
ご
二
二
二
藤
原
有
知
、
関
東
に
味
方

し
、
戦
功
あ
り
、
美
濃
国
山
県
郡
、
伊
自
良
の

地
を
賜
わ
り
、
伊
自
良
氏
を
称
す
」
と
記
し
て
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い

る

。

へ

や

っ

て

来

る

と

す

れ

ば

(

美

山

町

)

成

通

荘

大
野
や
、
川
原
郷
に
入
っ
た
の
は
い
つ
頃
か
。
園
は
絶
好
の
隠
遁
の
地
で
あ
る
と
考
え
る
次
第

そ
れ
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
伊
自
良
氏
を
名
で
あ
る
。

の
る
以
前
な
ら
、
藤
原
氏
を
名
の
っ
て
い
た
は
そ
れ
に
成
通
荘
園
に
接
し
て
字
坂
の
庄
(
美

ず

で

あ

る

。

山

町

)

は

反

頼

朝

派

の

近

衛

基

通

の

荘

園

で

あ

と
に
か
く
、
相
当
早
く
よ
り
奥
越
の
開
拓
に
る
。
都
で
義
経
は
こ
の
基
通
の
邸
に
長
く
匿
わ

入
っ
て
い
て
後
、
そ
の
地
を
賜
わ
っ
た
よ
う
で
れ
て
い
た
と
い
う
。

あ

る

。

義

経

が

壇

の

浦

で

世

紀

の

勝

利

を

得

て

凱

旋

色
々
興
味
あ
る
事
が
あ
る
が
紙
数
が
つ
き
た
し
た
時
、
ま
っ
先
に
出
迎
え
神
器
を
受
け
取
つ

の
で
詳
し
く
は
次
回
以
後
に
述
べ
る
と
し
て
、
た
の
は
、
参
議
左
近
衛
中
将
藤
原
泰
通
(
成
通

結

論

を

急

ご

う

。

の

一

男

)

で

あ

り

、

そ

の

指

示

は

す

べ

て

御

白

こ
の
伊
自
良
有
知
の
父
、
藤
原
知
家
は
義
経
河
法
皇
と
摂
政
、
基
通
か
ら
出
て
い
る
。

の

兄

で

あ

る

と

い

う

。

以

上

の

諸

事

実

と

当

時

の

状

勢

か

ら

、

私

は

す
る
と
、
有
知
は
義
経
の
甥
で
あ
る
。
も
し
、
義
経
の
最
後
の
隠
遁
の
地
は
、
越
前
の
成
通
荘

義
経
が
美
山
へ
や
っ
て
き
た
頃
、
成
通
荘
園
の
園
と
基
通
の
荘
園
以
外
に
な
い
と
考
え
る
の
で

預
所
が
有
知
、
又
は
そ
の
一
族
で
あ
っ
た
な
ら
あ
る
。

ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

義
経
の
来
た
と
い
う
頃
は
、
鳥
羽
院
か
ら
時

代
が
下
っ
て
、
後
白
河
院
の
頃
で
あ
る
が
、
頼

朝
を
け
ん
せ
い
す
る
実
力
は
充
分
で
あ
り
、
領

家
の
成
通
の
子
泰
通
も
院
の
重
臣
で
あ
る
。
そ

し
て
預
所
、
伊
自
良
有
知
は
義
経
の
甥
で
あ
る
。

逃
げ
ま
わ
る
義
経
が
、
縁
を
求
め
て
、
越
前

笠
島

佐
久
高
土
先
生
の
ご
逝
去
を
悼
む
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