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平
治
の
乱
で
敗
死
し
た
源
義
朝

の
嫡
男
頼
朝
が
池
禅
尼
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
死
罪
を
免
れ
、
伊
豆
に
配
流
さ
れ
た
の
は
永
暦
元
年

(
=

六

　
こ

○
)
三
月
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
近
年

の
研
究
に
よ
れ
ば
、
池
禅
尼
は
頼
朝
が
蔵
人
と
し
て
仕
え
た
後
白
河
院
の
同
母
姉
上
西
門
院
と
密
接
な
関

係
に
あ
り
、
上
西
門
院
や
そ
の
周
辺
の
人
々
が
彼
女
に
頼
朝
助
命
を
依
頼
し
た
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
。
ま
た
、
頼
朝

の
母
方
で
あ
る
熱
田
大

宮
寺
家
も
上
西
門
院
に
仕
え
て
お
り
、
そ
ち
ら
か
ら
の
働
き
か
け
も
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
き
た
の
は
、
断
片
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
都
に
お
け
る
頼
朝
の
活
動
や
人
脈
を
示
す
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
、
あ
し
か
け
二
十

一
年
に
及
ぶ
伊
豆
に
お
け
る
頼
朝

の
流
人
時
代
に
つ
い
て
は
、
『吾
妻
鏡
』
や
貴
族
た
ち
の
日
記

に
記
載
が
な
く
、
『延
慶

本

平
家
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の

『平
家
物
語
』
や

『真
名
本

曽
我
物
語
』
(以
下
、
「真
名
本
」
と
略
記
す
る
)
と
い
っ
た
軍
記
物
語

に
叙
述
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
軍
記
物
語
に
み
え
る
頼
朝
の
記
事
は

〈頼
朝
伊
豆
流
離
説
話

(調
)〉

と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に

説
話
的
な
性
格
が
強
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
史
実
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
歴
史
像

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
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る
と

は
い
え
な

い
。
し
か
し
、
直
接
的
に
は
頼
朝
と
関
係
し
な
い
記
事
に
つ
い
て
も
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
流
人
頼
朝
が
置

か
れ
て
い
た
状
況
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
は
こ
う
し
た
視
点
に
立
ち
、
流
人
時
代
の
頼
朝
に
つ
い
て
考

察
し

て
み
た
い
。

平
安
末
期
の
伊
東
氏

頼
朝
の

〈伊
豆
流
離
説
話
〉
に
は
伊
東
祐
親
三
女
と
の
悲
話
、
伊
東
か
ら
北
条

へ
の
脱
出
、
北
条
政
子
と
の
結
婚
、
伊
豆
権
現
に
お
け
る
夢

合
せ
、
文
覚
に
よ
る
挙
兵
の
勧
め
と
後
白
河
院
の
院
宣
取
得
な
ど
の
話
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
が
、
話
題
の
中
心
は
北
条

時
政

の
許
に
お
け
る
頼
朝

で
あ
る
。
従
来

の
研
究
も
北
条
を
舞
台
と
し
た
説
話
に
注
目
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、

頼
朝

の
挙
兵
が
北
条
時
政
の
協
力
に
よ

っ
て
成
功
し
た
と
い
う
事
実
、

一
方
、
伊
東
祐
親
は
頼
朝
に
敵
対
し
て
敗
れ
、
そ
の
孫
の
曽
我
兄
弟
も

敵
討
ち
事
件
を
起
こ
し
て
殺
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
関
係
し
て
い
よ
う
。
勝
者
と
敗
者
の
明
暗
は
鮮
や
か
で
あ
り
、
滅

ん
だ
者
の
常
と
し
て
伊

東
祐
親
ら
は
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま

っ
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
頼
朝
が
最
初
の
配
流
地
伊
東
か
ら
北
条

へ
逃
れ
た
の
は
安

　ニ
　

元
元
年

(
一
一
七
五
)
の
秋
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
北
条
で
暮
し
た
期
間
は
五
年
間
に
過
ぎ
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
残
り
の
十
六
年
ほ
ど
の

歳
月
を
頼
朝
は
伊
東
で
過
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
期
間
は
人
格
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
思
春
期
を
含
む
年
月
で
あ

り
、
決
し
て
軽
視
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。

　ニ
じ

と

こ
ろ
で
、
既
に
筆
者
は
平
安
末
期
の
伊
東
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
際
に
取
り
上
げ
た
の
は
工
藤

・

伊
東

一
族
内
の
所
領
相
論
、
伊
東
氏
と
他
氏
と
の
婚
姻
関
係
、
伊
東

一
族
の
生
年
な
ど
で
あ
り
、
流
人
頼
朝
と
伊
東
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

ほ
と
ん
ど
論
及
し
て
こ
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
あ
ら
た
め
て
十
六
年
の
長
き
に
わ
た

っ
た
伊
東
に
お
け
る
頼
朝
の
流
人
生
活
に
焦
点

を
当

て
、
頼
朝
が
伊
東
氏
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
、
後

の
挙
兵
に
ど
の
よ
う
に
活
か
し
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
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平
安
末
期
の
伊
東
氏
に
つ
い
て
再
考
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
、
こ
の
時
期
の
伊
東
氏
に
つ
い
て
は
、
「真
名
本
」
巻

一
以
外
に

　　
　

関
連
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
史
料
上
の
制
約
が
あ
る
。
た
だ
、
近
年
の
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
に
新
た
な
解

釈
を
加
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
、
巻

一
の

「
そ
の
由
緒
を

い
か
に
と
尋
ぬ
れ
ば
、
前
年
所
帯
を
諄
ひ
し
故
に
親
睨
を
諒
せ
し
報
と
そ
聞
え
し
」
に
始
ま
る
曽
我
兄

弟
の
敵
討
ち
の
原
因
に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
。
従
来
は
歴
史
学
研
究
で
も
文
学
研
究
で
も
、
こ
れ
を
言
葉
通
り
伊
東
祐
親
と
工
藤
祐
経
に
よ
る

一
族
内
の
所
領
相
論
と
捉
え
、
そ
の
枠
内
で
祐
親

・
祐
経
の
人
物
像
や
相
論
の
実
態
を
論
じ
て
き
た
。
無
論
、
両
者

の
間
に
河
津
三
郎
の
殺
害

に
ま
で
発
展
す
る
激
し
い
確
執
が
あ

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
相
論
の
最
終
段
階
に
過
ぎ
ず
、
む

し
ろ
そ
こ
に
至
る
ま
で

の
過
程

の
方
が
長
い
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
の
中
に
こ
そ
平
安
末
期
の
東
国
武
士
団
伊
東
氏
の
日
常
が
あ

っ
た
は
ず

で
あ
り
、
流
人
頼
朝
も
そ

の
日
常
を
体
験
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら

「
真
名
本
」
巻

一
を
見
直
す
と
、
久
須
美
荘
の
開
発
領
主
で
あ

っ
た
寂
心
が
、
工
藤
祐
経
の
父
祐
継
を

「武
者
所
の
末

　　
　

座
に
進
せ
て
伊
東
武
者
助
継
と
名
乗
ら
す
」
と
い
う
叙
述
が
目
を
引
く
。
と

い
う
の
も
、
こ
の
叙
述
か
ら
祐
継
が
武
者
所
に
伺
候
し
、
在
京
活

動
に
当
た

っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
近
年
の
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
多
く
の
武
士
団
に
お
い
て

一
族
内
に
役
割
分
担
が
設

け
ら
れ
、
本
国
で
所
領
経
営
に
尽
力
す
る
武
士
と
、

一
族
の
政
治
的
立
場
の
上
昇
の
た
め
在
京
活
動
に
励
む
武
士
が

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

た
。
巻

一
に
よ
れ
ば
、
祐
継
の
子
息
祐
経
も
祐
親
に
伴
わ
れ
て
上
洛
し
、
領
家
の
平
重
盛
や
本
家
の
大
宮
に
見
参
を
遂
げ
、
父
と
同
じ
く

「十

四
歳

の
年
よ
り
武
者
所
の
末
座
」
に
伺
候
し
た
と
い
う
。
巻

一
は
続
け
て
、
祐
経
が

「廿

一
に
て

一
郎
を
経
て
宮
藤

一
郎
助
経
と
そ
呼
ば
れ
け

る
」
す
な
わ
ち
武
者
所
の

一
膓
に
ま
で
昇
進
し
、
「
こ
れ
に
依
て
我
身
は
在
京
な
れ
ば
」
と
叙
述
す
る
。
ま
た
、
『吾
妻
鏡
』
に
は

「祐
経
頻
憐

　
モ
　

二
羽
林

一、
是
往
年
候
二
小
松
内
府

一之
時
、
常
見
二此
羽
林

一之
間
、
干
レ今
不
レ忘
二旧
好
一欺
」
と
い
う
記
事
が
み
え
る
。

こ
れ
は
、

一
ノ
谷
の
合

戦
で
生
捕
り
に
な
り
、
鎌
倉
ま
で
護
送
さ
れ
て
き
た
平
重
衡
を
、
小
松
の
内
府
重
盛

の
も
と
で
常
に
見
て
い
た
祐
経
が
旧
好
を
忘
れ
ず
に
憐
れ

ん
だ
と

い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
平
安
末
期
の
祐
経
は
平
重
盛
家
に
伺
候
し
つ
つ
、
武
者
所
の

一
萬
と
し
て
在
京
活
動
に
励
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ん
で

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
要
す
る
に
、
祐
継

・
祐
経
に
関
す
る
巻

一
の
叙
述
は
、
伊
東

一
族
の
中
で
在
京
活
動
を
担
当
し
た
の
が
祐
継

・
祐

経
父
子
で
あ

っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に

「
真
名
本
」
巻
八
に
は
、
曽
我
兄
弟

の
敵
討
ち
の
巻
き
添
え
と

な

っ
て
殺
さ
れ
る
備
前
国
吉
備
津
宮
王
藤
内
に
つ
い
て
、
祐
経
が

「あ
の
往
藤
内
殿
と
申
す
は
、
西
国
の
人
に
て
異
姓
他
人
に
て
御
せ
ど
も
、

懸
み
給

へ
ば
大
事
の
訴
詔
を
も
申
し
叶

へ
候
ぞ
か
し
」
と
語
る
場
面
が
あ
る
が
、
伊
東
氏
と
吉
備
津
宮
と
の
つ
な
が
り
は
確
認
で
き
ず
、
こ
れ

　　
　

も
平
安
末
期
以
来
の
祐
経
の
在
京
活
動
の
所
産
な
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

一
方
、
祐
親
に
関
し
て
巻

一
は
、
祐
継
の
死
後
、
河
津
の
屋
形
を
子
息
に
譲

っ
て
自
ら
は
久
須
美
荘
の
中
心
地
伊
東

に
移
り
住
み
、
「伊
藤

・

河
津
を
ば
助
親

一
人
し
て
押
領
し
て
、
助
経
に
は
屋
敷
の

一
所
を
も
配
分
せ
ざ
り
け
り
」
と
叙
述
し
て
い
る
。
従
来

は
こ
の
叙
述
か
ら
、
伊

　　
　

東

・
宇
佐
美

・
大
見
か
ら
成
る
久
須
美
荘
を
祐
親
が
独
占
し
て
祐
経
の
恨
み
を
買

っ
た
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
筆
者
は
旧
稿
に
お
い
て
、

祐
親
が

「
押
領
」
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
が

「伊
藤

・
河
津
」
の
み
で
あ
る
こ
と
、
河
津
荘
は
祐
親
が
寂
心
か
ら
譲
ら
れ
た
所
領
で
あ
る
こ
と
、

祐
経
は

「宇
佐
美

の
宮
藤
次
助
経
」
と
も
名
乗

っ
て
お
り
、
宇
佐
美
荘
に
何
ら
か
の
権
益
を
保
持
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に

「忍
び

つ
つ
大
見
の
荘
に
住
ん
で
」
、
年
来
の
郎
従

「大
見
小
藤
太
」
に
祐
親
父
子
の
殺
害
を
命
じ
て
お
り
、
大
見
荘
は
祐
経
の
支
配
下
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
相
論
の
争
点
は
久
須
美
荘
全
体
で
は
な
く
伊
東
荘
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

つ
ま
り
、

「助
経
に
は
屋
敷

の

一
所
を
も
配
分
せ
ざ
り
け
り
」
と
い
う
の
も
伊
東
荘
内
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
伊
東
荘
は
父
祐

継
が
寂
心
か
ら
譲
り
受
け
た
所
領
で
あ
り
、
成
年
に
達
し
た
祐
経
が
祐
親
の
仕
打
ち
に
腹
を
立
て
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
は
伊
東
荘
を
受
け
継
ぐ
べ
き
祐
経
は
、
祐
継
が
死
去
し
た
時

「金
石
」
と
い
う
名
の

「九
つ
に
な
る
」
少
年
で
あ

っ
た
。
久
須

美
荘

の
中
心
地
た
る
伊
東
荘
の
経
営
を
九
歳
の
少
年
と
そ
の
母
の
未
亡
人
に
委
ね
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、

一
族
の
所
領
を
安
定
的
に
維
持
し

て
い
く
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
極
め
て
危
険
な
容
認
し
が
た
い
処
置
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
祐
継
は
死
去
す
る
前
、
祐
親
に
対
し

「金
石
を

ば
今

日
よ
り
後
は
偏
に
御
辺
に
預
け
奉
る
」
と
遺
言
し
た
と

い
う
。

つ
ま
り
、
祐
親
は
祐
継
か
ら
伊
東
荘
の
経
営
を
委
ね
ら
れ
た
み
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
祐
親
に
関
す
る
巻

一
の
叙
述
は
、
伊
東

一
族
の
中
で
所
領
経
営
に
尽
力
す
る
役
割
を
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担

っ
て
い
た
の
が
祐
親
父
子
で
あ

っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。

祐
親
は
そ
の
後
、
「
十
三
」
歳
に
な

っ
た
金
石
を
元
服
さ
せ
て
、
祐
継
の
遺
言
通
り
自
分
の
娘
万
劫
と
結
婚
さ
せ
る
。
そ
し
て

「次
の
年
の

秋
」

に
は
、
こ
れ
も
ま
た
祐
継
の
遺
言
通
り

「十
四
歳
」
の
祐
経
を
伴

っ
て
上
洛
し
、
領
家
平
重
盛

・
本
家
大
宮
に
見
参
さ
せ
、
祐
継
同
様
、

武
者
所
の
末
座
に
伺
候
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
巻

一
は
こ
う
し
た

一
連
の
祐
親
の
行
動
を

「内
々
心
中
に
存
ず
る
旨
が
あ

る
間
」
と
評
し
て
、
祐

親
に
も
と
も
と
所
領
を
押
領
す
る
企
み
が
あ

っ
た
か
の
ご
と
く
叙
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
後
年
の
所
領
相
論
を
既
定
の
事
実
と
み
な

し
た
評
言
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
祐
親
は
幼

い
祐
経
を
引
き
取

っ
て
養
育
し
、
祐
継
の
遺
志
に
従

っ
て
祐
経
の
在
京
活
動
の

開
始
を
手
助
け
す
る
と
と
も
に
、
伊
東

一
族
に
と

っ
て
最
も
重
要
な
伊
東
荘
の
安
定
的
な
維
持
に
も
成
果
を
あ
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿

が
述
べ
て
き
た
解
釈
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
伊
東

一
族
内
の
役
割
分
担
を
忠
実
に
守
ろ
う
と
し
た
行

動
と

い
え
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
こ
そ
が
平
安
末
期
の
伊
東
氏
の
日
常
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
成
長
し
て
武
者
所
の

一
萬
に
昇
進
し
た
祐
経
は
、
亡
父
の
名
字
の
地
で
あ
る
伊
東
荘
の
支
配
に
執
着
し
、
都
に
お
い
て
訴
訟
を
起

こ
す
。
伊
東
荘
が
久
須
美
荘
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
当
時
、
諸
国
の
武
士
団
で
頻
発
し
て
い
た

一
族
内
の
家
督
を
め
ぐ

る
争

い
で
も
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
祐
経
が

「半
分
つ

つ
知
行
す
べ
き
由
」
の
本
家

・
領
家
の
裁
定
に
満
足
せ
ず
、
祐
親
父
子
の
殺
害
と
い
う

自
力
救
済
の
道
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
の
も
、
伊
東

一
族
の
家
督
に
関
わ
る
問
題
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ

の
結
果
、
曽
我
兄
弟
の
実

父
河
津
三
郎
が
祐
経
の
刺
客
八
幡
三
郎
に
射
殺
さ
れ
、
さ
ら
に
は
祐
経
自
身
も
曽
我
兄
弟
に
斬
殺
さ
れ
る
運
命
を
た
ど

っ
た
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
る
。
以
上
、
「真
名
本
」
巻

一
の
叙
述
に
新
た
な
解
釈
を
施
し
、
平
安
末
期
の
伊
東
氏
に
つ
い
て
再
考
を
加
え
て
み
た
。
次
章
で
は
、

こ
う

し
た
伊
東
氏
の
日
常
が
流
人
頼
朝
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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二

伊
東
に
お
け
る
流
人
頼
朝

ま
ず
、
頼
朝
配
流
の
永
暦
元
年

(
=

六
〇
)
が
、
前
章
で
み
た
伊
東
氏
の
動
向
の
中
で
ど
の
あ
た
り
に
位
置
す

る
の
か
明
ら
か
に
し
て
お

こ
う
。
参
考
に
な
る
の
は
巻

一
に
お
け
る
祐
経
の
年
齢
の
記
事
で
あ
る
。
巻

一
は
、
父
祐
継
が

「
四
十
三
」
歳
で
死
去

し
た
時
に
祐
経
は

「九

つ
」
、
そ
の
後

「
十
三
」
の
年
に
元
服
、
「十
四
歳
」
で
上
洛
し
て
平
重
盛

・
大
宮
に
見
参
を
遂
げ
、
同
時
に
武
者
所

の
末
座
に
伺
候
、
「廿

こ

　
　
　
　

で
武
者
所
の

一
脇
に
の
ぼ
っ
た
と
叙
述
し
て
い
る
。
筆
者
は
旧
稿
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
年
齢
の
記
事
と
平
重
盛
の
任
官
状
況

・
平
氏
政
権
内

で
の
位
置
づ
け
な
ど
か
ら
、
十
四
歳
の
祐
経
が
重
盛
に
見
参
し
た
年
を
仁
安
二
年

(
=

六
七
)
と
推
定
し
た
。
こ
の
推
定
に
誤
り
が
な
け
れ

ば
、
祐
経
の
生
年
は
久
寿
元
年

(
=

五
四
)
と
な
り
、
「九

つ
」
で
父
祐
継
を
亡
く
し
た
の
は
応
保
二
年

(
=

六
二
)
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
頼
朝
が
伊
東
に
配
流
さ
れ
た
永
暦
元
年
に
祐
継
は
ま
だ
健
在
で
あ
り
、
時
の
伊
東
氏
の
当
主
は
祐
継
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
従
来

は

「真
名
本
」
や
各
種
の

『平
家
物
語
』
に
み
え
る

〈頼
朝
伊
豆
流
離
説
話
〉
か
ら
、
頼
朝
は
後
に
敵
対
す
る
こ
と

に
な
る
伊
東
祐
親
の
許
に

配
流
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
伊
東
で
最
初
に
頼
朝
を
受
け
入
れ
た
の
は
恐
ら
く
祐
親
で
は
な
く
、
祐
経
の
父
祐
継
で
あ

っ
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
祐
継
は
在
京
活
動
に
励
ん
だ
経
歴
の
あ
る
人
物
で
あ
り
、
都
に
人
脈
を
持

っ
て
い
た
可
能
性
も

あ
る
。
頼
朝
の
配
流
地

と
し

て
伊
東
が
選
ば
れ
た
の
も
、
祐
継
の
こ
う
し
た
都
で
の
人
脈
に
よ
る
も
の
と
考
え
れ
ば
説
明
が
付
く
で
あ
ろ
う
。

逆

に
、
十
四
歳
と

い
う
思
春
期
を
流
罪
と

い
う
衝
撃
の
中
で
迎
え
た
都
育
ち
の
頼
朝
か
ら
す
れ
ば
、
配
流
地
の
当
主

が
在
京
活
動
に
熱
心
な

都
に
人
脈
を
持

つ
武
士
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
何
が
し
か
の
救
い
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
年
、
頼
朝
は
祐
経
を
重
用
す
る

よ
う

に
な
る
が
、
配
流
当
初
か
ら
伊
東
氏
の
当
主
の
嫡
男
と
し
て
祐
経
を
見
知

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ま
た
都
志
向

が
強
い
こ
の
父
子
に
さ
ほ

ど
悪

い
印
象
を
抱
く
こ
と
が
な
か

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
十
分
あ
り
得
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
無
論
、
こ
れ
ら
は
推
測
の
域
を
出
な
い
こ
と

で
は
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
祐
経
は
か

つ
て
見
知

っ
て
い
た
平
重
衡
が
捕
虜
と
し
て
鎌
倉
に
送
ら
れ
て
き
た
時
、
し
き
り
に
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憐
れ
ん
だ
と
い
う
。
状
況
は
や
や
異
な
る
も
の
の
、
頼
朝
と
祐
経
と
の
間
に
も
似
通

っ
た
感
情
が
流
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
頼
朝
が
勝

利
を

お
さ
め
て
立
場
を
逆
転
さ
せ
た
時
、
か
つ
て
見
知

っ
て
い
た
祐
経
を
取
り
立
て
よ
う
と
い
う
思

い
に
な

っ
た
の
も
、
配
流
当
初
よ
り
祐

継

・
祐
経
父
子
に
好
印
象
を
持

っ
て
い
た
か
ら
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
永
暦
元
年

(
=

六
〇
)
、
頼
朝
は
伊
東
祐
継

の
許
で
流
人
生
活
を
始
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
二
年
後
、
祐
継
が
死
去
し
た
こ

と
に
よ
り
伊
東
荘
に
祐
親
が
乗
り
込
ん
で
く
る
。
た
だ
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
幼
い
祐
経
を
引
き
取

っ
て
養
育
す
る
な
ど
、
当
面
は
祐
親

も
祐
継
の
方
針
を
継
承
し
つ
つ
伊
東
荘
の
経
営
に
当
た

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
祐
経
を
上
洛
さ
せ
て
平
重
盛
に
見
参
さ
せ
る
仁

安
二
年

(
=

六
七
)
に
至
る
ま
で
の
数
年
間
、
す
な
わ
ち
頼
朝
が
廿

一
歳
に
な
る
頃
ま
で
は
祐
継
の
代
と
さ
ほ
ど
変
ら
ぬ
流
人
生
活
を
送
る

こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な

い
か
。

し
か
し
、
祐
親
は
祐
継
と
は
違

っ
て
、
本
国
で
所
領
経
営
に
尽
力
す
る
と

い
う
役
割
を
担

っ
て
き
た
武
士
で
あ
り
、
そ
の
必
要
上
、
他
の
武

士
団
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
に
力
を
注
い
で
い
た
。
そ
の
ひ
と

つ
が
婚
姻
に
よ
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
こ
れ
は

「真
名
本
」
巻

一
や
巻

コ

こ

五
の
叙
述
か
ら
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
筆
者
も
旧
稿
に
お
い
て
海
上
交
通

・
陸
上
交
通
や
政
治
的

・
軍
事
的
動
向
と
関
連
さ
せ
つ
つ

論
じ
た
。
ま
ず
、
そ
の
内
容
を
要
約
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
祐
継

の
死
後
、
海
に
開
け
た
東
伊
豆
の
中
心
地
伊
東
荘
を
得
た
祐
親
は
、
ほ

ど
な
く
長
女
と
相
模
の
三
浦
義
澄
と
の
婚
姻
を
成
立
さ
せ
る
。
こ
れ
は
海
上
交
通
を
通
じ
て
海
の
武
士
団
三
浦
氏
と

の
連
携
を
図
っ
た
も

の
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
狩
野
介
茂
光
の
孫
娘
を
嫡
子
河
津
三
郎
の
妻
に
迎
え
、
伊
豆
国
の
国
衙
在
庁
系
武
士
団
狩
野
氏
と
の
連
携
も
果
た
し
た
。

さ
ら

に
、
祐
経
と
の
相
論
が
激
化
す
る
段
階
、
す
な
わ
ち
祐
経
が
廿

一
歳
を
越
え
た
承
安
四
年

(
=

七
四
)
・
安
元
元
年

(
一
一
七
五
)
頃

に
は
次
女
の
万
劫
を
祐
経
か
ら
奪

い
返
し
、
相
模
の
土
肥
遠
平
に
再
嫁
さ
せ
、
西
相
模
の
土
肥
氏
と
も
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
し

て
祐
親
は
、
相
模

・
伊
豆
の
武
士
団
と
婚
姻
に
よ
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「真
名
本
」
巻
二
に
は
、
祐
親
が
頼
朝
と
三
女
と
の
間
に
千
鶴
と
い
う
男
児
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
知
り
、
平
氏

へ
の
聞
え
を
揮

っ
て

幼

い
千
鶴
を
殺
し
た
う
え
、
三
女
を
奪
い
返
し
て

「
江
間
次
郎
」
な
る
武
士
に
再
嫁
さ
せ
た
と

い
う
話
が
み
え
る
。

こ
れ
も
、
祐
親
が
婚
姻
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ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
推
し
進
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
単
に
平
氏

へ
の
聞
え
を
揮

っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
頼
朝

の
行
為
が
祐
親

の
計

画
の
妨
げ
に
な

っ
た
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
三
女
が
再
嫁
さ
せ
ら
れ
た

「江
間
次
郎
」
に
つ
い
て
は
未
詳

で
あ
る
が
、
「江

間
」

は
狩
野
川
を
は
さ
ん
で
北
条
の
対
岸
に
位
置
す
る
地
名
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
祐
親
に
は
、
北
条
周
辺
の
武
士
と

の
間
に
も
婚
姻
関
係
を
成

立
さ
せ
よ
う
と
い
う
構
想
が
あ

っ
た
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
「真
名
本
」
巻
五
に
は
旧
稿
で
は
論
及
し
な
か

っ
た
注
目
す
べ
き
叙
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
母
や
師
匠
の
意
に
背
い

て
元
服
し
た
曽
我
五
郎
時
致
を
連
れ
て
、
兄
の
十
郎
祐
成
が
相
模
の
親
族
の
問
を
止
宿
し
て
ま
わ
る
部
分
に
み
え
る
次
の

一
節
で
あ
る
。

北
条
殿
の
昔
の
姫
、
鎌
倉
殿
の
御
台
盤
所
の
御
母
、
時
政
の
先
の
女
房
と
申
す
も
、
こ
れ
ら

(曽
我
兄
弟
…
筆
者
注
)
が
た
め
に
は
父
方
の

伯
母
な
り

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
北
条
時
政
の
先
妻
で
政
子
の
母
に
あ
た
る
女
性
が
曽
我
兄
弟
の

「父
方
の
伯
母
」
す
な
わ
ち
河
津
三
郎
の
姉
で
あ
り
、
伊
東

祐
親

の
娘

で
あ

っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
北
条
政
子
の
母
に
あ
た
る
時
政
の
先
妻
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は

貴
重

な
叙
述
と

い
え
る
。
し
か
し
、
「真
名
本
」
の
中
で
も
こ
の
あ
た
り
は
増
補
に
増
補
が
重
ね
ら
れ
た
可
能
性
の
あ

る
部
分
で
あ
り
、
そ
の

ま
ま
信
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
時
政

・
政
子

・
祐
親
ら
の
年
齢
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ

の
叙
述
内
容
が
成
立
し
得

る
か
ど
う
か
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
ニ
　

時

政
の
場
合
、
『吾
妻
鏡
』
に
み
え
る
死
亡
記
事
と
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た

「七
十
八
」
と

い
う
享
年
か
ら
、
保
延
四
年

(
一
=
二
八
)
生
ま

　
　
　ニ
　

れ
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
政
子
も
、
享
年

「六
十
九
」
で
死
去
し
た
と
す
る

『吾
妻
鏡
』

の
記
事
か
ら
、
保
元
二
年

(
=

五
七
)
の
生

　
　
　
　

ま
れ

で
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

一
方
、
祐
親
の
生
年
に
つ
い
て
は
旧
稿
で
保
安
二
年

(
一
一
二

一
)
か
ら
五
年

(
=

二
四
)
で
あ

っ
た

と
推
定
し
た
。
も
し
、
祐
親
の
生
年
が
保
安
二
年
で
あ
り
、
二
十
歳
頃
の
保
延
六

・
七
年

(
=

四
〇

・
=

四

一
)

に
娘
を
も
う
け
て
い
た

と
す
れ
ば
、
そ
の
娘
と
時
政
と
の
結
婚
に
年
齢
的
な
支
障
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
娘
が
政
子
の
母
だ
と
す
る
と
、
出
産

は
十
六

・
七
歳
の
時
と

い
う

こ
と
に
な
り
、
や
や
若
い
感
は
あ
る
も
の
の
不
自
然
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
年
齢
か
ら
推
測
す
る
限
り
、
祐
親
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が
若

い
頃
に
も
う
け
た
最
初
の
娘
が
時
政
と
婚
姻
関
係
を
結
び
、
政
子

・
義
時
ら
の
出
産
後
に
死
去
し
た
と
い
う
仮

説
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
彼
女
に
関
す
る
記
述
が
何
故
ど
こ
に
も
み
ら
れ
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
不
明
と
す
る
し
か
な

い
。

と
も
あ
れ
、
祐
親
が
婚
姻
に
よ
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
に
力
を
注
い
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
同
じ
く
見
逃
せ
な
い
の
は
、
烏

帽
子
親

・
烏
帽
子
子
の
関
係
を
通
じ
た
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
で
あ
る
。
「真
名
本
」
巻

一
に
は
、
狩
り
の
余
興
の
相
撲

に
勝

っ
て
つ
け
上
が

っ

た
俣
野
五
郎
が
、
年
長
者
の
土
肥
実
平
を
侮
る
言
葉
を
は
き
、
「烏
帽
子
親

の
実
平
が
俣
野
に
懸
ら
れ
て
本
意
な
げ
に

て
居
た
り
け
る
」
有
様

を
み
た
河
津
三
郎
が
、
敢
然
と
相
撲
の
庭
に
進
み
出
る
と
い
う
叙
述
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
祐
親
は
嫡
子
の
元
服
の
烏
帽
子
親
を
土
肥
実

平
に
依
頼
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
祐
親
が
次
女
の
万
劫
を
祐
経
か
ら
奪

い
返
す
と
実
平
の
嫡
子
遠
平
に
再
嫁
さ
せ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た

が
、
そ
れ
も
祐
親
と
実
平
と
の
間
に
既
に
こ
う
し
た
関
係
が
築
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
納
得
が
い
く
。
ま
た
、
烏
帽
子
親
の
実
平
を
敬
う
河
津

三
郎

の
行
動
は
烏
帽
子
子
と
し
て
当
然
の
も
の
で
あ
り
、
婚
姻
と
は
別
の
意
味
で
烏
帽
子
親

・
烏
帽
子
子
の
関
係
は
武
士
団
同
士
の
連
携
を
強

化
す

る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、
巻
二
に
よ
れ
ば
祐
親
は
北
条
氏
と
の
問
に
も
同
様
の
関
係
を
築

い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
巻
二
に
は
三
女
の

一
件
の
後
、
祐
親

が
頼
朝
を
殺
害
す
る
た
め
夜
討
を
企
て
た
と
い
う
話
が
み
え
る
。
し
か
し
、
祐
親

の
子
息
伊
東
九
郎
祐
長
が
頼
朝
に
急
報
し
、
「
只
北
条
四
郎

時
政
を
懸
み
て
疾
く
疾
く
御
超
え
あ
る
べ
く
候
。
北
条
も
助
長
が
た
め
に
は
元
服
の
親
に
て
候

へ
ば
、
助
長
、
文
を

以
て
申
す
べ
く
候
は
む
」

と
勧

め
、
頼
朝
は
命
拾

い
を
す
る
。
祐
長
は

『吉
見
系
図
』
に
よ
れ
ば
頼
朝
の
乳
母
比
企
尼
の
三
女
の
婿
で
あ

っ
た
と

い
う
。
こ
う
し
た
関
係

か
ら
頼
朝
を
救
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
頼
朝
か
ら
す
れ
ば
、

い
く
ら
祐
長
の
勧
め
と
は

い
え
、
何
の
手
づ
る
も
な

い
武
士
に
身
を

任
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
頼
朝
は
祐
長
の
元
服
の
烏
帽
子
親
だ
か
ら
こ
そ
時
政
を
信
用
し
、
時
政
も
烏
帽
子
子
祐

長
の
口
添
え
が
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
頼
朝
を
受
け
入
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
祐
親
は
安
定
的
な
所
領
経
営
の
た
め
、
婚
姻
関
係
や
烏
帽
子
親

・
烏
帽
子
子
の
関
係
な
ど
を
通
じ
て
相
模

.

伊
豆

の
武
士
団
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
に
力
を
注
い
で
い
た
。
こ
う
し
た
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
れ
ば
、
武
士
団
問
の
人
的

.
物
的
交
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流
は
活
発
化
す
る
。

つ
ま
り
、
伊
東
に
お
け
る
日
常
は
そ
う
し
た
活
発
な
交
流
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
伊
東
に
暮
す
頼
朝
も

そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
伊
東
を
訪
れ
る
相
模

・
伊
豆
の
武
士
た
ち
も
頼
朝
の
存
在
を
意
識
し
た
に
違

い
な
い
。
こ
れ
こ
そ

伊
東
氏
が
流
人
頼
朝
に
及
ぼ
し
た
、

い
わ
ば
最
大
の
影
響
で
あ

っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
が
頼
朝

の
挙
兵
に
密
接

に
関
係
し
て
く
る
と
考
え

ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
挙
兵
当
初
の
頼
朝
軍
の
中
核
に
は
伊
豆
の
北
条

・
狩
野
、
相
模
の
三
浦

・
土
肥
の
四
氏
が
い
た
。
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た

よ
う

に
、
彼
ら
は

い
ず
れ
も
祐
親
が
婚
姻
や
烏
帽
子
親

・
烏
帽
子
子
の
関
係
を
通
じ
て
連
携
を
図

っ
て
い
た
武
士
団

で
あ
る
。
確
か
に
、
大
庭

景
義

.
景
親
兄
弟
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
頼
朝
の
挙
兵
時
、
在
地
の
利
害
関
係
に
よ

っ
て
敵

・
味
方
に
分
れ
た
武

士
も
少
な
く
な
か

っ
た
。

ま
た
、
相
模
の
国
衙
在
庁
系
武
士
団
で
あ
る
三
浦
氏
が
、
平
氏
に
接
近
し
て
急
速
に
勢
力
を
増
大
さ
せ
た
大
庭
景
親

に
対
抗
す
る
た
め
、
源
氏

の
再
興
に
期
待
し
た
よ
う
に
、
国
衙
在
庁
系

の
武
士
団
と
平
氏
系
の
武
士
団
の
対
立
と

い
う
側
面
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
北
条

・
狩
野

二
二

浦

.
土
肥
の
四
氏
が
、

一
時
期
、
祐
親
と
連
携
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
ら
が
頼
朝
軍
の
中
核
と
な

っ
た
重
要
な
契
機
は
、
伊
東
に
お

け
る
流
人
頼
朝
と
の
接
触
で
あ

っ
た
と
み
な
す
こ
と
も
的
外
れ
で
は
あ
る
ま

い
。
逆
に
い
え
ば
頼
朝
は
、
伊
東
に
お
け
る
流
人
時
代
に
経
験
し

た
人
的
交
流
を
最
大
限
に
活
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
方
、
頼
朝
が
伊
東
を
脱
出
し
た
翌
年
の
安
元
二
年

(
=

七
六
)
十
月
、
河
津
三
郎
が
祐
経
の
刺
客
に
暗
殺
さ
れ
る
と
、
祐
親
は
未
亡
人

と
な

っ
た
河
津

の
女
房
、
す
な
わ
ち
曽
我
兄
弟
の
母
を
相
模
の
曽
我
祐
信
に
再
嫁
さ
せ
る
。
彼
女
は
狩
野
茂
光
の
孫

で
あ
る
と
と
も
に
、
南
武

　
　
ま
　

蔵
か
ら
相
模
に
か
け
て
盤
鋸
す
る
横
山
党
の
横
山
時
重
の
娘
で
あ

っ
た
。
祐
信
の
所
領
曽
我
荘
は
西
相
模
に
位
置
し
、
祐
親
は
彼
女
を
祐
信
に

　
エ
ハ
　

再
嫁

さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
陸
上
交
通
を
通
じ
て
横
山
党
と
連
携
す
る
足
が
か
り
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
頼
朝

の
挙
兵
時
、
荻
野

・
海

老
名
な
ど
の
横
山
党
、
曽
我

・
河
村

・
波
多
野
な
ど
曽
我
荘
周
辺
の
武
士
団
が
平
氏
方
に
立

っ
た
が
、
こ
れ
も
頼
朝

と
対
立
し
た
祐
親
が
安
元

二
年
以
降
に
形
成
し
た
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
も
の
と

い
え
よ
う
。

以
上
、
頼
朝
配
流
時
の
伊
東
氏
の
当
主
伊
東
祐
継
と
そ
の
嫡
子
祐
経
の
存
在
、
そ
の
後

の
祐
親
に
よ
る
所
領
経
営

の
た
め
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク



形
成
に
つ
い
て
検
討
し
、
伊
東
氏
が
流
人
頼
朝
に
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
し
た
。

お
わ

り
に

源頼朝の流人時代に関する考察11

本
稿
で
考
察
し
た
の
は
、
『吾
妻
鏡
』
や
貴
族
の
日
記
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
な
い
頼
朝
の
流
人
時
代
に
関
す
る
歴
史
像
で
あ

っ
た
。
従
来
、

軍
記
物
語
に
叙
述
さ
れ
た

〈頼
朝
伊
豆
流
離
説
話
〉
と
呼
ば
れ
る
説
話
的
な
記
事
、
中
で
も
頼
朝
が
北
条
に
移

っ
て
か
ら
の
記
事
を
中
心
に
研

究
さ
れ
て
き
た
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
最
初
の
配
流
地
伊
東
に
お
け
る
流
人
時
代
の
方
が
は
る
か
に
長
い
こ
と
に
着
目
し
、
「真
名

本
」
に
み
え
る
伊
東
氏
関
係
の
記
事
に
新
た
な
解
釈
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
人
頼
朝
が
伊
東
氏
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
、
そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
挙
兵
に
活
か
し
た
の
か
と

い
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
無
論
、
「真
名
本
」
は
文
学
作
品
で
あ
り
、
そ

の
叙
述
に
は
虚
構
や
誇

張
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
解
釈
の
仕
方
に
よ

っ
て
は
、
文
書
類

・
記
録
類
が
欠
如
し
た
時
期
の
歴
史
像
を
考
察
す
る
上
で
貴
重
な

史
料
と
な
り
得
る
こ
と
を
、
本
稿
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

【注
】

(
一
)

元
木
泰
雄
氏

『河
内
源
氏
』
(中
央
公
論
社
、
二
〇

一
一
年

)
な
ど
。

(二
)

『吾
妻

鏡
』
寿
永

元
年

二
月
十

五
日
条
な
ど

に
よ
る
。
詳

細
は
次
注

(
三
)

の
拙
稿
3
に
譲
る
。
な
お
、

『吾

妻
鏡
』

は
国
史
大
系
本
を
用

い
る
。

(三
)

拙
著

『曽
我
物
語

の
史
実
と
虚
構
』
(吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
)
、
拙
稿
1

「
伊
東
と

『曽

我
物
語
』
」
(『
伊
東

の
今

.
昔
-

伊
東
市
史
研
究
第
3

号
』
、

二
〇
〇
三
年
)
、
拙
稿

2

「
中
世
成
立
期
東

国
武
士
団

の
婚
姻

政
策
-

伊
豆
国
伊
東
氏
を
主
な
素
材
と
し
て
ー
」
(
『創
価

大
学
人
文
論
集
』

一
九
号
、

二
〇
〇
七
年
)
、
拙
稿
3

「
真
名
本

『曽
我
物
語
』

の
構
想
と
特
徴
」
(
『創
価
人
間
学
論
集
』

三
号
、
二
〇

一
〇
年

)、
拙
稿

4

「
『曽
我
物
語
』
人
物
考

ー
生
年
推
定
1
」
(
『創
価
大
学
人
文
論
集
』

二
三
号
、

二
〇

=

年
)
。

(
四
)

青
木
晃
氏
他

(編
)
『真
名
本

曽
我
物
語

1
』
(平
凡
社
、

一
九
八
七
年
)
を
用

い
る
。

(
五
)

野

口
実
氏

『源
氏
と
坂
東
武
士
』
(吉

川
弘
文
館
、

二
〇
〇
七
年
)
な
ど
。
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六 五 四 三 ニ ー ○)))
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(六
)

伊
東

一
族

の
通
字
で
あ
る

「
祐
」

に

つ
い
て
、
『吾

妻
鏡
』

は

「
祐
」
を
、
「
真
名
本
」

は

「
助
」
を

用

い
て

い
る
。
本
稿
は
、
「
真
名
本
」

の
引
用

部
分
以
外

で
は

「
祐
」

の
字

で
統

一
し
て
表

記
す
る
こ
と
に
し
た

い
。
な
お
、
祐
親

の
嫡
子
河
津
三
郎

の
実
名

に

つ
い
て
は

「
祐

(助
)
通
」
「
祐
泰
」

「
祐
清
」
な
ど
複
数

の
所
伝

が
あ

る
こ
と
か
ら
、
単

に

「
河
津
三
郎
」
と
表

記
す

る
こ
と

に
し
た

い
。

元
暦

元
年

四
月
廿

日
条
。

野
口
実
氏

の
ご
教
示

に
よ

る
。

前
注

(
三
)
拙
稿

1

前
注

(
三
)
拙
稿
2
お
よ
び
拙
稿
4

前
注

(三
)
拙
稿
2

建
保
三
年

(
一
二

一
五
)
正
月
八
日
条

嘉
禄
元
年

(
一
二
二
五
)

七
月
十

一
日
条

前

注

(三
)
拙

稿
4

菱

沼

一
憲

氏

「姻
戚

関
係

か
ら
み
る

『曽
我
物
語
』
」
(
『季
刊
ぐ
ん
し
ょ
』

六
五
、

二
〇
〇

四
年
)
、
前
注

(三
)
拙
稿

2

な
お
、
祐
親

の
手

元
か
ら
狩
野
茂
光

の
娘
が
離
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
狩

野
氏

は
祐
親
や
横
山
党

と
は
距
離
を
置
く

よ
う

に
な

っ
た
と
思
わ

れ
る
。

そ
し

て
、
本

来
、
国
衙
在
庁
系

の
武
士
団

で
あ

っ
た
狩
野
氏

は
、
平

氏

の
後

ろ
盾
を
得

て
勢

い
づ
く
祐
親

に
対
抗
す

べ
く
伊

豆

の
知
行
国
主
源
頼

政
、

そ

の
子
息
で
伊
豆
守

の
源
仲
綱

に
接
近
す

る
よ
う

に
な
り
、
挙
兵
時

の
頼
朝

軍
の
中
核
を
担
う

よ
う

に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。


