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97 書評と紹介

批
代
以
降
の
王
権
継
承
争
い
と
蘇
我
氏
内
部
の
族
長
権
争
い
で
あ
る
。

蘇
我
氏
と
の
婚
姻
の
有
無
に
好
対
照
を
見
せ
る
敏
達
系
と
用
明
系
を
、

百
済
宮
家
と
斑
鳩
宮
家
と
呼
ん
で
、
土
権
継
承
争
い
を
説
明
す
る
試
み

は
新
鮮
で
あ
る
が
、
「
上
宮
」
が
斑
鳩
宮
を
指
す
語
で
は
な
い
と
い
う
指

摘
に
は
従
え
な
い
。
著
者
の
挙
例
も
、
む
し
ろ
斑
鳩
宮
が
上
宮
と
呼
ば

れ
て
い
た
こ
と
を
積
極
的
に
支
持
す
る
根
拠
と
な
る
と
評
者
は
考
え
る
。

さ
て
、
「
孤
立
化
・
独
善
化
」
の
問
題
に
戻
る
と
、
王
権
継
承
争
い
に

加
わ
る
中
で
、
そ
れ
が
進
行
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
評
者
は
、
権
力
闘
争
の
背
後
に
政
策

論
レ
ベ
ル
の
問
題
が
潜
む
可
能
性
を
常
に
疑
っ
て
み
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。
蝦
夷
・
入
鹿
の
「
孤
立
化
・
独
善
化
」
は
、
単
な

る
権
力
欲
に
よ
っ
て
進
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
評
者
は
、
こ
の
問
題

は
七
世
紀
半
ば
と
い
う
政
治
状
況
の
中
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え

る
。
一
般
向
け
の
限
ら
れ
た
紙
数
の
な
か
で
、
政
策
論
レ
ベ
ル
の
議
論

を
展
開
さ
せ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

時
代
の
諸
条
件
に
規
制
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
「
等
身
大
」
の
蘇
我
氏
を

描
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
国
家
形
成
期
を
画
す
時
代
を
牛
き
た
こ
の
一

組
の
父
子
が
、
国
政
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
も
う
と
し
た
か
を
考
え
る

こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
改
め
て
、
著
者
の
考
え
る
蝦
夷
・
入

鹿
父
子
の
「
孤
立
化
・
独
善
化
」
の
道
程
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
要

望
し
、
本
書
紹
介
の
一
文
を
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。

（
宮
城
学
院
女
子
大
学
学
芸
学
部
教
授

大
平
聡

は
じ
め
に

本
書
は
加
瀬
直
弥
氏
が
、
こ
れ
ま
で
公
表
し
て
き
た
論
文
一

0
編
に

新
稿
五
編
を
加
え
て
編
ん
だ
論
文
集
で
あ
る
。
著
者
は
、
國
學
院
大
學

大
学
院
在
籍
時
に
古
代
の
神
階
制
度
に
関
す
る
共
同
研
究
に
参
加
し
、

ま
た
同
大
学
の
二
十
一
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
神
道
と
日
本
文
化

の
国
学
的
研
究
発
伯
の
拠
点
形
成
」
に
も
従
事
す
る
な
ど
、
歴
史
学

的
・
実
証
的
な
神
道
史
研
究
に
携
わ
っ
て
き
た
。
本
書
は
こ
れ
ら
調
査

研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
平
安
時
代
に
お
け
る
神
社
と
い
う
場
の
あ
り

方
や
、
神
社
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
神
職
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し

た
の
か
、
そ
れ
ら
は
時
代
の
推
移
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
あ

る
い
は
維
持
さ
れ
た
の
か
と
い
う
課
題
を
設
定
し
、
史
料
の
丹
念
な
分

析
に
基
づ
く
実
証
的
手
法
に
よ
っ
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。

本
書
評
で
は
、
全
体
の
構
成
と
各
章
の
論
旨
を
概
観
し
た
う
え
で
、

本
書
の
特
長
と
、
そ
れ
に
対
す
る
一
一
、
三
の
疑
間
・
批
判
を
述
べ
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

柳

田

加
瀬
直
弥
著

『
平
安
時
代
の
神
社
と
神
職
』

甫
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第
一
部
第
一
章
「
平
安
時
代
の
神
職
と
神
社
修
造
」
で
は
、
神
社
修

序
章
本
書
の
刊
行
趣
旨
と
構
成
（
新
稿
）

第
一
部
神
杜
修
造
と
神
職

第
一
章
平
安
時
代
の
神
職
と
神
社
修
造
（
新
稿
）

第
一
一
章
古
代
神
社
の
立
地
と
神
祇
観

第
二
章
古
代
の
社
殿
づ
く
り
と
神
宝
奉
献

第
四
章
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
神
社
へ
の
神
宝
奉
献

第
五
章
奈
良
時
代
の
神
社
修
造

第
六
章
平
安
時
代
中
期
の
七
道
諸
国
に
お
け
る
神
社
修
造
の
実
態

第
七
章
平
安
時
代
中
期
の
賀
茂
社
司

第
八
章
奈
良
時
代
•
平
安
時
代
前
期
の
神
社
と
仏
教
組
織

第
二
部
神
社
の
社
格
と
神
職

第
一
章
平
安
時
代
の
諸
国
に
お
け
る
神
社
の
社
格
（
新
稿
）

第
二
章
文
徳
朝
・
清
和
朝
に
お
け
る
神
階
奉
授
の
意
義

第
一
一
章
康
和
五
年
官
宣
旨
に
見
る
神
祇
官
と
地
方
神
社

第
四
章
平
安
時
代
後
期
の
神
職
補
任

第
五
章
源
頼
朝
と
一
宮
（
新
稿
）

終
章
平
安
時
代
の
神
職
の
特
質
と
神
社
の
展
開
（
新
稿
）

一
、
本
書
の
構
成
と
概
要

ま
ず
本
書
の
構
成
を
以
卜
に
示
す
。

姐
に
お
け
る
神
職
の
立
場
に
つ
い
て
、
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
た
整
理
概

観
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
神
杜
祭
祀
に
お
い
て
朝
廷
は
、
時
に
祟
り
や

災
害
を
も
も
た
ら
す
神
祇
と
の
接
触
を
避
け
、
神
の
意
を
直
に
受
け
る

神
職
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
距
離
を
保
と
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
神
職

は
祭
祀
に
お
け
る
独
立
性
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
説
く
。
こ
の
よ
う
な

什
組
み
は
神
社
維
持
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
弘

L-
＾
年
（
八
―
一
）

九
月
二
十
：
一
日
付
太
政
官
符
・
同
一
1

年
（
八
―
二
）
石
月
＾
―
-
日
付
太
政

官
符
（
い
ず
れ
も
『
類
緊
一
一
在
代
格
』
巻
一
神
社
事
）
に
よ
っ
て
、
神
職

が
神
社
修
造
の
実
質
を
担
い
、
そ
れ
を
国
司
が
監
督
し
、
非
常
時
に
は

朝
廷
が
対
応
す
る
と
い
う
原
則
が
確
立
し
、
平
安
時
代
に
お
け
る
基
本

原
則
に
な
っ
て
い
く
と
す
る
。

第
二
章
「
古
代
神
社
の
立
地
と
神
祇
観
」
で
は
、
古
代
の
人
々
が
ど

の
よ
う
な
神
祇
観
を
有
し
、
そ
れ
が
神
社
の
立
地
に
い
か
な
る
影
評
を

仔
え
た
の
か
、
九
世
紀
ま
で
の
文
献
史
料
に
み
え
る
神
社
の
立
地
状
況

か
ら
検
討
し
て
い
る
。
古
代
神
社
の
立
地
は
、
大
ま
か
な
選
定
で
は
ま

つ
り
に
ふ
さ
わ
し
い
場
を
自
然
地
形
に
あ
わ
せ
て
設
定
し
、
詳
細
な
場

の
選
定
に
際
し
て
は
、
神
祇
の
領
域
と
人
の
生
活
圏
と
の
ハ
ラ
ン
ス
を

取
っ
た
場
所
に
神
社
が
建
て
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
を
指
摘
す
る
。
そ
し

て
両
者
は
い
ず
れ
も
、
人
間
生
活
と
隔
絶
し
た
神
祇
の
た
め
の
領
域
を

設
け
よ
う
と
す
る
意
識
が
窺
わ
れ
、
そ
の
背
景
に
は
、
神
祇
の
領
す
る

地
域
を
侵
す
こ
と
が
、
人
に
災
い
を
及
ぼ
す
と
い
う
神
祇
観
が
影
聾
し

て
い
た
と
す
る
。
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第
三
章
工
古
代
の
社
殿
づ
く
り
と
神
宝
奉
献
」
で
は
、
神
社
修
造
と

神
宝
奉
献
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
党
み
に
対
す
る
朝

廷
の
認
識
を
読
み
解
く
。
こ
こ
で
は
五
延
喜
式
』
春
日
祭
・
平
野
祭
祝

詞
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
み
え
る
社
殿
修
造
と
神
宝
奉
献
と
の
関
連
性

を
指
摘
し
、
朝
廷
が
両
者
を
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を

述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
、
原
則
と
し
て
神
社
の
修
造
は
神
職
が
担
っ
た

の
で
あ
り
（
本
書
第
一
部
第
一
・
五
・
六
章
）
、
朝
廷
が
社
殿
づ
く
り
に

関
わ
る
春
日
・
平
野
両
社
の
事
例
は
、
天
皇
と
関
わ
り
あ
い
の
深
い
神

を
ま
つ
る
が
ゆ
え
の
特
別
の
営
為
で
あ
り
、
朝
廷
神
社
祭
祀
の
典
型
的

事
例
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

第
四
章
「
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
神
社
へ
の
神
宝
奉
献
」
で
は
、

神
社
へ
奉
献
さ
れ
る
神
宝
の
具
体
的
な
内
容
や
、
神
宝
が
ど
の
よ
う
に

用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
。
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る

神
宝
奉
献
は
、
律
令
制
度
の
祭
儀
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
天
皇
と
密
接
に
関
わ
る
内
々
の
神
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
宇
多
天

皇
の
代
に
至
り
、
一
代
一
度
大
神
宝
使
発
遣
の
儀
と
し
て
継
承
さ
れ
、

発
展
し
た
と
す
る
。
そ
の
神
宝
の
品
目
は
、
武
器
や
鏡
・
玉
な
ど
容

姿
・
装
飾
に
関
わ
る
道
具
や
紡
織
具
が
中
心
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
強
力

な
武
力
を
も
た
ら
し
、
財
産
を
殖
や
す
た
め
に
神
威
を
高
め
よ
う
と
す

る
意
識
が
、
古
代
の
神
ま
つ
り
の
目
的
の
一
っ
で
あ
っ
た
と
説
く
。

第
五
章
「
奈
良
時
代
の
神
社
修
造
」
で
は
、
奈
良
時
代
の
神
社
修
造

に
対
す
る
朝
廷
の
関
与
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
奈
良
時
代
の
神
社

修
造
は
、
原
則
と
し
て
神
社
の
神
職
が
負
担
し
、
朝
廷
の
関
与
や
正
税

支
出
に
つ
い
て
は
、
一
時
的
・
例
外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
則

は
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
初
頭
に
か
け
て
の
神
社
制
度
の
整
備

に
お
い
て
も
一
貰
し
て
維
持
さ
れ
、
以
後
、
神
社
側
の
人
々
が
修
造
の

一
次
的
な
責
任
を
負
う
定
め
は
江
戸
時
代
ま
で
続
く
社
会
通
念
に
な
っ

て
い
く
と
す
る
。

第
六
章
「
平
安
時
代
中
期
の
七
道
諸
国
に
お
け
る
神
社
修
造
の
実

態
」
で
は
、
延
長
四
年
（
九
―
一
六
）
を
契
機
と
し
て
朝
廷
が
神
社
修
造

の
責
任
を
負
う
よ
う
に
な
り
、
神
職
は
行
政
に
携
わ
る
社
司
と
し
て
の

性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
す
る
山
本
位
吉
説
（
「
神
社
修
造
と
社
司

の
成
立
」
〈
山
本
信
古
・
東
四
柳
史
明
編
『
社
寺
造
営
の
政
治
史
』
所

収
、
思
文
閣
出
版
、
二

0
0
0
年
〉
）
を
検
証
す
る
た
め
、
十
世
紀
か
ら

十
一
世
紀
前
半
の
畿
外
諸
国
に
お
け
る
神
社
修
造
と
、
そ
こ
で
の
神
職

と
国
司
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
第
一
章
で

迩
べ
ら
れ
た
「
神
杜
側
に
よ
る
修
造
」
の
原
則
が
平
安
時
代
中
期
に
お

い
て
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
時
期
の
大
き
な
変

化
は
制
度
面
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
神
職
層
が
朝
廷
に
意
識
さ
れ
る
程

度
の
修
造
能
力
を
自
ら
つ
け
た
状
況
に
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
七
辛
「
平
安
時
代
中
期
の
賀
茂
社
司
」
で
は
、
中
世
移
行
期
に
お

け
る
神
社
と
神
職
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
寛
仁
几
年

(
1
0

了
じ
）
の
賀
茂
社
へ
の
神
領
寄
進
を
通
し
て
、
平
安
時
代
中
期
に
お
け

る
賀
茂
社
司
の
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
賀
茂
社
司
は
神
社
の
械
を



100 

回
避
す
る
た
め
、
早
く
も
九
世
紀
初
頭
に
は
神
社
周
辺
地
域
に
対
し
て

一
定
の
監
督
権
限
を
有
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
十
世
紀
半
ば
ご
ろ
か
ら

は
、
朝
廷
の
組
織
的
な
一
員
と
い
う
面
と
、
地
域
と
深
い
関
係
に
あ
る

と
い
う
性
格
が
よ
り
強
化
さ
れ
て
十
一
世
紀
に
至
っ
た
と
す
る
。

第
八
章
「
奈
良
時
代
・
平
安
時
代
前
期
の
神
社
と
仏
教
組
織
」
で
は
、

仏
教
と
神
社
の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
神
宮
寺
を
は
じ
め
と

す
る
神
の
た
め
に
創
建
さ
れ
た
寺
院
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
い
る
。

当
該
期
の
神
社
に
お
け
る
仏
教
の
展
開
や
神
仏
関
係
の
深
化
に
は
、
国

司
お
よ
び
国
司
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
寺
僧
組
織
の
働
き
が
あ

っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
朝
廷
は
、
そ
の
よ
う
な
動
き
を
認
め
つ
つ
、
神

宮
寺
等
の
た
め
の
包
括
的
な
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
せ
ず
、
古
代
に
お

け
る
神
仏
関
係
は
、
個
々
の
神
杜
に
関
わ
る
人
々
が
主
導
し
て
、
そ
の

現
状
に
則
し
た
形
で
深
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
二
部
第
一
章
「
平
安
時
代
の
諸
国
に
お
け
る
神
社
の
社
格
」
で
は
、

平
安
時
代
に
お
け
る
神
社
の
社
格
に
つ
い
て
概
括
し
て
い
る
。
平
安
時

代
の
神
社
の
位
置
づ
け
は
、
平
安
前
期
に
構
築
さ
れ
た
神
階
の
秩
序
に

基
づ
い
て
お
り
、
の
ち
の
預
大
神
宝
社
の
選
定
や
国
司
の
神
祇
行
政
に

も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
す
る
。

第
二
章
「
文
徳
朝
•
清
和
朝
に
お
け
る
神
階
奉
授
の
意
義
」
で
は
、

文
徳
•
清
和
期
に
お
け
る
朝
廷
の
神
階
に
対
す
る
意
識
・
政
策
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
神
階
奉
授
は
大
き
く
二
通
り
に
分
け

ら
れ
、
一
っ
は
承
和
年
間
（
八
三
四
＼
四
八
）
か
ら
み
ら
れ
る
国
司
の

要
請
に
よ
る
個
別
奉
授
で
、
件
数
こ
そ
多
い
が
、
中
央
が
積
極
的
に
奉

授
す
る
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
も
う
―
つ
は
大
下
の
大
社
・
名
神
を
対

象
と
し
た
嘉
祥
―
―
一
年
（
八
五

0
)
や
貞
観
年
間
（
八
五
九

1
七
七
）
の

奉
授
で
、
こ
ち
ら
は
中
央
の
積
極
的
な
意
思
が
認
め
ら
れ
る
。
大
社
・

名
神
は
朝
廷
祭
祀
に
預
か
る
神
祇
で
あ
り
、
神
階
奉
授
に
よ
っ
て
神
威

の
高
揚
を
図
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
斉
衡
三
年
（
八
五
四
）
に
は
、
三

位
以
上
の
神
社
の
神
職
に
対
す
る
把
笏
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に

よ
り
神
階
に
基
づ
く
神
社
の
秩
序
が
、
神
職
お
よ
び
神
職
が
執
り
お
こ

な
う
神
事
・
祭
祀
に
も
反
映
さ
れ
る
こ
と
な
り
、
神
階
の
有
す
る
役
割

は
、
単
な
る
神
威
高
揚
か
ら
新
た
な
祭
祀
制
度
の
基
準
を
な
す
も
の
ヘ

と
変
化
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

第
一
＿
年
早
「
康
和
五
年
官
宣
旨
に
見
る
神
祇
官
と
地
方
神
社
」
で
は
、

康
和
五
年
ニ
―

0
1
―
-
）
六
月
七
日
付
官
宣
旨
（
『
朝
野
群
載
』
巻
六
神

祇
官
）
の
分
析
か
ら
、
一
宮
の
成
立
と
朝
廷
の
神
祇
政
策
と
の
関
連
性

を
論
じ
て
い
る
。
著
者
は
、
預
大
神
宝
社
が
存
在
し
な
い
国
の
神
社
に

集
中
し
て
一
宮
の
呼
称
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
預
大
神
宝
社
が

全
国
的
な
規
模
を
持
つ
最
重
要
の
朝
廷
祭
祀
制
度
の
対
象
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
二
呂
に
は
そ
の
よ
う
な
全
国
一
律
の
朝
廷
祭
祀
が
存
在
し
な

い
、
す
な
わ
ち
中
央
の
椙
仰
と
の
関
係
が
薄
い
こ
と
か
ら
、
従
来
の
神

祇
制
度
の
も
と
で
重
い
扱
い
を
受
け
て
い
な
い
神
社
が
、
そ
の
地
位
向

上
を
図
ろ
う
と
し
て
一
宮
の
呼
称
を
得
よ
う
と
し
た
可
能
性
を
指
摘
す

る
。
そ
の
う
え
で
、
地
方
神
社
と
神
祇
官
を
結
び
つ
け
る
契
機
と
な
っ
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た
の
が
康
和
五
年
官
宣
旨
で
あ
り
、
一
宮
成
立
に
お
い
て
神
祇
官
の
果

た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

第
四
章
「
平
安
時
代
後
期
の
神
職
補
任
」
で
は
、
平
安
時
代
後
期
に

お
け
る
神
職
の
身
分
的
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
当
該
期
の

神
職
補
任
に
関
す
る
神
祇
官
移
の
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
著
者
は

神
祇
官
移
に
よ
る
神
職
補
任
に
つ
い
て
、
こ
の
時
期
の
在
地
社
会
は
国

司
の
影
響
力
が
強
ま
っ
て
い
た
が
、
神
祇
官
は
国
司
と
は
別
の
立
場
で

神
職
補
任
を
お
こ
な
い
得
た
の
で
あ
り
、
神
社
側
も
そ
れ
を
重
要
視
し

て
い
た
と
評
価
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
諸
社
の
神
職
補
任
に
際
し
て
、

必
ず
し
も
神
祇
官
移
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
こ
と
等
に
触
れ
、
神
祇
官

は
、
あ
く
ま
で
も
数
あ
る
神
職
補
仔
の
窓
口
の
一
っ
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
付
言
し
て
い
る
。

第
五
章
「
源
頼
朝
と
一
宮
」
で
は
、
建
久
五
年
（
―
-
九
四
）
に
源

頼
朝
が
下
し
た
一
宮
修
迄
命
令
を
手
が
か
り
と
し
て
、
鎌
倉
幕
府
の
神

杜
行
政
に
占
め
る
．
宮
の
位
置
づ
け
を
分
析
し
て
い
る
。
著
者
は
建
久

万
年
前
後
を
、
頼
朝
か
ら
頼
家
へ
の
継
承
体
制
を
固
め
る
た
め
、
新
た

な
諸
国
統
治
の
体
制
の
構
築
が
図
ら
れ
た
時
期
と
評
価
す
る
。
幕
府
に

よ
る
行
政
組
織
の
再
編
は
、
神
社
行
政
を
軸
と
し
て
一
国
単
位
で
進
め

ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
一
宮
修
造
が
命
じ
ら
れ
た
。
ま
た
一

宮
は
国
術
組
織
と
の
関
係
性
が
密
で
あ
る
一
方
、
国
術
と
の
関
係
に
か

か
わ
ら
ず
、
幅
広
い
人
々
が
関
与
で
き
る
開
か
れ
た
存
在
で
あ
る
と
し

て
、
そ
の
特
質
に
頼
朝
が
注
目
し
、
国
内
の
統
治
強
化
に
利
用
し
た
可

二
、
本
書
の
特
長
と
問
題
点

本
書
の
特
長
は
、
日
本
古
代
に
お
け
る
神
職
の
役
割
や
神
社
の
展
開

過
程
を
、
歴
史
学
の
手
法
に
基
づ
い
て
実
証
的
に
分
析
し
て
い
る
点
に

あ
る
。
か
か
る
研
究
姿
勢
の
も
と
、
神
職
に
よ
る
神
社
修
造
の
実
態
や

神
杜
社
格
の
形
成
・
変
遷
を
、
平
安
時
代
を
中
心
と
し
て
奈
良
時
代
か

ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
わ
た
る
長
期
的
な
視
野
で
検
討
す
る
試
み
は
他
に

類
を
み
ず
、
本
書
を
世
に
問
う
こ
と
の
意
義
も
、
そ
の
点
に
こ
そ
あ
る

だ
ろ
う
。

本
書
の
な
か
で
著
者
が
強
調
す
る
事
柄
は
、
お
よ
そ
次
の
二
点
に
絞

ら
れ
よ
う
。
―
つ
は
平
安
時
代
に
お
け
る
神
社
修
造
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
修
造
の
実
質
を
担
っ
た
の
は
神
職
を
は
じ
め
と
す
る
神
社
側
の

人
々
で
あ
り
、
朝
廷
•
国
司
の
関
与
は
例
外
的
な
拮
置
で
あ
っ
た
と
す

る
点
で
あ
る
（
第
一
部
第
一
章
）
。
こ
の
修
造
形
態
は
弘
仁
初
年
の
官
符

に
よ
っ
て
原
則
化
さ
れ
、
江
戸
時
代
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
く
。

い
ま
―
つ
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
神
社
社
格
の
形
成
に
、
神
階
が

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
す
る
点
で
あ
る
（
第
二
部
第
一
章
）
。
神
階

に
基
づ
く
神
社
秩
序
（
神
階
社
制
）
は
、
平
安
時
代
前
期
の
文
徳
•
清

和
期
に
構
築
さ
れ
、
の
ち
の
一
代
一
度
大
神
宝
使
発
遣
に
預
か
る
神
社

選
定
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
預
大
神
宝
社
の
制
度
的
な
変

化
が
一
宮
成
立
の
契
機
と
な
っ
た
（
第
一
一
部
第
三
章
）
こ
と
を
ふ
ま
え

能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
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れ
ば
、
平
安
時
代
の
神
社
制
度
に
古
め
る
神
隋
の
爪
要
性
が
理
解
で
き

よ
う
。右

の
主
張
に
は
首
肯
で
き
る
部
分
も
多
い
が
、
気
に
な
る
点
や
問
題

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
で
は
、
本
書
が
抱
え
る
課
題
や
疑
問
点

に
つ
い
て
、
評
者
な
り
の
批
判
を
加
え
て
い
く
。

神
社
修
造
と
国
司
の
関
与

著
者
は
神
社
修
造
に
お
け
る
国
司
の
役
割
に
つ
い
て
、
藍
督
責
任
を

強
調
し
、
修
造
の
実
質
は
あ
く
ま
で
も
神
職
が
担
っ
た
と
す
る
（
第
一

部
第
一
•
五
・
六
章
）
。
法
的
な
原
則
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
理
解
に

異
論
は
な
い
。
た
だ
し
、
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
弘
仁
初
年
の
官

符
を
以
て
神
社
に
公
的
性
格
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
（
第
一
部
第
一
章
）
、

す
な
わ
ち
同
府
や
正
倉
な
ど
と
同
じ
く
官
舎
の
一
種
と
み
な
さ
れ
た
こ

と
（
小
林
宣
彦
「
神
社
（
社
殿
・
杜
地
）
概
説
」
〈
神
道
・
神
社
史
料
集

成
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〉
）
に
留
意
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
国
司
交
替
時
に
官

舎
が
破
損
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
修
造
は
後
任
国
司
が
実
施
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
破
損
が
中
破
以
上
の
と
き
に
は
、
前
任
囚
司
が

そ
の
修
造
費
用
を
負
担
し
、
修
近
が
終
わ
る
ま
で
解
由
状
の
発
給
が
停

止
さ
れ
た
（
『
貞
観
交
替
式
』
犬
長
―
一
年
五
月
二
十
じ
日
、
定
官
舎
雑
物

破
損
大
小
事
）
。
こ
の
点
、
修
造
を
閾
怠
し
た
現
任
神
職
へ
の
罰
則
が
、

追
位
解
官
や
決
杖
の
み
で
修
造
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
対

照
的
で
あ
る
（
『
類
緊
三
代
格
』
巻
一
神
社
事
・
弘
仁
三
年
Ii
月
：
一
日
付

太
政
官
符
）
。

ま
た
弘
仁
八
年
（
八

□し
）
十
二
月
二
十
五
日
付
太
政
官
符
（
『
類
緊

：
・
-
代
格
』
巻
一
神
郡
雑
務
事
）
で
は
、
伊
勢
国
多
度
・
度
会
の
両
神
郡

に
お
け
る
神
杜
修
造
に
つ
い
て
、
国
司
が
刑
罰
権
を
持
た
な
い
た
め

に
、
神
職
・
神
戸
百
姓
が
神
社
修
造
を
閲
怠
す
る
の
で
、
以
後
は
刑
罰

権
を
持
つ
大
神
宮
司
に
神
郡
雑
務
を
禎
か
ら
せ
る
こ
と
を
定
め
て
い

る
。
こ
れ
は
神
杜
に
公
的
性
格
が
付
与
さ
れ
て
間
も
な
い
時
期
の
こ
と

で
あ
り
、
か
つ
神
郡
と
い
う
特
殊
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
国
司
に
よ
る

決
闘
が
神
社
修
燐
に
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
物
語
る
記
事
と
い
え

ょ
r̀さ

ら
に
、
神
社
社
殿
が
国
司
神
拝
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
お
り
、

神
社
の
維
持
に
は
国
司
の
関
与
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
と
す
る
指
摘
（
有

富
純
也
「
神
社
社
殿
の
成
立
と
律
令
国
家
」
〈
『
日
本
古
代
同
家
と
支
配

理
念
』
所
収
、
東
以
大
学
出
版
会
、
―

1
0
0
九
年
〉
）
を
も
ふ
ま
え
れ

ば
、
神
社
の
維
持
・
管
理
に
占
め
る
国
司
の
役
割
は
、
必
ず
し
も
著
者

が
述
べ
る
よ
う
な
「
例
外
的
，
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

＂
者
者
は
、
神
社
修
造
を
神
社
側
の
人
々
が
負
担
す
る
と
い
う
原
則
を

実
態
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
が
、
神
社
を
含
む
諸
官
舎
の
修
造
を

命
じ
た
官
符
が
九
間
紀
を
通
じ
て
繰
り
返
し
下
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、

神
職
に
よ
る
修
造
か
必
ず
し
も
円
滑
に
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を

．
が
す
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。



103 g,；平と紹介

2
．
神
社
社
格
と
二
十
二
社

本
書
が
分
析
対
象
と
す
る
神
社
は
、
春
日
・
平
野
・
賀
茂
社
宵
の
数

例
を
除
き
、
多
く
が
畿
外
の
地
方
神
社
で
あ
り
、
の
ち
に
．
―
|
二
社
と

称
さ
れ
る
畿
内
の
有
力
神
社
や
、
律
令
神
祇
制
度
の
竿
頭
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
伊
勢
神
宮
は
検
討
の
範
囲
外
に
あ
る
。

伊
勢
神
宮
の
除
外
に
つ
い
て
は
、
著
者
自
身
が
「
同
宮
は
い
う
ま
で

も
な
く
別
格
で
あ
り
、
修
造
の
面
か
ら
す
る
と
、
原
則
が
当
て
は
ま
ら

な
い
」
（
―
-
九
六
頁
）
た
め
と
断
っ
て
い
る
。
ま
た
本
書
に
は
収
め
ら
れ

て
い
な
い
が
、
著
者
は
「
平
安
中
期
•
朝
廷
と
か
か
わ
り
の
深
い
神
社

の
修
造
ー
そ
の
制
度
的
変
遷
ー
」
（
『
政
教
研
紀
要
』
一
一
八
、
―

1
0
0
六

年
）
の
な
か
で
伊
勢
神
宮
の
修
造
に
も
互
及
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で

は
ひ
と
ま
ず
措
く
こ
と
と
す
る
。

次
に
二
十
二
社
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
成
が
奈
良
時
代
以
崩
か
ら
朝

廷
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
神
社
や
、
摂
関
家
藤
原
氏
と
の
関
係
が
深

い
神
社
な
ど
、
選
定
理
由
が
一
律
で
は
な
く
、
本
書
が
設
定
す
る
「
多

様
性
に
留
意
す
る
中
で
、
神
社
の
共
通
点
を
い
か
に
見
出
せ
る
か
」
（
ニ

頁
）
と
い
う
方
針
と
合
致
し
な
い
た
め
に
除
外
さ
れ
た
も
の
と
息
わ
れ

る
。
し
か
し
二
十
二
社
は
、
朝
廷
に
よ
る
春
秋
一
．
季
の
祈
年
穀
奉
幣
に

必
ず
預
か
り
、
地
方
で
も
勧
請
さ
れ
て
伯
仰
を
集
め
る
な
ど
、
き
わ
め

て
重
要
な
社
格
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
平
安
時
代
の
神
社

社
格
を
論
じ
る
際
に
、
こ
の
二
十
二
社
の
検
討
を
欠
く
こ
と
は
、
い
さ

さ
か
物
足
り
な
さ
を
鎚
え
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、
神
階
に
よ
る
神
祇
秩
序
は
、
卜
世
紀
中
ご
ろ
以
降
、

中
央
で
は
二
十
二
社
制
へ
、
地
方
で
は
国
司
に
よ
る
国
内
の
神
々
掌
握

体
訓
（
国
内
神
名
帳
の
作
成
）
へ
転
換
す
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

る
（
：
一
宅
和
朗
「
古
代
祝
詞
の
変
質
と
そ
の
史
的
背
景
」
〈
『
占
代
国
家

の
神
祇
と
祭
祀
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
八

六
年
〉
）
。
―
-
十
二
社
の
構
成
に
は
、
大
原
野
・
吉
田
・
祇
園
社
の
よ
う

に
非
官
杜
に
し
て
神
階
を
持
た
な
い
神
社
（
非
神
階
社
）
が
含
ま
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
三
宅
和
朗
氏
は
、
十
獣
紀
中
ご
ろ
を
境
に
、
中

央
（
畿
内
）
に
お
い
て
極
位
に
逹
し
た
神
社
が
増
加
し
た
た
め
、
神
階

に
よ
る
序
列
化
の
持
つ
意
義
が
低
卜
し
、
そ
の
結
果
、
神
階
に
の
み
基

づ
か
な
い
新
し
い
社
格
と
し
て
二
十
二
社
制
が
創
始
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
す
る
。

u

著
者
は
、
十
世
紀
中
ご
ろ
以
降
に
お
け
る
神
階
の
意
義
低
下
や
形
骸

化
に
つ
い
て
、
九
世
紀
中
ご
ろ
に
比
し
て
神
階
奉
授
の
効
呆
が
薄
れ
た

こ
と
を
認
め
つ
つ
、
塩
津
港
遺
跡
出
士
の
起
請
文
木
簡

(
1
0
号
木

簡
•
平
治
元
年
〈
一
―
五
九
〉
）
等
の
検
討
か
ら
、
・
中
安
時
代
末
期
に
お

い
て
も
神
階
に
よ
る
神
祇
秩
序
が
形
骸
化
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
論

じ
て
い
る
（
第
二
部
第
一
章
）
。
こ
の
主
張
に
関
し
て
は
評
者
も
同
意
見

で
あ
る
が
、
前
述
し
た
二
十
二
社
中
に
み
え
る
非
神
階
社
の
よ
う
に
、

神
階
に
よ
る
神
祇
秩
序
に
拠
ら
ず
と
も
社
会
的
・
政
治
的
地
位
を
獲
得

で
き
る
神
社
が
現
れ
た
こ
と
は
、
神
階
社
制
の
限
界
と
、
そ
れ
に
替
わ

る
社
格
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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神
階
社
制
の
意
義
が
渾
れ
て
い
く
卜
世
紀
中
ご
ろ
と
い
う
時
期
は
、

著
者
に
よ
れ
ば
、
水
平
・
天
慶
の
乱
の
収
束
期
で
あ
り
、
朝
廷
が
神
祇

に
対
す
る
意
識
を
増
大
さ
せ
、
神
威
に
よ
る
朝
廷
の
守
護
が
期
待
さ
れ

た
時
代
で
も
あ
っ
た
（
第
一
部
第
七
章
）
。
こ
の
よ
う
な
神
威
重
視
の
時

期
に
あ
た
り
、
神
階
奉
授
に
替
わ
っ
て
神
威
高
揚
を
な
し
え
た
の
が
、

二
十
二
社
へ
の
奉
幣
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
書
の
概
要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
著
者
の
主
張
に
対
す

る
卑
見
を
述
べ
た
。
誤
解
や
誤
読
も
あ
ろ
う
が
、
著
者
な
ら
び
に
読
者

諸
賢
の
ご
海
容
を
請
い
た
い
。

本
書
は
、
そ
の
書
名
に
あ
る
よ
う
に
平
安
時
代
を
主
た
る
分
析
範
間

と
す
る
が
、
得
ら
れ
た
結
論
は
中
世
以
降
の
神
社
・
神
祇
制
度
を
も
見

通
し
た
も
の
で
あ
り
、
古
代
史
に
留
ま
ら
な
い
幅
広
い
分
野
の
読
者

に
、
一
読
を
お
薦
め
す
る
次
第
で
あ
る
。

（―

1
0
1
五
年
三
月
刊
、
三

0
0
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
定
価
一

0
0
0
0

円
、
税
別
）

待
望
の
一
書
が
刊
行
さ
れ
た
。
「
結
び
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
本
書
の
も
と
と
な
っ
た
論
文
は
一
九
八
四
年
か
ら
―

1
0
0
0
年
ま

で
の
間
断
続
的
に
発
表
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、

も
っ
と
早
く
世
に
問
わ
れ
て
い
て
も
可
笑
し
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

が
、
「
あ
と
が
き
」
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
群
馬
歴
史
民
俗
研
究

会
が
、
王
体
と
な
っ
た
奥
多
野
歴
史
民
俗
調
査
団
の
共
同
研
究
の
一
環
で

お
こ
な
わ
れ
た
上
野
村
で
の
調
査
最
終

H
に
起
こ
っ
た
日
航
ジ
ャ
ン
ボ

機
墜
落
事
故
に
よ
っ
て
山
中
領
と
疎
遠
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
一
方
で

よ
り
以
前
か
ら
の
フ
ィ
）
ル
ド
で
あ
っ
た
遠
江
国
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の

諸
研
究
を
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
（
『
近
世
前
期
の
幕
領
支
配
と
村
落
』
巌

南
堂
書
店
、
一
几
九
一
一
生
年
）
、
そ
の
後
始
め
ら
れ
た
入
寺
慣
行
の
諸
研
究

を
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
（
『
駆
込
寺
と
村
杜
会
』
吉
川
弘
文
館
、

・
1
0
0

六
年
）
も
あ
っ
て
、
―

-
0
-
：
一
年
と
な
っ
た
も
の
と
推
察
す
る
。

―
1
0
0
八
年
、
著
者
よ
り
山
中
領
で
の
調
在
に
お
誘
い
い
た
だ
き
、

坂
本
達
彦
氏
、
宮
坂
新
氏
と
共
に
上
野
村
へ
お
供
し
た
。
そ
の
調
奇
は
、

原

佐
藤
孝
之
著

『
近
世
山
村
地
域
史
の
研
究
』

淳
一
郎


