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頼
朝
の
コ
ラ
ム 

 
平
安
時
代
の
末
期
、
平
治
元
年
（1

1
5
9

）
十
二
月

に
勃
発
し
た
「
平
治
の
乱
」
、
父
・
義
朝
に
従
い
平
氏

と
戦
い
敗
れ
、
頼
朝
は
父
と
共
に
鎌
倉
を
目
指
す
が
、

雪
の
降
る
中
は
ぐ
れ
て
し
ま
う
。
源
氏
ゆ
か
り
の
寺

の
天
井
裏
に
匿
わ
れ
、
し
ば
ら
く
し
て
、
父
・
義
朝

の
関
係
す
る
遊
女
の
長
者
宅
に
移
る
。
し
か
し
、
間

も
な
く
源
氏
狩
り
の
平
宗
清
に
捕
ら
え
ら
れ
、
京
の

六
波
羅
に
送
ら
れ
る
。 

頼
朝
は
「
死
に
と
う
な
い
、
生
き
て
先
祖
の
菩
提

を
弔
い
た
い
」
と
平
宗
清
に
訴
え
る
。
こ
の
嘆
願
が

宗
清
を
揺
り
動
か
し
、
清
盛
の
継
母
・
池
禅
尼
の
助

命
に
繋
が
っ
て
く
る
の
で
す
。
結
果
、
死
を
免
れ
伊

豆
の
蛭
ヶ
小
島
に
流
刑

る

け

い

と
な
っ
た
。
そ
の
時
は
永
暦

元
年
（1

1
6
0

）
二
月
、
頼
朝
は
十
四
才
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
土
地
の
豪
族
・
北
条
時
政
と
伊
東
祐
親

す
け
ち
か

の

監
視
の
も
と
に
置
か
れ
た
。 

 

頼
朝
の
母
は
、
尾
張
名
古
屋
の
熱
田
大
神
宮
の
大

宮
司
・
藤
原
季
範

す
え
の
り

の
娘
・
由
良

ゆ

ら

御
前
で
あ
り
、
頼
朝

は
幼
少
か
ら
京
の
公
家
社
会
の
中
で
育
っ
た
。
そ
し

て
、
頼
朝
の
乳
母
は
四
人
居
た
と
伝
わ
る
。
そ
の
中 

 

の
一
人
・
比
企
尼
は
頼
朝
が
流
刑
と
決
ま
る
と
平
家

の
目
を
逃
れ
、
領
国
の
武
蔵
国
比
企
郷
に
下
向
し
、

こ
こ
か
ら
、
頼
朝
の
流
刑
時
代
二
十
年
の
間
食
料
を

送
り
続
け
る
の
で
す
。 

流
刑
の
身
の
頼
朝
は
、
念
仏
三
昧
で
一
日
千
百
回

の
読
経
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
い
つ

の
頃
か
ら
か
、
京
に
住
ま
い
す
る
比
企
尼
の
妹
の

子
・
三
善
康
信
か
ら
、
月
に
三
度
は
京
の
様
子
の
報

告
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
こ
の
時
に
公
家
社
会
の
陰

謀
政
治
や
院
政
に
つ
い
て
の
知
識
を
学
び
、
後
の
頼

朝
の
政
治
姿
勢
に
大
い
に
影
響
し
て
く
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

長
ず
る
に
従
っ
て
は
、
源
頼
朝
が
在
地
武
士
の
工

藤
茂
光
、
土
肥

と

い

実
平
、
岡
崎
義
実
、
天
野
遠
景
、

加
藤
次
景
廉

か
と
う
じ
か

げ
か
ど

ら
を
従
え
て
、
山
野
を
駆
巡
っ
て
、
源

氏
の
棟
梁

と
う
り
ょ
う

と
し
て
の
友
好
を
高
め
て
い
る
。
馬
術

に
お
い
て
も
、
そ
の
技
量
は
他
の
追
随
を
許
せ
な
い

ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。 

 

そ
の
馬
術
に
長
け
た
頼
朝
が
落
馬
し
て
死
に
至

っ
た
と
い
う
。
俄
か
に
は
信
じ
が
た
い
事
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
は
、
鎌
倉
の
歴
史
書
と
云
わ
れ
る
「
吾
妻
鏡
」 

 

に
は
、
頼
朝
の
落
馬
事
件
の
前
二
年
間
の
記
載
が
欠

落
し
、
さ
ら
に
は
頼
朝
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
十
三

年
後
に
、
初
め
て
落
馬
の
記
載
が
見
え
て
く
る
。 

こ
こ
か
ら
頼
朝
の
落
馬
に
は
い
ろ
い
ろ
と
憶
測
が

出
て
く
る
の
で
す
。 

一
例
の
説
と
し
て
、
稲
毛
重
成

し
げ
な
り

の
供
養
の
帰
途
、

稲
村
ケ
崎
辺
り
に
さ
し
か
か
る
と
水
平
線
の
向
こ

う
か
ら
黒
雲
が
勢
い
よ
く
も
の
凄
い
ス
ピ
ー
ド
で

沸
い
て
き
た
。
同
時
に
大
音
響
の
稲
妻
が
発
生
。
そ

し
て
暗
雲
の
中
か
ら
、
頼
朝
に
滅
ぼ
さ
れ
、
西
海
に

沈
ん
だ
安
徳
天
皇
、
二
位
尼
時
子
や
誅
殺

ち
ゅ
う
さ
つ

さ
れ
た

義
経
な
ど
の
亡
霊
が
次
々
に
現
れ
、
烈
風
と
稲
妻
に

驚
い
た
馬
が
猛 た

け

り
狂
っ
た
よ
う
に
暴
れ
、
頼
朝
は
馬

か
ら
振
り
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
因
で
死

に
至
っ
た
。 

も
う
一
例
は
、
時
代
は
下
っ
て
江
戸
時
代
の
話
で

す
。
徳
川
光
圀
公
が
編
纂
し
た
「
真
俗
雑
談
」
に
は
、

頼
朝
が
深
夜
暗
闇
の
中
、
小
袖
で
身
を
隠
し
安
達
屋

敷
の
女
の
も
と
に
通
う
時
、
主
人
の
安
達
盛
長
に
見

つ
か
り
、
暗
闇
で
盛
長
は
返
答
を
求
め
た
が
、
黙
し

た
の
で
、
一
太
刀
浴
び
せ
た
。
小
袖
を
除
い
て
み
れ

ば
、
そ
こ
に
は
頼
朝
が
息
も
絶
え
絶
え
に
な
っ
て
い 
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た
。
そ
し
て
、
頼
朝
は
「
落
馬
し
た
と
し
て
お
け
」

と
言
っ
て
息
を
引
き
取
っ
た
。
盛
長
は
事
の
顛
末
を

尼
将
軍
・
政
子
に
報
告
し
た
が
、
政
子
は
世
間
に
知

れ
る
と
み
っ
と
も
な
い
か
ら
「
落
馬
」
と
し
て
公
表

し
た
。 

こ
の
よ
う
に
未
だ
定
説
が
決
ま
ら
な
い
憶
測
が

多
々
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

 

二
代
将
軍
頼
家
の
誕
生 

  

源
頼
朝
は
度
々
の
生
死
の
境
を
乗
り
越
え
、
在
地

豪
族
の
北
条
・
三
浦
・
和
田
・
千
葉
・
足
立
・
河
越
・

畠
山
・
小
山
な
ど
を
御
家
人
に
従
え
、
ま
た
、
公
家

政
治
を
模
倣
し
て
、
文
官
と
し
て
大
江
広
元
や
三
善

康
信
ら
京
都
の
下
級
貴
族
を
呼
び
寄
せ
、
鎌
倉
幕
府

の
骨
格
を
作
り
上
げ
て
き
た
偉
大
な
政
治
家
と
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
の
源
頼
朝
の
突
然
の
訃
報
は
、
御
家
人
の
間
に

衝
撃
が
走
っ
た
。
将
来
頼
朝
を
継
嗣

け

い

し

す
べ
く
育
て
ら

れ
て
い
た
源
頼
家

よ
り
い
え

は
二
十
一
才
に
な
っ
て
い
た
。
頼 

 

家
の
乳
母
は
、
頼
朝
の
流
人
時
代
二
十
年
間
食
料
を

送
り
続
け
た
比
企
尼
の
次
女
と
三
女
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
頼
家
は
、
殆
ど
比
企
家
の
中
で
育
っ
た
。 

比
企
家
で
は
甥
の
比
企
能
員

よ
し
か
ず

を
当
主
に
迎
え
、
娘

の
若
狭
局
を
頼
家
の
妻
と
し
て
一
幡

い
ち
ま
ん

と
い
う
御
曹

司
も
育
っ
て
い
た
。
こ
の
御
曹
司
・
一
幡
が
将
来
、

頼
家
に
次
い
で
鎌
倉
幕
府
の
首
長
と
な
る
可
能
性

を
秘
め
て
い
た
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
頼
家
は
鎌
倉
幕
府
源
氏

二
代
征
夷
大
将
軍
と
し
て
、
正
治
元
年
（1

1
9
9

）
正

月
二
十
三
日
就
任
し
た
。
数
々
の
苦
境
の
中
を
潜 く

ぐ

り

抜
け
、
京
の
朝
廷
と
対
峙
す
る
開
闢

か
い
び
ゃ
く

以
来
初
め
て

の
武
家
政
権
を
創
り
上
げ
て
き
た
父
・
頼
朝
に
対
し
、

そ
れ
を
嗣 つ

い
だ
頼
家
へ
の
御
家
人
の
信
頼
は
、
若
年

で
苦
労
知
ら
ず
も
相
ま
っ
て
、
ま
っ
た
く
の
白
紙
状

態
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

初
代
将
軍
と
と
も
に
鎌
倉
幕
府
を
創
り
上
げ
た

御
家
人
の
最
大
の
目
的
は
、
自
国
領
地
の
安
堵

あ

ん

ど

で
あ

っ
た
。
頼
朝
政
権
下
の
下
で
も
度
々
こ
の
領
地
争
い

が
持
ち
込
ま
れ
た
が
、
そ
れ
を
頼
朝
の
権
威
と
納
得

の
上
で
裁
い
て
い
た
。
ま
た
、
少
な
か
ら
ず
頼
朝
将

軍
の
裁
可
に
は
従
っ
て
い
た
。
こ
の
最
大
の
領
国
裁 

 可
の
権
限
も
二
代
将
軍
頼
家
が
継
ぐ
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
た
の
が

北
条
政
子
、
時
政
、
義
時
の
親
子
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。 

「
吾
妻
鏡
」
に
は
、
頼
家
が
将
軍
成
り
立
て
の
頃
、

早
速
御
家
人
間
の
土
地
の
争
論
が
あ
り
、
そ
の
時
の

頼
家
の
不
合
理
な
裁
可
の
幼
稚
さ
が
書
か
れ
て
い

る
。
ま
た
、
有
力
御
家
人
の
安
達
景
盛
が
京
か
ら
連

れ
て
き
た
愛
妾
を
、
景
盛
の
留
守
中
に
御
所
に
住
ま

わ
せ
横
取
り
し
て
し
ま
う
。
あ
げ
く
の
果
て
景
盛
を

誅
殺
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
を
聞
き
つ
け
た
尼
将
軍

政
子
に
諫 い

さ

め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
書
か
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
、
頼
家
は
暗
君
で
あ
る
と
吾
妻
鏡
は
決

め
つ
け
て
い
る
よ
う
で
す
。 

  

義
時
と
十
三
人
の
御
家
人 

  

二
代
将
軍
に
就
任
し
た
頼
家
に
対
し
。
北
条
時
政

は
、
比
企
氏
の
一
幡

い
ち
ま
ん

が
将
軍
を
継
げ
ば
、
比
企
氏
が

将
軍
の
外
戚
と
な
り
、
北
条
の
御
家
人
と
し
て
の
存 
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在
も
危
う
く
な
る
と
考
え
た
の
は
当
然
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
在
地
領
主
の
御
家
人
に
お
い
て
は
、
領

国
の
安
堵
を
二
代
将
軍
頼
家
に
は
任
せ
ら
れ
な
い

と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
。 

初
代
将
軍
頼
朝
時
代
の
北
条
時
政
は
、
将
軍
の
代

理
と
し
て
の
数
々
の
交
渉
事
を
任
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
に
、
頼
朝
の
知
謀
、
陰
謀
を
学
び
、
ま

た
、
そ
れ
を
実
行
し
て
き
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、 

頼
朝
は
義
経
追
討
問
題
で
、
後
白
河
法
皇
が
、
義

経
に
強
訴
さ
れ
、
頼
朝
追
討
の
院
宣

い
ん
ぜ
ん

を
発
し
た
こ
と

を
逆
手

さ

か

て

に
取
り
、
文
治
元
年
（1

1
8

5
.

）
、
京
に
時
政

は
派
遣
さ
れ
朝
廷
と
の
交
渉
を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
、

し
っ
か
り
と
守
護
・
地
頭
の
設
置
を
認
め
さ
せ
た
ほ

か
、
京
都
の
治
安
維
持
や
平
氏
の
残
党
狩
り
な
ど
多

岐
に
わ
た
り
仕
事
を
こ
な
し
、
時
政
は
「
京
都
守
護
」

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
成
果
を
上
げ
た
と
い
う
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
時
政
は
豪
族
の
武
士
で
あ
る
と
同
時
に
頼

朝
タ
イ
プ
の
政
治
家
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

比
企
家
の
将
来
と
御
家
人
の
領
国
安
堵
の
不
安

を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
策
を
め
ぐ
ら

せ
た
か
と
い
う
と
、
頼
家
が
家
督
を
継
い
で
三
ヶ
月

後
の
建
久
十
年
（1

1
9
9

）
四
月
、
幕
府
は
十
三
人
の 

 

有
力
御
家
人
に
よ
る
合
議
制
を
導
入
し
ま
す
。 

そ
れ
は
、
将
軍
頼
家
か
ら
、
御
家
人
同
志
の
土
地

の
訴
訟
に
つ
い
て
の
権
限
を
十
三
人
の
合
議
制
に

移
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

頼
家
か
ら
権
力
を
取
り
上
げ
た
十
三
人
の
顔
ぶ

れ
は
、
北
条
時
政
・
北
条
義
時
・
大
江
広
元
・
三
善

康
信
・
中
原
親
能

ち
か
よ
し

・
三
浦
義
澄
・
八
田
知
家
・
和
田

義
盛
・
比
企
能
員

よ
し
か
ず

・
安
達
盛
長
・
足
立
遠
元
・
梶
原

景
時
・
藤
原
行
政
で
あ
る
が
、
こ
の
中
、
広
元
・
康

信
・
親
能
・
行
政
ら
が
京
都
貴
族
出
身
の
幕
府
官
僚

で
あ
っ
た
。 

こ
の
合
議
制
が
出
来
た
と
き
、
北
条
義
時
は
未
だ

三
十
八
才
で
あ
っ
た
。
他
の
十
二
名
は
鎌
倉
幕
府
以

来
の
功
臣
で
、
か
な
り
の
年
配
に
達
し
て
い
る
の
に

義
時
唯
一
人
が
三
十
代
の
若
さ
で
加
わ
っ
て
い
る
。 

こ
の
事
が
な
に
を
意
味
す
る
か
を
考
え
る
に
、
政
治

的
責
任
の
あ
る
地
位
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

こ
の
事
は
、
政
治
家
義
時
の
政
治
的
生
涯
の
始
ま

り
と
な
り
、
幕
府
政
治
機
関
の
中
で
次
第
に
重
み
を

な
し
て
い
く
事
に
な
り
ま
す
。
ま
さ
に
将
軍
頼
家
の

出
現
と
と
も
に
義
時
が
表
舞
台
に
登
場
し
て
く
る

の
で
す
。 

 

梶
原
景
時
の
失
脚 

 

治
承
四
年
（1

1
8
0

）
八
月
豪
雨
の
中
、
源
頼
朝
は

平
氏
打
倒
の
旗
挙
げ
を
石
橋
山
に
掲
げ
た
。
北
条
時

政
・
宗
時
・
義
時
以
下
三
百
騎
の
兵
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
平
氏
軍
は
大
庭
景
親

か
げ
ち
か

三
千
騎
、
伊
東
祐
親

す
け
ち
か

三
百
騎
で
あ
っ
た
。
数
で
勝
る
平
氏
軍
に
散
々
敗
れ

箱
根
山
中
を
土
肥
実
平

ど

い

さ

ね

ひ

ら

の
先
導
で
逃
げ
回
っ
た
。

洞
ほ
こ
ら

に
隠
れ
休
ん
で
い
る
時
、
平
氏
軍
の
梶
原
景
時

に
見
つ
か
っ
た
が
見
逃
し
助
け
ら
れ
た
。 

頼
朝
と
景
時
の
出
逢
い
は
箱
根
山
中
で
あ
っ
た

が
、
真
鶴
岬
か
ら
安
房
に
渡
り
、
大
返
し
で
鎌
倉
へ

凱
旋
し
、
大
倉
の
地
に
幕
府
を
創
設
す
る
と
、
景
時

は
頼
朝
に
帰
順
し
手
足
と
な
っ
て
仕
え
次
第
に
頼

朝
の
信
頼
を
得
て
い
く
の
で
す
。 

し
か
し
、
景
時
は
忠
臣
で
あ
る
が
故
に
、
他
の
御

家
人
の

些
い
さ
さ

か
の
ミ
ス
も
頼
朝
に
報
告
し
、
時
に
は

そ
の
讒
言

ざ
ん
げ
ん

に
よ
り
地
位
の
剥
奪
や
排
除
が
行
わ
れ
、

ま
た
、
誅
殺
さ
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。 

特
に
平
氏
討
滅
の
た
め
、
義
経
軍
の
参
謀
と
し
て

活
躍
し
た
が
、
独
断
専
行
の
義
経
と
意
見
の
合
わ
な

い
こ
と
が
多
々
あ
り
、
こ
の
時
の
頼
朝
へ
の
報
告
も 
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義
経
排
除
の
一
つ
の
因 い

ん

と
な
っ
た
と
い
う
。 

そ
の
景
時
は
、
頼
朝
の
寵
臣

ち
ょ
う
し
ん

の
一
人
で
あ
っ
た

が
、
頼
朝
亡
き
後
、
二
代
将
軍
頼
家
の
忠
臣
と
し
て

仕
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
景
時
は
讒
言

ざ
ん
げ
ん

の
こ
と
か
ら
失
脚
し
て
い
き
ま
す
。 

あ
る
時
、
有
力
御
家
人
・
結
城
朝
光

と
も
み
つ

が
、
他
の
御

家
人
た
ち
の
前
で
「
忠
臣
は
二
君
に
仕
え
ず
と
云
う

け
れ
ど
、
頼
朝
様
に
は
過
分
な
恩
を
賜
っ
た
が
、
こ

こ
で
剃
髪

て
い
は
つ

し
仏
門
に
入
れ
ば
よ
か
っ
た
・
・
・
・
」

と
い
う
頼
朝
追
慕

つ

い

ぼ

の
想
い
を
口
に
し
た
。
聞
い
た
者

も
涙
し
た
と
い
う
。 

と
こ
ろ
が
。
二
日
ほ
ど
経
っ
た
あ
る
日
阿
波
局

あ
わ
の
つ
ぼ
ね

（
時
政
の
娘
・
政
子
の
妹
・
実
朝
の
乳
母
）
が
、
朝

光
に
「
梶
原
景
時
殿
が
、
先
日
の
朝
光
殿
の
発
言
は

頼
家
様
に
仕
え
る
気
は
な
い
」
と
い
う
意
思
表
示
と

訴
え
頼
家
様
の
命
で
朝
光
を
討
つ
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
と
伝
え
た
。 

こ
の
事
を
聞
い
た
朝
光
は
驚
い
て
、
三
浦
義
澄
へ

駆
け
込
み
ま
す
。
こ
れ
を
聞
い
た
義
澄
は
「
景
時
の

讒
言
に
よ
り
命
を
落
と
し
た
り
し
た
者
は
数
え
き

れ
な
い
。
代
々
憤
り
を
持
っ
て
い
る
者
は
多
い
。
こ

の
段
は
景
時
を
退
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
吾 

 

妻
鏡
正
治
元
年
十
月
二
十
七
日
）
と
い
う
と
、
近
し

い
仲
間
を
集
め
て
、
景
時
を
弾
劾

だ
ん
が
い

す
る
こ
と
に
決
め
、

六
十
六
人
の
御
家
人
が
名
を
連
ね
た
弾
劾
状
を
和

田
義
盛
と
三
浦
義
澄
が
提
出
し
た
の
で
す
。 

将
軍
頼
家
は
、
景
時
に
「
何
か
申
し
述
べ
た
い
こ

と
が
あ
る
か
」
と
弁
明
の
機
会
を
与
え
た
が
、
景
時

は
何
一
つ
抗
弁
せ
ず
領
国
の
相
模
一
宮
に
帰
っ
て

し
ま
う
。
正
治
元
年
（1

1
9
9

）
十
一
月
の
こ
と
で
し

た
。
ひ
と
月
ほ
ど
経
っ
て
、
再
び
鎌
倉
に
出
仕
し
た

景
時
に
「
鎌
倉
退
散
」
の
命
令
が
下
さ
れ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
景
時
は
京
に
行
く
こ
と
を
決
め
一
族
を

纏 ま
と

め
ま
す
。 

東
海
道
を
一
族
共
々
、
京
を
目
指
し
て
い
た
が
、

正
治
二
年
（1

2
0
0

）
正
月
二
十
日
駿
河
国
の
清
見
関

で
、
待
ち
伏
せ
し
て
い
た
御
家
人
・
吉
川
友
兼

き
っ
か
わ
と
も
か
ね

ら
と

戦
闘
状
態
と
な
り
、
梶
原
景
時
と
そ
の
一
族
は
全
滅

討
ち
果
て
て
し
ま
う
の
で
す
。 

後
年
こ
の
景
時
の
滅
亡
は
、
北
条
時
政
・
義
時
の

陰
謀
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
浮
か
び
上
が
り

ま
す
。
そ
れ
は
駿
河
国
は
北
条
時
政
の
守
護
国
で
、

景
時
一
行
が
上
洛
す
る
こ
と
を
予
測
し
て
、
時
政
配

下
の
吉
川
友
兼
に
命
じ
て
討
伐
に
及
ん
だ
と
い
う 

 

こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
北
条
時
政
・
義
時
は
政
敵

梶
原
景
時
の
排
除
に
成
功
し
た
の
で
す
。
こ
こ
か
ら

北
条
家
に
よ
る
陰
謀
の
政
治
が
始
ま
る
の
で
す
。 

  

比
企
一
族
の
壊
滅 

  

頼
朝
の
二
十
年
間
に
亘
る
流
人
時
代
、
平
家
の
目

を
逃
れ
危
険
を
お
か
し
て
食
料
を
送
り
続
け
た
乳

母
の
比
企
尼
は
、
長
女
を
頼
朝
の
側
近
・
安
達
盛
長

に
、
次
女
を
河
越
重
頼

し
げ
よ
り

に
嫁 と

つ

が
せ
ま
し
た
。
三
女
は

源
氏
一
門
の
最
上
席
で
あ
る
平
賀
義
信

ひ
ら
が
よ
し
の
ぶ

に
嫁
が
せ

て
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
比
企
尼
の
次
女
と
三
女
が
、
頼
朝
の
嫡

子
・
頼
家
の
乳
母
と
な
り
ま
す
。
頼
家
は
実
母
の
北

条
政
子
の
館
で
は
な
く
、
比
企
氏
の
館
で
育
て
ら
れ

ま
し
た
。
幼
少
時
か
ら
比
企
家
で
成
長
し
た
頼
家
は
、

北
条
家
よ
り
比
企
家
に
親
近
感
を
持
つ
の
は
当
然

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。 

ま
た
、
頼
家
は
比
企
家
の
当
主
・
比
企
能
員

よ
し
か
ず

の
娘
・

若
狭
局
を
妻
に
し
ま
し
た
。
頼
家
と
の
間
に
は 
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一
幡

い
ち
ま
ん

と
い
う
嫡
男
を
産
み
ま
す
。 

頼
朝
の
不
遇
時
代
か
ら
支
え
と
な
っ
て
き
た
比

企
氏
は
、
こ
こ
で
将
軍
を
継
げ
る
場
に
立
っ
た
の
で

す
。
こ
の
成
り
行
き
は
北
条
時
政
・
義
時
に
と
っ
て

も
穏
や
か
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。 

次
の
将
軍
継
嗣
問
題
を
憂
慮
し
て
い
る
陰
謀
家

の
北
条
時
政
・
義
時
は
、
頼
家
の
権
力
と
比
企
能
員

始
め
一
族
の
勢
力
を
奪
う
目
的
が
「
合
議
制
の
創
設
」

で
し
た
。 

ま
た
、
建
仁
三
年
（1

2
0
3

）
八
月
、
頼
家
が
病
に

罹 か
か

り
重
態
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
チ
ャ
ン
ス
と
み
た
北

条
時
政
・
義
時
は
政
子
と
謀 は

か

っ
て
将
軍
の
権
限
を
二

分
す
る
こ
と
を
画
策
し
た
。
す
な
わ
ち
時
政
・
義
時

は
、
将
軍
の
有
す
る
諸
国
の
守
護
職 し

き

・
地
頭
職
の
う

ち
、
関
西
三
十
八
国
の
地
頭
職
を
頼
家
の
弟
千
幡

せ
ん
ま
ん

（
実
朝
）
に
、
全
国
の
守
護
職
及
び
関
東
二
十
八
国

の
地
頭
職
を
頼
家
の
嫡
子
・
一
幡
に
譲
与
さ
せ
る
と

い
う
計
画
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
千
幡
は
十
一
才
、

一
幡
は
六
才
で
あ
っ
た
。 

こ
の
計
画
に
真
っ
向
か
ら
反
対
し
た
の
は
比
企

能
員
で
、
将
来
は
将
軍
内
部
の
争
い
の
種
に
な
る
と

主
張
し
た
。
そ
し
て
、
一
幡
の
母
・
若
狭
局
を
し
て 

 

建
仁
三
年
（1

2
0
3

）
九
月
二
日
、
将
軍
頼
家
の
病
床

で
、
こ
の
事
を
訴
え
さ
せ
た
。
す
ぐ
さ
ま
頼
家
は
能

員
を
病
床
に
招
き
、
北
条
氏
追
討
の
談
合
を
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
が
政
子
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
直

ち
に
時
政
・
義
時
に
通
報
さ
れ
た
。 

こ
こ
に
お
い
て
時
政
は
、
能
員

よ
し
か
ず

を
謀
殺
す
る
決
意

を
か
た
め
、
能
員
の
も
と
に
使
者
を
遣
わ
し
「
仏
像

の
祈
願
と
世
事
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
」
と

誘
い
出
し
、
待
ち
受
け
て
い
た
時
政
の
配
下
・
天
野

遠
景

と
お
か
げ

、
仁
田
忠
常

に
っ
た
た
だ
つ
ね

に
忽

た
ち
ま

ち
誅
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。 

 
 

 

そ
し
て
、
政
子
の
命
令
に
よ
っ
て
差
し
向
け
ら
れ

た
北
条
義
時
以
下
、
小
山
朝
政
・
畠
山
重
忠
・
和
田

義
盛
・
三
浦
義
村
・
加
藤
景
簾

か
げ
か
ど

ら
の
軍
勢
に
攻
め
ら

れ
、
比
企
一
族
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
日
に
う
ち
に

若
君
一
幡
と
と
も
に
自
決
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
時

政
は
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
比
企
一
族
を
壊
滅

か
い
め
つ

す
る
こ

と
に
成
功
し
た
の
で
す
。 

  

二
代
将
軍
頼
家
の
暗
殺 

  

 

比
企
氏
一
族
が
滅
亡
し
た
と
き
、
将
軍
頼
家
は
奇

跡
的
に
快
方
に
向
か
っ
て
い
た
。
嫡
子
・
一
幡
と
比

企
能
員
の
死
を
聞
い
て
、
大
い
に
時
政
以
下
の
仕
打

ち
を
憎
み
仕
返
し
を
考
え
た
。 

そ
し
て
直
ち
に
和
田
義
盛
と
仁
田
忠
常
に
密
使

を
送
り
、
時
政
追
討
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
和
田
義

盛
は
将
軍
頼
家
の
命
令
を
拒
否
し
、
使
者
と
し
て
密

書
を
持
っ
て
き
た
頼
家
側
近
の
堀
藤
次

と

う

じ

親
家

ち
か
い
え

を
誅

殺
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
こ
の
密
書
の
件
を
北
条
時

政
・
義
時
に
知
ら
せ
て
し
ま
う
。 

一
方
の
仁
田
忠
常
は
将
軍
家
か
ら
の
密
命
を
受

け
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
比
企
家
滅
亡
の
一
翼
を
担

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
賞
を
い
た
だ
く
た
め
北
条
時
政

の
名
越

な

ご

え

亭
に
招
か
れ
た
。
供
を
し
て
い
た
仁
田
忠
常

の
従
者
は
、
主
人
の
帰
り
が
余
り
に
遅
い
の
で
、
こ

れ
を
怪
し
み
、
馬
を
引
い
て
帰
宅
し
、
忠
常
の
弟
五

郎
及
び
六
郎
に
告
げ
た
。
五
郎
兄
弟
は
将
軍
家
か
ら

の
密
命
が
も
と
で
、
忠
常
が
誅
殺
さ
れ
た
と
推
量

す
い
り
ょ
う

し
、
北
条
に
報
復
す
る
た
め
北
条
義
時
の
屋
敷
を
襲

っ
た
。
義
時
は
御
家
人
た
ち
を
指
揮
し
五
郎
兄
弟
を

討
ち
取
っ
て
し
ま
う
。
一
方
何
事
も
な
か
っ
た
仁
田

忠
常
定
は
、
名
越
亭
か
ら
自
宅
に
帰
る
途
中
、
こ
の 
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件
を
知
り
覚
悟
を
決
め
た
が
加
藤
次
景
簾

か
げ
か
ど

に
誅
殺

さ
れ
、
少
し
の
誤
解
が
仁
田
一
族
滅
亡
の
運
命
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
。 

北
条
氏
が
当
面
の
政
敵
で
あ
っ
た
比
企
能
員
の

謀
殺
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
背
後
の

後
援
者
を
失
っ
て
孤
立
し
た
将
軍
頼
家
の
存
在
は
、

も
は
や
重
視
す
る
に
値
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
。 

仁
田
氏
事
件
翌
日
の
建
仁
三
年
（1

2
0
3

）
九
月
八

日
、
北
条
時
政
は
、
政
子
と
謀
っ
て
、
病
気
で
政
務

が
取
れ
な
い
と
の
理
由
で
将
軍
頼
家
を
出
家
さ
せ

て
し
ま
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
大
江
広
元
と
相
談
し
て
、

伊
豆
・
修
善
寺
に
幽
閉
し
て
し
ま
い
ま
す
。
修
善
寺

は
北
条
氏
の
監
視
し
や
す
い
本
拠
地
で
、
南
側
は
山

岳
地
帯
。
北
条
氏
の
監
視
の
目
を
か
い
く
ぐ
っ
て
頼

家
を
助
け
出
す
の
は
不
可
能
に
近
い
土
地
で
し
た
。 

こ
の
地
は
、
頼
朝
の
弟
で
平
氏
壊
滅
の
功
労
者
の
源

範
頼

の
り
よ
り

も
幽
閉
さ
れ
死
に
追
い
や
ら
れ
て
い
ま
す
。 

翌
年
、
頼
家
は
修
善
寺
で
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の

亡
く
な
る
理
由
の
一
つ
に
鎌
倉
時
代
の
史
書
「
増
鏡
」

は
、
義
時
に
よ
る
殺
害
説
を
と
っ
て
い
ま
す
。
元
久

元
年
（1

2
0
4

）
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、

北
条
義
時
は
四
十
二
才
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

三
代
将
軍
実
朝
の
就
任
と 

北
条
時
政
の
失
脚 

  

二
代
将
軍
頼
家
の
出
家
と
同
時
に
北
条
氏
に
擁

立
さ
れ
た
実
朝
は
、
建
仁
三
年
（1

2
0
3

）
九
月
に
征

夷
大
将
軍
の
地
位
に
就
い
た
。
そ
の
十
月
八
日
に
は
、

十
二
才
に
し
て
元
服
の
儀
を
行
い
ま
し
た
が
、
幼
年

の
実
朝
が
実
際
の
政
務
を
執
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
、
そ
こ
で
、
後
見
役
と
し
て
北
条
時
政
が
実
権

を
握
り
政
務
を
取
り
仕
切
る
事
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

が
、
鎌
倉
幕
府
の
執
権
制
度
の
始
ま
り
と
考
え
て
も

良
い
と
思
い
ま
す
。 

従
来
か
ら
の
政
所

ま
ん
ど
こ
ろ

の
別
当
は
大
江
広
元
の
名
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
よ
り
北
条
時
政
も
政
所
の
別
当

と
し
て
の
名
を
連
ね
て
い
ま
す
。 

実
朝
の
元
服
の
儀
は
、
時
政
の
名
越

な

ご

え

亭
で
行
わ
れ
、

大
江
広
元
・
小
山
朝
政
・
安
達
景
盛
・
和
田
義
盛
以

下
百
余
人
の
御
家
人
が
参
集
し
た
が
、
こ
の
儀
式
で

北
条
義
時
は
広
元
の
嫡
子
・
大
江
親
広
と
と
も
に
、

雑
具
持
参
の
役
を
受
け
持
ち
、
ま
た
、
陪
膳

ば
い
ぜ
ん

の
役
に

も
侍 じ

し
て
い
ま
す
。
元
服
の
加
冠

か

か

ん

の
役
目
は
、
源
氏 

 

一
門
の
長
老
・
平
賀
義
信
が
、
理
髪
は
実
朝
の
外
祖

父
・
北
条
時
政
が
つ
と
め
た
。 

か
っ
て
、
頼
家
が
将
軍
に
就
任
し
た
時
、
北
条
時

政
は
訴
訟
裁
判
に
お
け
る
十
三
人
の
合
議
機
関
を

創
っ
た
。
そ
の
構
成
し
た
中
の
有
力
御
家
人
の
幾
人

か
は
世
を
去
り
、
今
や
幕
政
を
左
右
す
る
力
を
持
っ

た
の
は
北
条
氏
及
び
政
所
の
別
当
大
江
広
元
と
そ

の
一
族
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 

話
は
前
後
す
る
が
、
こ
の
実
朝
の
将
軍
儀
式
が
行

わ
れ
て
い
る
時
の
建
仁
三
年
（1

2
0
3

）
九
月
は
二
代

将
軍
頼
家
が
出
家
さ
せ
ら
れ
伊
豆
に
幽
閉
さ
れ
、
ま

だ
生
存
し
て
い
た
。
し
か
し
、
京
の
朝
廷
へ
は
実
朝

へ
の
将
軍
就
任
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
北
条
時
政
は

六
十
六
才
に
な
っ
て
い
た
が
、
翌
年
頼
家
は
義
時
の

配
下
の
者
に
殺
害
さ
れ
た
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
益
々
北
条
家
に
よ
る
権
力
の
陰
謀

が
深
ま
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

 

将
軍
実
朝
を
擁
し
て
の
、
北
条
氏
に
よ
る
政
治
が

始
ま
っ
た
頃
か
ら
、
北
条
時
政
と
、
義
時
と
政
子
の

間
に
少
な
か
ら
ず
意
思
の
疎
通
が
見
え
始
め
て
き

た
。
そ
の
原
因
の
最
大
な
も
の
は
、
時
政
の
後
妻
・ 
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牧 ま

き

の
方 か

た

で
あ
っ
た
。 

北
条
時
政
は
幼
少
の
実
朝
を
将
軍
訓
育
の
た
め

か
、
こ
れ
ま
で
母
政
子
の
許
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を

北
条
時
政
邸
に
移
し
た
。
そ
し
て
、
政
子
の
妹
・
阿

波
局
が
お
守
り
役
と
し
て
つ
と
め
る
こ
と
と
な
っ

た
。
実
朝
が
時
政
邸
に
移
っ
て
間
も
な
く
、
こ
の
阿

波
局
が
政
子
の
下
に
来
て
、
実
朝
が
時
政
の
屋
敷
に

い
る
こ
と
は
、
時
政
の
後
室
・
牧
の
方
が
何
か
企

た
く
ら

ん

で
い
て
、
実
朝
に
危
害
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
政
子
は
こ
の
訴
え
を
聞
く
や
直
ち

に
実
朝
を
迎
え
取
る
こ
と
を
決
し
、
北
条
義
時
・
三

浦
義
村
ら
を
遣
わ
し
、
引
き
取
っ
て
き
た
。 

 

北
条
時
政
の
後
室
牧
の
方
に
は
、
数
人
の
娘
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
長
女
は
源
氏
一
門
の
平
賀
朝
雅

と
も
ま
さ

の
妻

と
な
っ
て
い
た
。
朝
雅
の
父
・
義
信
は
、
平
治
の
乱

（1
1
5
9

）
に
源
義
朝
に
加
勢
し
、
敗
走
し
長
野
・
佐

久
平
に
逃
げ
帰
っ
て
い
た
が
、
頼
朝
の
挙
兵
に
馳
せ

参
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
頼
朝
は
儀
式
の
時
に
は
、

常
に
平
賀
義
信
を
最
上
席
に
置
い
て
い
た
。
そ
し
て
、

実
朝
元
服
の
時
、
加
冠
の
役
を
つ
と
め
、
四
代
将
軍

の
地
位
に
就
く
こ
と
は
可
能
な
名
門
の
家
柄
な
の 

 

で
す
。
ま
た
、
平
賀
朝
雅
は
京
都
守
護
職
と
し
て
後

鳥
羽
上
皇
に
も
接
近
し
権
勢
を
高
め
て
い
た
。 

牧
の
方
は
こ
の
よ
う
な
構
図
を
読
み
取
っ
た
の

か
、
ま
た
、
後
鳥
羽
上
皇
の
意
向
も
く
み
取
っ
た
の

か
平
賀
朝
雅
を
将
軍
職
に
就
け
よ
う
と
画
策
し
た

と
義
時
に
憶
測
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
は
、
義
時
が
陰

謀
を
廻
ら
せ
た
の
か
、
直
ち
に
、
父
・
時
政
を
出
家

さ
せ
、
鎌
倉
か
ら
伊
豆
の
領
国
に
追
放
し
ま
す
。
牧

の
方
も
京
に
追
放
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
時
政
は
伊

豆
の
所
領
で
、
十
年
後
の
建
保
三
年
（1

2
1
5

）
一
月

病
没
し
ま
す
。
享
年
七
十
六
才
で
あ
っ
た
。 

父
、
時
政
を
失
脚
さ
せ
た
義
時
は
、
次
に
狙
う
の

は
京
都
守
護
を
務
め
て
い
た
朝
雅
を
討
つ
こ
と
で

す
。
義
時
は
、
京
都
に
使
者
を
派
遣
し
ま
す
。
そ
の

日
、
朝
雅
は
後
鳥
羽
上
皇
と
囲
碁
を
打
っ
て
い
た
が
、

急
報
が
入
り
、
自
分
が
討
伐
の
対
象
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
知
り
ま
す
。
後
鳥
羽
上
皇
の
御
所
を
退
出
し

た
処
を
朝
雅
は
待
ち
構
え
て
い
た
武
士
に
討
た
れ

ま
す
。
元
久
二
年
（1

2
0
5

）
七
月
二
十
六
日
の
こ
と

で
し
た
。
こ
れ
で
、
鎌
倉
幕
府
の
源
氏
の
一
族
は
足

利
氏
の
み
が
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
足
利
氏
は
北

条
氏
と
姻
戚
関
係
を
結
び
う
ま
く
北
条
氏
と
の
関 

 

係
を
保
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
後
年
、
こ
の
足
利
氏

に
よ
っ
て
北
条
氏
は
滅
亡
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、

今
は
そ
の
兆
候
さ
え
見
え
な
い
北
条
氏
の
勢
力
が

大
き
く
な
っ
て
い
く
基
礎
を
義
時
は
創
り
上
げ
て

い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
父
・
時
政
か
ら
奪
い
取
っ

た
執
権
の
座
を
し
っ
か
り
と
確
立
し
て
い
く
の
で

す
。 

 

 

和
田
合
戦 

  

北
条
氏
の
ラ
イ
バ
ル
梶
原
景
時
は
六
十
六
人
の

弾
劾
状
を
以
っ
て
倒
し
、
自
分
よ
り
も
強
大
な
比
企

氏
を
騙 だ

ま

し
討
ち
で
当
主
・
比
企
能
員
を
誅
首

ち
ゅ
う
し
ゅ

し
て
、

す
ぐ
に
奇
襲
を
か
け
、
一
族
を
壊
滅
に
追
い
込
み
ま

し
た
。
こ
れ
は
北
条
時
政
の
陰
謀
に
負
う
と
こ
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
時
政
も
、
今
度
は
嫡
子
・
義
時
に
追

放
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

権
力
の
座
に
つ
い
て
北
条
義
時
も
ま
た
、
自
ら
の

権
力
基
盤
を
強
め
る
た
め
陰
謀
を
巡
ら
せ
て
い
き

ま
す
。
そ
の
次
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
和
田
一
族
で
し
た
。 



8 

 

 
建
暦
三
年
（1

2
1
3

）
二
月
信
濃
国
住
人
泉
親
衡

ち
か
ひ
ら

が
、

前
将
軍
頼
家
の
遺
児
千
手

せ
ん
じ
ゅ

を
将
軍
に
す
べ
く
、
執
権

義
時
を
討
と
う
と
し
た
計
画
が
、
事
前
に
発
覚
し
、

そ
の
一
味
の
安
念
法
師
が
捕
ら
え
ら
れ
、
義
時
の
下

で
糾
弾
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
和
田
義
盛
の
子
・
義

直
、
義
重
と
甥
の
胤
長

た
ね
な
が

ら
の
参
加
が
露
顕

ろ

け

ん

し
た
。
こ

れ
は
義
時
に
は
、
和
田
氏
の
勢
力
を
失
墜

し
っ
つ
い

さ
せ
る
絶

好
の
機
会
で
あ
っ
た
。 

鎌
倉
幕
府
創
設
以
来
、
数
々
の
勲
功
を
上
げ
、
侍 

所
別
当
を
務
め
る
和
田
義
盛
に
免
じ
て
義
直
、
義
重

は
そ
の
罪
は
免
ぜ
ら
れ
た
が
、
甥
の
胤
長
は
此
度

こ

た

び

の

陰
謀
の
張
本
人
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
義
時
自
ら

面
罵

め

ん

ば

し
、
こ
れ
を
禁
固
し
陸
奥
に
流
罪
と
決
し
て
し

ま
う
。
そ
し
て
所
領
は
没
収
さ
れ
、
一
旦
は
義
盛
に

与
え
ら
れ
た
が
、
間
も
な
く
再
没
収
さ
れ
、
執
権
義

時
の
手
中
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。 

か
く
て
和
田
一
族
は
建
暦
三
年
（1

2
1
3

）
五
月
北

条
氏
打
倒
の
兵
を
挙
げ
立
ち
上
が
っ
た
。
和
田
勢
は

百
五
十
人
を
三
手
に
分
け
て
、
御
所
と
義
時
の
館
を

襲
い
ま
す
。
和
田
一
族
の
襲
撃
と
、
義
時
、
嫡
子
・

泰
時

や
す
と
き

以
下
の
抵
抗
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
は
一
大
戦
場
と

化
し
た
。
当
初
は
和
田
一
族
の
軍
勢
に
劣
勢
に
立
っ 

 

て
い
た
幕
府
軍
は
、
将
軍
実
朝
か
ら
義
盛
追
討
令
を

手
に
入
れ
義
時
軍
は
反
撃
に
出
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
和
田
勢
は
分
裂
し
、
当
主
義
盛
も
戦
死
し
て
、

最
終
的
に
は
全
滅
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
義
時
は
、
実
力
で
北
条
家
の
家
督
を

奪
い
取
り
、
幕
府
の
実
権
を
握
り
、
い
ま
ま
た
、
幕

府
を
草
創
期
か
ら
支
え
て
き
た

侍

所

さ
む
ら
い
ど
こ
ろ

別
当
の
和

田
義
盛
を
武
力
で
圧
倒
し
潰 つ

ぶ

し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の

戦
い
で
名
実
と
も
に
北
条
義
時
が
鎌
倉
幕
府
の
ナ

ン
バ
ー
ワ
ン
に
な
っ
た
の
で
す
。 

頼
朝
が
関
東
の
武
士
団
を
束
ね
、
平
家
を
壊
滅
に

追
い
込
み
「
武
士
に
よ
る
、
武
士
の
た
め
の
政
治
」

を
鎌
倉
幕
府
と
し
て
創
り
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
幕
府

内
の
血
で
血
を
洗
う
サ
バ
イ
バ
ル
の
権
力
闘
争
に

勝
利
し
た
義
時
は
、
頼
朝
の
真
の
後
継
者
と
し
て
執

権
制
度
を
確
立
さ
せ
、
鎌
倉
武
士
の
棟
梁
と
な
っ
た

の
で
す
。
義
時
五
十
一
才
に
な
っ
て
い
た
。 

  

実
朝
の
暗
殺 

  

 

将
軍
実
朝
は
十
二
才
で
征
夷
大
将
軍
に
就
い
た

が
幼
少
の
た
め
、
政
務
は
執
権
義
時
・
政
所
の
別
当

大
江
広
元
が
執
り
幕
府
運
営
に
は
関
わ
る
こ
と
が

薄
か
っ
た
。
そ
の
実
朝
は
歌
道
・
蹴
鞠

け

ま

り

に
耽
溺

た
ん
で
き

す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
元
久
元
年
（1

2
0
4

）

に
京
都
か
ら
坊
門
前
大
納
言
信
清
の

女
む
す
め

を
妻
に
迎

え
て
か
ら
は
、
実
朝
の
周
り
は
一
層
の
公
家
社
会
が

み
な
ぎ
り
、
全
く
公
家
化
し
た
実
朝
は
し
き
り
に
官

位
の
昇
進
を
望
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し

た
事
情
か
ら
、
鎌
倉
武
士
の
将
軍
実
朝
に
対
す
る
信

頼
関
係
は
次
第
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
執
権

政
治
を
確
立
し
て
い
く
北
条
義
時
に
は
、
好
都
合
の

こ
と
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

建
保
四
年
（1

2
1
6

）
九
月
頃
、
実
朝
が
し
き
り
に

官
位
の
昇
進
を
望
む
こ
と
に
対
し
、
北
条
義
時
は
秘

か
に
大
江
広
元
と
相
談
し
た
上
、
広
元
を
通
し
て
実

朝
に
諫
言

か
ん
げ
ん

さ
せ
、
官
位
の
昇
進
希
望
は
鎌
倉
武
士
か

ら
遊
離
す
る
こ
と
と
な
る
と
説 と

き
聞
か
せ
て
い
る
。 

官
位
の
昇
進
を
望
ん
だ
実
朝
は
、
健
保
四
年
六
月

に
は
権
中
納
言
に
な
り
、
七
月
に
は
左
近
衛
中
将
を

兼
ね
た
。
ま
た
、
十
一
月
に
は
宋
人
・
陳
和
卿

ち
ん
わ
け
い

に
唐

船
を
建
造
さ
せ
中
国
・
宋 そ

う

へ
行
こ
う
と
す
る
。
し
か 
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し
、
こ
の
造
船
計
画
は
失
敗
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ

う
な
行
為
、
ま
た
、
諫
言
を
聞
き
入
れ
な
い
態
度
か

ら
、
執
権
義
時
は
実
朝
が
も
は
や
幕
府
の
首
長
た
る

将
軍
と
し
て
全
く
存
在
価
値
の
な
い
も
の
と
な
っ

た
と
認
識
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

し
か
も
、
実
朝
に
子
の
無
い
と
こ
ろ
か
ら
、
執
権

義
時
に
対
し
御
家
人
た
ち
の
間
に
は
、
将
軍
の
継
嗣

け

い

し

に
つ
い
て
話
題
と
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。 

執
権
義
時
は
、
こ
の
将
軍
継
嗣
は
京
都
か
ら
皇
族

を
迎
え
入
れ
る
こ
と
を
考
え
た
。
鎌
倉
武
士
た
ち
の

間
に
伝
統
的
な
権
威
を
も
つ
源
家
将
軍
の
代
わ
り

に
、
京
都
か
ら
皇
族
将
軍
を
迎
え
入
れ
れ
ば
将
軍
を

全
く
の
ロ
ボ
ッ
ト
化
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
り
、
執

権
と
し
て
御
家
人
を
統
括
し
得
る
と
考
え
た
の
で

す
。
こ
の
義
時
の
計
画
に
は
、
政
子
を
は
じ
め
幕
府

の
主
脳
者
た
ち
の
間
で
も
、
全
く
異
論
が
な
か
っ
た

と
い
う
。 

そ
こ
で
、
公
家
側
と
交
渉
す
る
た
め
政
子
自
ら
が

熊
野
参
詣

く
ま
の
さ
ん
け
い

に
名
を
か
り
て
京
都
に
行
く
こ
と
に
な

っ
た
。
建
保
六
年
（1

2
1
8

）
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

京
都
で
は
、
後
鳥
羽
上
皇
の
独
裁
的
政
治
が
行
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
宮
廷
や
政
界
に
唯 た

だ

一 

 

人
隠
然

い
ん
ぜ
ん

た
る
勢
力
を
も
っ
て
い
た
の
が
上
皇
の
乳

母
・
藤
原
兼
子
で
あ
っ
た
。
当
時
卿
二
位
と
呼
ば
れ

て
い
た
。 

義
時
の
意
を
体
し
て
京
都
に
入
っ
た
政
子
は
、
卿

二
位
と
の
間
で
交
渉
し
た
。
そ
の
結
果
卿
二
位
は
自

分
が
養
育
し
て
い
た
上
皇
の
皇
子
・
冷
泉
宮

れ
い
ぜ
い
の
み
や

頼
仁

親
王
を
候
補
す
る
こ
と
を
約
し
た
の
で
す
。
さ
ら
に

幕
府
と
し
て
、
こ
の
冷
泉
宮
、
と
同
じ
上
皇
の
皇
子
・

六
条
宮
も
将
軍
継
嗣
の
候
補
者
と
し
て
考
え
て
い

た
。
ま
た
、
政
子
は
京
都
滞
在
中
の
四
月
十
四
日
に

は
従
三
位

じ
ゅ
さ
ん
み

に
叙 じ

ょ

せ
ら
れ
、
十
五
日
は
上
皇
へ
の
拝
謁

を
要
請
さ
れ
た
が
辞
退
し
京
を
去
っ
た
。
鎌
倉
に
帰

っ
た
政
子
は
、
十
月
十
三
日
に
は
従
二
位

じ

ゅ

に

い

の
官
位
を

戴
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
官
位
を
希
望
す
る
実
朝
に
対
し
て
、

京
都
の
院
当
局
は
そ
の
希
望
に
任
せ
、
健
保
六
年

（1
2
1
8

）
正
月
に
権
大
納
言
、
三
月
兼
左
大
将
、
十

月
内
大
臣
と
し
、
そ
の
十
二
月
に
は
二
十
七
才
の
若

さ
で
つ
い
に
右
大
臣
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
こ
の
官
位
の
昇
叙

し
ょ
う
じ
ょ

は
、
朝
廷
が
実
朝
を

「
官 か

ん

打 う

ち
」
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
る
。

「
官
打
ち
」
と
は
、
分
不
相
応
な
官
位
の
昇
進
を
行 

 

い
、
そ
の
人
が
官
位
の
重
さ
に
負
け
て
、
命
を
縮
め

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時
は
信
じ
ら
れ
て
い

た
。 建

保
七
年
（1

2
1
9

）
一
月
二
十
七
日
、
鎌
倉
幕
府

の
み
な
ら
ず
朝
廷
を
も
震
撼
さ
せ
る
事
件
が
起
こ

っ
た
。
実
朝
暗
殺
で
す
。 

こ
の
日
、
実
朝
は
右
大
臣
昇
進
を
神
に
感
謝
報
告

の
儀
式
に
臨
む
た
め
鶴
岡
八
幡
宮
を
参
拝
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
御
剣
役

ぎ
ょ
け
ん
の
や
く

（
実
朝
の
刀
を
持
っ
て
随
行
す

る
）
を
務
め
る
は
ず
だ
っ
た
北
条
義
時
が
八
幡
宮
の

門
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、「
急
に
心
身
が
乱
れ
」、
そ

の
役
を
文
章
博
士

も
ん
じ
ょ
は
か
せ

・
源
仲
章

な
か
あ
き

に
譲
り
、
小
町
の
館
に

帰
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

夜
に
な
っ
て
雪
が
降
り
、
二
尺
余
り
（
約
六
〇
セ

ン
チ
）
積
も
る
な
か
、
儀
式
を
終
え
た
実
朝
が
拝
殿

を
退
出
し
、
石
段
を
下
り
た
と
こ
ろ
を
突
然
、
一
人

の
僧
が
駆
け
寄
り
、
剣
で
実
朝
を
殺
し
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
こ
の
と
き
、
横
に
い
た
源
仲
章
も
殺
害
さ

れ
ま
す
。
殺
害
に
及
ん
だ
の
は
、
二
代
将
軍
頼
家
の

遺
子

い

し

・
公
暁

く
ぎ
ょ
う

で
あ
っ
た
。
こ
の
公
暁
は
実
朝
に
と
っ

て
は
甥
に
あ
た
り
、
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
を
務
め
て
い

ま
し
た
。 
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実
朝
襲
撃
の
際
、「
父
の
仇
を
討
っ
た
ぞ
」
と
名
乗

り
上
げ
た
と
い
う
証
言
が
あ
り
、
追
っ
手
は
公
暁
の

住
持
す
る
本
坊
に
向
か
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
僧
兵
た

ち
と
合
戦
に
な
り
ま
す
が
、
公
卿
の
姿
は
見
え
な
か

っ
た
と
い
う
。 

そ
の
こ
ろ
、
公
卿
は
実
朝
の
首
を
持
っ
て
現
場
か

ら
逃
走
し
て
い
ま
し
た
。
食
事
を
す
る
と
き
も
傍
ら

に
実
朝
の
首
を
置
い
た
ま
ま
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

さ
ら
に
公
暁
は
、
三
浦
義
村
に
使
者
を
送
り
、「
今
、

将
軍
は
い
な
く
な
っ
た
。
私
こ
そ
が
関
東
の
長
に
ふ

さ
わ
し
い
。
速
や
か
に
計 は

か

ら
う
よ
う
に
」
と
伝
え
ま

す
。
義
村
は
公
暁
に
「
ま
ず
は
拙
宅
に
お
越
し
く
だ

さ
い
」
と
返
事
を
し
た
あ
と
、
す
ぐ
に
使
者
を
派
遣

し
て
、
執
権
義
時
に
報
告
し
ま
す
。
義
時
は
た
め
ら

う
こ
と
な
く
、
公
卿
を
討
て
と
命
じ
ま
し
た
。
こ
う

し
て
三
浦
勢
に
よ
っ
て
公
暁
は
討
ち
取
ら
れ
て
し

ま
い
ま
す
。 

 

実
朝
暗
殺
の
実
行
犯
は
公
暁
で
す
が
、
こ
の
暗
殺

劇
は
余
り
に
も
手
際
よ
く
実
行
さ
れ
、
単
独
犯
で
は

な
く
、
公
卿
を
そ
そ
の
か
し
、
綿
密
に
計
画
さ
れ
た 

も
の
で
、
そ
し
て
事
件
の
黒
幕
の
存
在
が
何
者
か
と 

 

い
う
議
論
が
、
多
く
の
論
者
に
古
く
か
ら
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
最
も
疑
わ
れ
る
の
は
、
読
者
の
皆
さ

ん
も
感
じ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
北
条
義
時
の
陰

謀
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。 

事
件
発
生
後
、
三
浦
義
村
か
ら
報
告
を
受
け
、
即

刻
公
暁
の
誅
殺
を
命
じ
た
の
は
義
時
で
す
。
ま
た
、

こ
の
三
浦
義
村
も
黒
幕
の
一
人
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
義
村
は
、
妻
が
公
暁
の
乳
母
、

息
子
が
公
暁
の
門
弟
と
非
常
に
深
い
関
係
に
あ
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
義
村
は
梶
原
景
時
の
失
脚
に
関

わ
っ
た
り
、
和
田
合
戦
で
は
従
兄
弟
の
和
田
義
盛
を

裏
切
っ
て
、
義
時
側
に
組
し
た
り
と
、
謀
略
の
世
界

を
渡
っ
て
き
た
人
物
で
あ
り
ま
す
。 

さ
ら
に
は
後
鳥
羽
上
皇
黒
幕
説
も
あ
る
よ
う
で

す
。
こ
れ
は
天
台
座
主
の
慈
円
大
僧
正
の
著
わ
し
た

鎌
倉
時
代
初
期
の
歴
史
哲
学
書
「
愚
管
抄
」
に
書
か

れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
人
間
は
分
不
相
応
な
高
い

位
を
得
る
と
災
い
が
起
き
る
、
後
鳥
羽
上
皇
は
そ
れ

を
狙
っ
て
実
朝
の
官
位
を
上
げ
「
官
打
ち
」
を
仕
掛

け
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
代
で
は
通
用
し

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
、
天
台
座
主
を 

務
め
た
慈
円
大
僧
正
で
も
信
じ
て
い
た
の
か
も
し 

 

れ
ま
せ
ん
。 

さ
ま
ざ
ま
な
黒
幕
説
が
あ
る
な
か
で
、
や
は
り
北

条
義
時
は
、
こ
の
際
に
一
挙
に
源
家
の
断
絶
を
企
て

武
家
政
権
の
確
立
の
た
め
に
は
頼
朝
の
血
統
を
引

く
者
た
ち
を
抹
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

そ
し
て
、
執
権
政
治
を
確
立
し
推
進
し
て
い
く
た

め
に
は
政
治
家
義
時
と
し
て
は
、
血
縁
関
係
の
情
を

も
捨
て
切
る
と
い
う
人
間
と
し
て
の
苦
衷

く
ち
ゅ
う

も
深
か

っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

か
く
て
、
源
氏
は
三
代
に
し
て
終
わ
っ
た
。
源
家

の
正
統
が
断
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
、

幕
府
に
お
け
る
北
条
氏
の
独
裁
的
地
位
が
確
実
に

強
固
な
も
の
と
な
っ
た
。 

こ
の
実
朝
暗
殺
事
件
を
契
機
と
し
て
、
京
の
朝
廷

と
後
鳥
羽
上
皇
の
秘
か
な
念
願
「
鎌
倉
幕
府
の
討
幕
」

が
、
動
き
出
し
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ

が
強
固
に
な
っ
た
執
権
政
治
と
公
家
政
治
の
激
突

が
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。 

そ
れ
が
「
承
久
の
乱
」
と
し
て
勃
発
し
、
様
々
な

歴
史
家
の
先
生
の
論
戦
の
展
開
が
面
白
い
の
で
す
。 

  

つ
づ
く 
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