
を~
主主

藤

回

使

原

純

友

ー
承
平
六
年
に
お
け
る
藤
原
純
友
の
立
場
の
再
検
討
を
通
し
て

l

lま

め

じ
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か
つ
て
石
母
田
正
氏
が
、
承
平
・
天
慶
の
乱
(
H
純
友
・
将
門
の
乱
)
を
、
一

O

世
紀
の
体
制
転
換
の
根
底
に
あ
る
「
古
代
社
会
全
体
の
構
造
的
矛
盾
」
の
「
政
治

的
集
中
的
表
現
」
と
規
定
さ
れ
て
以
来
、
将
門
の
乱
の
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、

当
該
期
の
経
済
史
研
究
や
政
治
史
研
究
の
進
展
に
即
応
し
て
、
お
よ
そ
研
究
対
象

と
な
り
う
る
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
て
い
円
引
そ
れ
に
反
し
て
純
友

の
乱
に
つ
い
て
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
本
格
的
に
と
り
く
ん
だ
研
究
は
皆
無
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
状
況
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
乱
の
も
つ
史
的
意
義
の
差
に

あ
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
も
っ
ぱ
ら
史
料
の
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
あ
る
ま
い
。
現
地
と
密
着
し
た
乱
の
具
体
的
経
過
、
対
立
す
る
諸
個
人
・
諸

勢
力
の
利
害
状
況
か
ら
心
理
・
感
情
に
い
た
る
ま
で
、
生
き
生
き
と
描
写
し
た

『
将
門
記
』
の
内
容
に
対
し
て
、
『
扶
桑
略
記
』
に
引
か
れ
て
い
る
『
純
友
追
討

記
』
の
内
容
は
あ
ま
り
に
も
貧
弱
で
あ
る
。

た
し
か
に
反
乱
軍
や
そ
れ
に
対
抗
す
る
勢
力
の
階
級
基
盤
と
か
、
武
力
構
成
と

そ
の
階
級
的
性
格
な
ど
が
研
究
課
題
に
な
る
か
ぎ
り
、
純
友
の
乱
を
分
析
対
象
と

し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
困
離
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
視
点
を
か
え

下

彦

向

井

て
、
乱
に
対
す
る
政
府
の
軍
事
(
政
策
)
的
対
応
を
通
し
て
一

O
世
紀
前
半
の

国
家
寧
制
の
あ
り
か
た
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
純
友
の
乱
は
将
門
一
の
乱
に
比
し

て
、
史
料
的
な
ハ
ン
デ
ィ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

私
は
札
靴
で
、
純
友
の
乱
に
対
す
る
政
府
の
軍
事
的
対
応
と
し
て
、
付
政
府
の

指
令
の
も
と
に
「
国
」
単
位
で
軍
事
行
政
と
窓
事
指
揮
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
伺
一

国
単
位
の
寧
事
力
の
指
揮
官
と
し
て
警
固
使
を
配
置
し
た
こ
と
、
を
指
摘
し
た
。

本
稿
は
前
稿
を
ふ
ま
え
て
、
承
平
六
年
段
階
の
純
友
の
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
の

疑
問
か
ら
出
発
し
、
藤
原
純
友
と
い
う
人
物
の
歴
史
的
性
格
の
一
端
を
西
国
に
お

け
る
国
街
竿
制
の
形
成
過
程
の
問
題
の
な
か
で
位
置
づ
け
て
み
た
い
。

承
平
六
年
段
階
の
藤
原
純
友
の
立
場

藤
原
純
友
は
い
つ
か
ら
海
賊
の
首
領
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
が
海
賊
首
と

し
て
活
動
を
は
じ
め
た
時
期
や
状
況
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多
い
が
、
こ
れ

ま
で
承
平
六
年
〈
九
一
三
O

の
時
点
に
す
で
に
海
賊
の
首
領
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
ほ
と
ん
ど
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
た
し

か
な
史
料
は
左
に
掲
げ
る
『
日
本
紀
略
』
(
以
下
『
紀
略
』
と
す
る
)
の
承
平
六

年
六
月
来
日
条
で
あ
る
。
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六
月
来
日
1

南
海
賊
首
藤
原
純
友
結
党
、
屯
緊
伊
予
国
日
振
嶋
、
設
千
余

I
l
l
1
1
1
4
1
1
1
1
1
B
 

腹
、
抄
劫
官
物
私
財
、
変
以
紀
淑
人
任
伊
予
守
、
令
旅
行
追
肱
軒
町
賊
徒
問

其
克
仁
、
二
千
五
百
余
人
悔
過
就
刑
、
魁
帥
小
野
氏
彦
、
紀
秋
茂
、
津
時
成

等
、
合
舟
余
人
、
束
手
進
交
名
帰
降
、
即
給
衣
食
回
品
、
行
種
子
、
令
勧
長

:
C
I
l
i
-
-
-
1
l
 

業
、
号
之
前
海
閥
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
承
平
六
年
以
前
に
純
友
が
「
海
賊
首
」
と
し
て
伊
予
国
日
振

島
を
拠
点
に
活
動
し
て
お
り
、
紀
淑
人
は
純
友
を
首
領
と
す
る
海
賊
勢
力
を
鎮
圧

す
る
た
め
に
伊
予
守
と
な
り
「
兼
行
追
捕
事
」
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
紀
略
』
の
記
事
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
の
『
扶
桑
附
記
』

(
以
下
、
『
略
記
』
と
す
る
)
承
平
六
年
夏
六
月
条
で
は
次
の
よ
う
な
記
事
に
な
っ

て
い
る
。夏

六
月
刊

A

南
海
道
附
附
引
斜
配
、
浮
於
海
上
、
強
取
官
称
川
l

矧
寄
人
命
、
的
-

l
i
l
l
l
1
1
1
l
l
B
 

上
下
往
来
人
物
不
通
、
勅
以
従
四
位
下
紀
朝
臣
淑
仁
、
補
賊
地
伊
与
国
大

介
、
令
兼
行
海
賊
迫
捕
事
、
賊
徒
悶
其
克
仁
泥
愛
之
状
、
二
千
五
百
余
人
悔

過
就
刑
、
魁
帥
小
野
氏
克
、
紀
秋
茂
、
浮
時
成
等
人
口
舟
余
人
、
束
手
進
交

名
、
降
詰
帰
伏
、
時
淑
仁
羽
目
皆
施
究
恕
、
賜
以
衣
食
、
班
給
回
限
、
下
行

D
 

種
子
、
就
耕
教
良
、
民
姻
糊
的
、
郡
田
興
復

こ
こ
に
は
純
友
の
名
前
は
致
場
し
て
こ
な
い
。
『
紀
附
』
の
記
事

A
に
対
応
す

る
配
は
ま
こ
と
に
抽
象
的
記
述
に
終
始
し
て
い
る
。
そ
こ
で
『
紀
略
』
と
『
略

記
』
ゐ
記
事
の
史
料
と
し
て
の
性
杭
・
信
活
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に

し
よ
う
。

『
紀
略
』
・
『
町
一
記
』
と
も
に
、
程
々
の
記
録
を
も
と
に
編
集
さ
れ
た
編
年
体
の

史
書
で
あ
る
が
、
前
者
が
外
記
日
記
を
中
心
に
信
額
で
き
る
記
録
を
も
と
に
し
て

い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
し
ば
し
ば
信
じ
が
た
い
記
事
を
の
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
一
般
に
前
者
の
ほ
う
が
史
料
的
価
値
は
高
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
後

者
の
記
事
は
、
「
サ
訳
書
云
」
、
「
己
上
来
主
こ
の
よ
う
に
原
拠
を
明
示
し
て
引
用
し

た
り
、
あ
る
い
は
原
拠
を
明
示
し
な
い
場
合
で
も
何
ら
か
の
原
史
料
に
も
と
づ
い

-
〔

6
)

て
抄
引
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
原
史
料
の
性
格
如
何
に
よ
っ
て
そ
の
記
事
の
史

料
的
価
値
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
前
掲
の
二
つ
の
記
事
は
、
共
通
の
原
史
料
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
て

よ
が
ろ
う
。
記
事
の
中
心
部
分
B
と
m
U

が
多
少
の
字
句
の
異
同
が
あ
る
だ
け
で
ほ

ぼ
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
海
賊
の
蜂
起
か
ら
釦
正
ま
で
の
追
捕
に
か

か
わ
る
各
種
文
書
1

l
「
官
符
」
・
「
国
解
」
と
そ
の
副
進
文
主
H
I
l
t
を
も
と
に
し

て
公
的
に
作
成
さ
れ
た
記
録
を
共
通
の
原
史
料
と
し
て
い
る
も
の
と
思
う
。

そ
れ
で
は
『
紀
略
』
と
『
附
記
』
の
記
事
の
う
ち
い
ず
れ
が
原
史
料
に
ち
か
い

か
と
い
う
と
、
弘
は
『
時
記
』
の
ほ
う
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
『
紀
略
』
に
は
『
略

記
』
に
み
.
え
な
い
文
一
七
一
日
が
あ
る
。

A
の
「
南
海
賊
首
藤
原
純
友
結
党
、
屯
緊
伊
予

回
日
伝
島
」
と
C
の
「
号
之
前
海
賊
」
で
あ
る
。
他
の
部
分
が
基
本
的
に
一
致
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の

A
・
C
の
部
分
は
共
通
の
原
史
料
に
は
な
い
『
紀

略
』
の
編
者
か
、
ま
た
は
『
紀
略
』
が
依
拠
し
た
、
原
史
料
に
も
と
づ
く
二
次
的

史
料
の
筆
者
が
述
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
ず

cι
つ
い
て
い
え
ば
、
「
号
之
前
海
賊
」
の
文
言
は
、
承
平
六
年
段
階
で

は
記
し
え
な
い
文
言
で
あ
る
。
あ
き
ら
か
に
天
医
二
年
末
に
蜂
起
し
た
際
原
純
友

の
乱
の
事
実
を
前
提
に
し
た
文
言
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
承
平
六
年
段

階
の
海
賊
迫
捕
過
程
で
出
さ
れ
た
文
書
群
に
は
な
か
っ
た
、
後
の
述
作
で
あ
る
と

限
定
で
き
る
。

つ
ぎ
に

A
に
つ
い
て
は
、
こ
の
文
言
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記

事
全
体
の
論
理
の
一
貫
性
が
破
綻
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

A
の
目
頭
で
純
友
を
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「
海
賊
首
」
と
す
る
反
面
、
海
賊
が
制
圧
さ
れ
た
時
点
で
帰
降
し
た
賊
徒
の
「
魁

帥
」
は
小
野
氏
彦
、
紀
秋
茂
、
津
時
成
ら
で
あ
り
、
「
賊
首
」
純
友
は
そ
の
な
か

に
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
。
「
賊
首
」
純
友
が
帰
役
し
た
な
ら
ば
「
魁
帥
」
の
筆
頭

に
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
し
、
そ
う
で
な
い
な
ら
純
友
の
そ
の
後
の
動
向
に
つ
い

て
二
一
日
あ
っ
て
し
か
る
べ
ざ
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
破
綻
は
、
原
史
料
(
『
附
記
』

の
冒
頭
N
の
よ
う
な
文
弓
一
口
)
を
改
訳
し
て
「
海
賊
首
藤
原
純
友
:
・
」
の
文
言
を
挿

入
し
た
結
果
お
こ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
『
紀
略
』
の

A
の
部
分
は
、
さ
ら
に
他
の
よ
り
た
し
か
な
史
料
に
よ
っ
て

大
き
な
矛
盾
を
は
ら
む
こ
と
に
な
る
。
『
本
朝
世
紀
』
(
以
下
『
世
紀
』
と
す
る
〉

天
庭
二
年
十
二
月
廿
一
日
条
の
、

今
日
、
伊
|
引
同
組
問
刷
、

4r凶

rtr仇
町
長
士

r干
(
ハ
ー
や
一
ザ
訟
骨
骨
除
士
小
目
安
吾

旨
、
市
近
来
有
相
鷲
事
、
率
随
兵
等
、
欲
出
巨
海
、
部
内
之
騒
、
人
民
之
驚
、

紀
淑
人
朝
臣
雄
加
制
止
不
承
引
、
早
被
召
上
純
友
、
鎮
国
郡
之
騒
一
7
、

で
あ
る
。
『
世
紀
』
は
、
鳥
羽
法
皇
の
命
に
よ
っ
て
藤
原
通
告
思
が
『
一
一
一
代
実
録
』

の
あ
と
を
つ
ぐ
こ
と
を
め
ざ
し
て
編
諒
し
た
も
の
で
、
太
政
官
の
公
的
記
録
で
あ

る
外
記
日
記
を
原
史
料
と
し
て
凡
列
。
右
の
記
事
も
外
記
日
記
に
よ
っ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
記
事
そ
の
も
の
を
疑
う
根
拠
は
な
い
。
天
慶
二
年
十
二
月
廿
一
日
に
太

政
官
が
受
理
し
た
伊
予
国
解
か
ら
知
る
こ
と
の
で
き
る
重
要
な
点
は
、
付
純
友
が

紀
淑
人
の
制
止
を
ふ
り
き
っ
て
公
然
と
活
動
を
開
始
し
た
の
は
、
天
慶
二
年
十
二

月
か
ま
た
は
そ
の
時
点
か
ら
あ
ま
り
遡
ら
な
い
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
同
純

友
は
承
平
六
年
の
海
賊
蜂
起
の
さ
い
、
「
追
捕
宣
旨
」
を
蒙
っ
て
鎮
圧
す
る
公
権

力
の
側
に
い
た
(
だ
か
ら
、
紀
淑
人
は
純
友
の
公
然
活
動
に
鷲
悔
し
て
い
る
の
で

あ
る
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
承
平
六
年
の
純
友
を
「
海
賊
首
」
と
す
る
『
紀

略
』
の
記
事
と
大
き
く
く
い
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

従
来
、
純
友
の
乱
に
つ
い
て
論
及
し
た
論
著
で
は
、
こ
の
『
紀
略
』
と
『
世

紀
』
の
矛
盾
に
対
し
て
、
史
料
的
価
値
の
検
討
を
要
す
る
前
者
の
内
容
を
も
と
に

し
て
、
信
頼
す
べ
き
後
者
の
記
事
を
な
ん
と
か
矛
盾
な
く
調
和
す
る
よ
う
解
釈
さ

れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
北
山
茂
夫
氏
の
場
合
、

淑
人
は
・
:
も
っ
ぱ
ら
懐
柔
の
策
に
で
た
。
か
れ
の
は
た
ら
き
か
け
は
ま
ず
前

抜
純
友
に
む
け
ら
れ
た
よ
う
で
、
朝
廷
は
純
友
に
対
し
て
海
賊
追
捕
の
宣
旨

を
く
だ
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
海
賊
諸
集
団
の
首
領
は
そ
れ
を
承
引
し
た

形
跡
が
な
い
。
こ
の
と
き
す
で
に
純
友
勢
力
は
、
伊
予
国
の
沿
岸
を
制
し
、

さ
ら
に
諸
方
に
伸
び
て
お
り
、
官
府
と
の
な
れ
あ
い
は
と
う
て
い
許
さ
れ
な

い
と
こ
ろ
に
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
林
陸
朗
氏
は
、

『
本
朝
世
紀
』
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
朝
廷
は
賊
首
と
い
わ
れ
る
藤
原
純
友

に
対
し
て
も
、
海
賊
を
追
捕
せ
よ
、
と
い
う
宣
旨
を
下
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
海
賊
の
首
領
に
対
し
て
だ
か
ら
疑
い
た
く
も
な
る
が
、
政
府
の
方
針

と
し
て
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
こ
と
が
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
多
数
の

配
下
の
者
が
降
伏
し
た
こ
と
や
、
こ
れ
以
後
し
ば
ら
く
海
賊
の
は
げ
し
い
動

き
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
、
朝
廷
は
純
友
に
対
し
て
も
、
あ
る

種
の
懐
柔
策
で
働
き
か
け
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
両
氏
と
も
に
懐
柔
策
と
解
釈
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
北
山
氏

は
帰
服
者
の
な
か
に
純
友
の
名
、
が
み
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
懐
柔
失
敗
、
林
氏
は
海

賊
の
活
動
が
停
滞
す
る
と
こ
ろ
か
ら
懐
柔
成
功
と
ま
っ
た
く
正
反
対
の
評
価
を
与

え
て
お
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
純
友
に
与
え
た
「
追
捕
宣
旨
」
の
意
義
を

積
極
的
に
評
価
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
う
か
が
え
な
い
。

先
に
『
紀
略
』
と
『
略
記
』
の
記
事
の
比
較
に
よ
っ
て
、
『
紀
略
』

A
部
分
の

述
作
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
、
『
世
紀
』
の
記
事
か
ら
『
紀
略
』

A
部
分
を
批
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判
的
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
『
紀
略
』

A
部
分
の
述
作
の
可
能
性
は
ま
ず
ま
ず
た

か
く
な
る
と
思
う
。

以
上
、
『
紀
略
』
と
『
略
記
』
の
記
事
の
比
較
を
通
し
て
、
『
略
記
』
に
み
え
な

い
『
紀
略
』

A
・
C
の
部
分
は
原
史
料
に
は
な
く
、
『
略
記
』
の
ほ
う
が
よ
り
原

史
料
に
忠
実
で
あ
る
と
推
定
し
て
み
た
。
『
略
記
』
の

N
・
D
の
部
分
も
、
原
史

料
の
も
と
に
な
っ
た
は
ず
の
「
図
解
」
や
「
官
符
」
な
ど
の
字
句
の
面
影
を
よ
り

強
く
残
し
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
こ
の
史
料
批
判
が
み
と
め
ら
れ
る
な
ら
、

承
平
六
年
段
階
に
す
で
に
純
友
が
「
海
賊
首
」
だ
っ
た
と
い
う
常
識
的
理
解
は
白

紙
に
も
ど
し
て
、
純
友
の
乱
に
つ
い
て
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

か
く
し
て
、
『
略
記
』
・
『
世
紀
』
の
記
事
か
ら
、
承
平
六
年
段
階
の
純
友
は
「
海

賊
首
」
と
い
う
立
場
で
は
な
く
、
伊
予
守
「
兼
行
海
賊
追
捕
事
」
で
あ
る
紀
淑
人

の
も
と
で
、
「
追
捕
宣
冨
同
」
を
蒙
っ
て
海
賊
勢
力
を
鎮
定
す
る
側
の
中
心
的
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
思
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
時
期
純
友
は
い
か
な
る

地
位
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
承
平
元
年
か
ら
天
皮
四
年
ご
ろ
ま
で
の
政
府
の
海

賊
鎮
圧
策
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

承
平
六
年
「
追
捕
宣
己

E
の
意
味

承
平
六
年
五
月
、
南
海
道
海
賊
を
鋲
正
す
る
た
め
紀
淑
人
が
伊
予
守
は
任
ぜ
ら

れ
、
「
兼
行
海
賊
追
掃
事
」
と
い
う
任
務
を
与
え
ら
れ
た
。
『
古
今
和
歌
集

ι舵』

に
は
「
(
承
平
)
六
年
五
月
廿
六
日
依
為
追
捕
南
海
道
使
任
伊
予
守
兼
左
衛
門
権

佐
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
紀
淑
人
に
よ
る
「
兼
行
海
賊
追
捕
事
」
と
は
、
「
追
捕

南
海
道
使
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
さ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
世
紀
』
の

「
前
按
藤
純
友
去
承
平
六
年
可
追
捕
海
賊
之
由
、
蒙
宣
旨
」
と
い
う
の
は
、
こ
の

紀
淑
人
の
海
賊
鋲
圧
策
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
純
友
は
紀
淑
人
の

も
と
で
海
賊
追
捕
の
中
心
的
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
純
友
が
蒙
っ
た
「
追
捕
宣
旨
」
と
は
何
か
。
こ
の
こ
と
が
具
体
的

に
な
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
の
純
友
の
地
位
・
役
割
は
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。

「
追
捕
宣
旨
」
の
も
つ
効
果
・
機
能
に
つ
い
て
、
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
点
を

あ
げ
る
と
、

付
犯
人
の
検
断
上
の
身
分
的
特
権
の
剥
奪
。

伺
抵
抗
を
除
去
す
る
た
め
殺
害
を
含
む
実
力
行
伎
の
公
認
。

伺
「
凶
党
」
集
団
の
鋲
圧
に
必
要
な
だ
け
の
軍
勢
催
促
権
の
委
談
。

同
出
陣
し
た
武
勇
輩
の
軍
事
的
勤
務
に
対
す
る
代
償
と
し
て
恩
賞
の
給
与
の

約
束
。

な
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
軍
事
指
揮
権
で
あ
る
。
か
か
る
広

汎
な
内
容
を
含
む
軍
事
指
揮
権
を
純
友
は
太
政
官
か
ら
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
軍
事
指
揮
権
を
「
追
捕
宣
旨
」
に
よ
っ
て
委
ね
ら
れ
た
純
友
の

地
位
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
し
ば
ら
く
目
を
転
じ
て
、
将
門
の
乱
が
公
然
化
す
る
以
前
の
天
慶
二
年

六
月
段
階
の
坂
東
諸
国
に
対
す
る
群
盗
鎮
圧
策
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
時
期
の
一

国
規
模
で
の
反
乱
鋲
庄
策
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
前
稿

と
重
な
る
部
分
も
多
い
が
、
純
友
問
題
を
考
え
る
手
懸
り
と
し
て
論
及
し
て
お

ノ、、。
。
俄
有
除
日
事
、
東
国
介
巳
下
也
、
依
乱
逆
事
也
、

(
『
世
紀
』
天
慶
二
年
五
月
十
六
日
条
〉

(
小
野
》
(
碕
)

。
諸
奥
、
最
茂
等
可
為
押
領
使
、
但
以
五
位
充
例
可
防
、
又
推
間
使
官
符
可
令

早
仰
卒
、

(
『
貞
信
公
記
』
同
年
六
年
七
日
条
)

(
最
カ
】

。
政
、
請
印
書
一
中
、
相
模
権
介
橘
是
茂
、
武
蔵
権
介
小
野
諾
興
、
上
野
総
介
藤



条
朝
臣
等
、
可
追
捕
件
国
々
群
盗
官
符
上
野
符
捺
印
漏
也
、

(
『
世
紀
』
同
年
六
月
廿
一
日
条
)

こ
の
三
つ
の
記
事
か
ら
、
坂
東
の
「
乱
逆
事
」
を
鋲
静
す
る
た
め
、
政
府
は
、

小
野
諸
興
、
橘
最
茂
、
藤
原
惟
条
ら
諸
国
有
力
武
勇
輩
を
東
国
介
に
任
じ
、
つ
い

で
押
領
使
を
兼
帯
さ
せ
、
そ
し
て
彼
ら
に
「
追
捕
官
符
」
を
発
給
す
る
と
い
う
一

連
の
措
置
を
と
っ
て
い
る
。
有
力
武
勇
輩
の
介
・
探
へ
の
補
任
、
彼
ら
に
一
国
の

軍
事
指
揮
権
を
集
中
す
る
た
め
押
領
使
兼
帯
、
「
追
捕
官
符
」
に
よ
る
追
捕
指
令
、

こ
れ
が
一

O
世
紀
前
半
の
坂
東
に
お
け
る
「
凶
党
」
鎮
圧
の
一
般
的
方
策
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
西
国
は
ど
う
か
。
天
慶
三
年
に
入
っ
て
公
然
化
し
た
純
友
の
乱
に
対

し
て
、
政
府
は
本
格
的
に
鋲
正
策
に
転
じ
、
追
捕
山
陽
南
海
道
使
小
野
好
古
ら
が

派
遣
さ
れ
る
。
こ
の
追
捕
使
が
乱
鎮
圧
の
最
高
指
探
官
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
が
、
軍
事
活
動
の
単
位
は
あ
く
ま
で
「
国
」
で
あ
っ
た
。

。
早
朝
左
丞
相
入
坐
、
被
告
西
国
兵
船
多
来
、
備
中
寧
逃
散
之
状
、

(
『
貞
信
公
記
』
天
慶
三
年
正
月
廿
日
条
)

。
讃
岐
国
与
彼
賊
軍
合
戦
、
大
破
、
中
矢
死
者
数
百
人
、
介
藤
原
因
風
軍
政
、

招
警
固
使
坂
上
敏
基
、
矯
逃
向
阿
波
国
也
、

(
『
純
友
追
討
記
』
『
略
記
』
天
慶
三
年
十
一
月
廿
一
日
条
)

。
備
後
国
舟
為
賊
被
焼
、
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〈
『
紀
略
』
天
慶
三
年
八
月
廿
六
日
条
)

。
虜
掠
伊
与
、
設
岐
国
、
焼
亡
備
前
、
備
後
国
兵
船
百
余
般
、

(
『
師
守
記
』
裏
書
同
廿
入
日
条
)

こ
れ
ら
の
史
料
に
み
え
る
「
備
中
寧
」
、
「
讃
岐
国
・
:
介
藤
原
因
風
軍
」
、
「
備

前
・
備
後
国
兵
船
」
な
ど
の
例
か
ら
、
山
陽
・
南
海
道
諸
国
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
国

単
位
の
兵
船
を
主
体
と
す
る
国
街
軍
を
組
織
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
国
街
ご
と
に
編

成
さ
れ
た
国
街
軍
が
純
友
「
凶
賊
」
軍
と
の
合
戦
の
主
力
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る。
ま
た
、
た
と
え
ば
、

。
安
芸
国
・
周
防
同
飛
駅
来
、
申
大
宰
府
追
捕
使
左
衛
門
尉
相
安
等
兵
、
為
賊

被
打
破
由
、

(
『
紀
略
』
天
慶
三
年
十
月
廿
二
日
条
)

。
九
日
己
亥
、
讃
岐
国
飛
駅
釆
云
、
兵
庫
允
宮
道
忠
用
、
藤
原
恒
利
等
、
向
伊

予
国
、
頗
撃
賊
類
、
十
日
庚
子
、
賜
勅
符
於
設
岐
園
、

〈
『
紀
略
』
天
慶
四
年
二
月
条
)

な
ど
の
史
料
か
ら
、
鎮
圧
過
程
に
お
け
る
政
府
と
現
地
と
の
緊
急
速
絡
も
国
街
を

通
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

o
設
岐
国
捕
進
凶
賊
党
類
紀
文
度
、

(
『
師
守
記
』
裏
書
天
箆
三
年
九
月
二
日
条
)

。
伊
予
国
進
上
前
山
城
抹
藤
原
三
辰
頚
、

(
『
師
守
記
』
富
訳
書
天
慶
四
年
正
月
廿
一
日
条
)

な
ど
、
国
街
軍
が
新
首
・
捕
縛
し
た
賊
徒
の
首
級
・
身
柄
の
進
上
も
国
街
を
通
し

て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
純
有
の
乱
鎮
圧
が
、
基
本
的
に
は
国
単
位
の
軍
事

行
政
(
中
央
と
の
緊
急
速
絡
・
首
級
進
上
の
外
に
、
馬
匹
・
舟
船
・
武
器
・
兵
浪

の
調
達
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
〉
と
箪
事
指
揮
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
こ
と
が
諒
解

さ
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
か
か
る
一
一
国
単
位
の
国
街
軍
の
指
揮
官
は
同
時
期
の
坂
東
諸
国
同

様
、
押
領
使
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

昨
日
今
日
山
陽
南
海
両
道
諸
国
警
固
使
、
押
領
使
井
OJ
・
手
使
等
可
停
止
之
由

官
符
請
印
、

(
『
世
紀
』
天
医
四
年
十
月
廿
三
日
条
)
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純
友
の
乱
が
ほ
ぼ
鎮
定
さ
れ
た
の
ち
、
山
陽
南
海
両
道
諸
国
に
配
置
さ
れ
て
い

た
押
領
使
が
警
固
使
な
ど
と
と
も
に
停
止
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
坂
東
諸
国

と
同
様
に
抑
領
使
が
一
国
単
位
の
軍
事
指
揮
官
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
み
え
る
が
、

実
例
を
み
る
と
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。
諸
国
警
固
使
こ
そ
、
こ
の
時
期

の
山
陽
南
海
道
地
域
で
は
一
国
単
位
の
軍
事
指
揮
官
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
例

を
あ
げ
よ
う
。

。
廿
一
一
一
日
、
左
大
臣
入
坐
、
定
山
崎
、
川
尻
、
備
後
等
警
固
使
、
:
・
廿
六
日
、

:
・
以
内
情
頭
義
友
任
伊
勢
故
、
為
備
後
噛
一
一
両
国
使
、
-

(
『
貞
信
公
記
』
天
慶
三
年
二
月
条
)

。
左
中
弁
承
縁
兵
雑
事
、
停
止
碓
氷
関
、
身
局
、
岐
曽
追
使
等
、
以
村
陰
改
定

阿
波
警
固
使
、

(
『
貞
信
公
記
』
同
年
四
月
六
日
条
〉

。
讃
岐
国
与
彼
賊
軍
合
戦
、
大
政
、
中
矢
死
者
数
百
人
、
介
藤
原
因
風
軍
破
、

招
警
固
使
坂
上
敏
基
、
嬬
逃
向
阿
波
国
也
、

(
前
出
『
純
友
追
討
記
』
)

。
伊
与
国
警
固
使
橘
遠
保
、
与
賊
首
藤
原
純
友
合
戦
、
為
遠
保
射
落
被
新
了
、

(
『
帥
守
記
』
裏
書
天
慶
四
年
六
月
廿
日
条
〉

備
後
警
固
使
義
友
、
阿
波
警
回
使
藤
原
村
蔭
、
讃
岐
警
固
使
坂
上
敏
基
、
伊
予

警
固
使
橘
遠
保
の
四
例
が
検
出
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
純
友
の
乱
が
本
格
化
し
た

天
慶
三
年
二
月
か
ら
六
月
く
ら
い
ま
で
の
時
期
に
山
陽
南
海
両
道
諸
国
に
つ
ぎ
つ

ぎ
と
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
貞
信
公
一
記
』
天
慶
三
年
六
月
十
八
日
条
に
「

左
中
弁
公
卿
令
縁
兵
事
、
左
丞
相
許
不
等
伝
告
、
随
其
議
定
可
給
官
符
仰
了
、
其

一
、
可
令
山
陽
道
使
追
捕
純
友
暴
怒
士
卒
事
、
自
余
在
別
」
と
み
え
る
よ
う
に
、

山
陽
南
海
道
諸
国
に
対
し
て
追
捕
使
と
と
も
に
純
友
暴
悪
士
卒
を
「
追
捕
」
す

べ
き
「
官
符
」
が
だ
さ
れ
て
い
る
。
「
追
捕
官
符
」
を
う
け
た
国
司
の
指
令
の
も

と
に
一
国
の
軍
事
指
揮
権
を
に
な
う
の
が
警
固
使
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

備
後
国
を
例
に
と
る
と
、

内
同
日
頭
義
友
を
伊
勢
故
に
任
ず
↓
備
後
警
固
使
を
兼
帯
さ
せ
る
↓
「
追
捕
官

符
」
を
発
給
す
る

と
い
う
形
式
に
な
り
、
前
記
し
た
天
隆
二
年
六
月
の
坂
東
乱
逆
鋲
圧
策
と
基
本
的

に
一
致
す
る
。
天
慶
三
年
八
月
、
純
友
「
凶
賊
」
寧
に
潰
滅
的
打
撃
を
う
け
た

「
備
後
国
兵
船
」
を
指
揮
し
て
い
た
の
は
備
後
警
固
使
義
友
で
は
な
か
っ
た
か
。

ま
た
『
楽
音
寺
縁
起
絵
払
到
』
に
よ
れ
ば
、
安
芸
国
昨
田
庄
下
司
沼
田
氏
の
祖

藤
原
倫
実
が
「
勅
宣
」
に
よ
っ
て
備
前
国
釜
島
に
拠
る
純
友
を
追
討
し
て
、
思
賞

と
し
て
左
馬
允
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
安
芸
国
沼
田
七
郷
を
賜
わ
っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
記
事
自
体
は
実
際
の
乱
の
経
過
と
一
致
せ
ず
、
ま
た
藤
原
倫

突
の
実
在
性
も
確
証
は
な
い
と
は
い
え
、
安
芸
国
で
も
警
固
使
が
配
置
さ
れ
、
純

友
「
凶
賊
」
寧
と
戦
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
あ
る
い
は
伶
突
が
安
芸
市
町
一
回

使
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
、
天
慶
三
年
段
階
の
純
友
「
凶
賊
」
寧
に
対
す
る
軍
事
的
対
応
に
つ
い
て

述
べ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
追
捕
海
賊
使
が
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
と
は
い
え
、
「
迫

捕
官
符
」
を
蒙
っ
た
国
司
の
も
と
で
、
一
目
一
両
国
使
を
指
揮
官
と
す
る
一
国
単
位
の
国

街
寧
が
中
執
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

か
か
る
軍
事
的
対
応
策
は
、
天
慶
三
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
創
出
さ
れ
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
。

。
左
大
弁
来
、
・
:
其
次
仰
追
捕
海
賊
使
可
定
行
事
、

(
『
貞
信
公
記
』
承
平
二
年
四
月
廿
八
日
条
)

。
南
海
国
々
海
賊
未
従
追
捕
、
遍
満
云
々
、
就
中
、
阿
波
解
状
、
今
日
、
定
近

国
々
警
固
使
、

(
『
略
記
』
承
平
一
二
年
十
二
月
十
七
日
条
)
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、
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(
『
紀
略
』
承
平
四
年
十
月
廿
二
日
条
〉

こ
れ
ら
の
短
い
記
事
か
ら
、
承
平
二
年
か
ら
四
年
の
時
点
で
も
、
海
賊
追
捕
の

た
め
追
捕
海
賊
使
が
派
遣
さ
れ
る
と
と
も
に
「
国
々
雪
国
使
」
が
配
置
さ
れ
た
こ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
慶
三
年
段
階
と
は
規
模
こ
そ
ち
が
う
も
の
の
基
本

的
に
同
じ
対
応
策
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
承
平
二

J
四
年
と
天
慶
三
年

の
聞
に
位
置
す
る
承
平
六
年
の
海
賊
鋲
圧
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

こ
こ
ま
で
述
べ
て
く
れ
ば
、
承
平
六
年
段
陪
の
純
友
の
地
位
は
か
な
り
明
確
に

な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
天
慶
二
年
六
月
の
坂
東
で
は
、

権
介
任
命
|
↓
押
領
使
兼
帯
|
+
「
追
捕
官
符
」
発
給

と
い
う
一
連
の
軍
事
的
対
応
を
と
り
、
ま
た
天
慶
三
年
の
純
友
の
乱
に
対
し
て
も
、

技
任
命
|
↓
警
固
使
兼
帯
|
↓
「
追
捕
官
符
」
発
給
、

と
い
う
措
置
を
と
っ
て
い
た
。
天
慶
二
年
十
二
月
の
伊
予
因
解
で
「
前
政
」
と
さ

れ
て
い
る
純
友
が
承
平
六
年
に
現
任
の
抜
に
補
任
さ
れ
た
も
の
と
仮
定
す
る
な

ら
、
抹
に
任
命
さ
れ
、
「
追
捕
宣
旨
」
を
蒙
っ
た
純
友
は
、
警
固
使
と
し
て
伊
予

国
の
軍
事
指
揮
権
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
が
み
ち
び
か

れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
前
段
藤
純
友
去
承
平
六
年
可
追
捕
海
賊
之
由
蒙
宣
旨
」
の
記
事
に
注

目
し
て
推
論
を
か
さ
ね
た
結
果
、
承
平
六
年
段
階
の
純
友
は
伊
予
国
警
固
使
の
地

位
に
る
っ
て
伊
予
国
の
軍
事
指
揮
権
を
揮
っ
て
お
り
、
伊
予
守
兼
追
捕
南
海
道
使

紀
淑
人
の
片
腕
と
し
て
海
賊
制
圧
に
活
躍
し
た
と
い
う
事
実
が
う
か
び
あ
が
っ
て

き
た
。
天
慶
二
年
暮
の
純
友
出
奔
に
淑
人
が
大
い
に
驚
い
た
背
景
は
右
の
よ
う
な

事
情
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

警
固
使
の
形
成
過
程

そ
れ
で
は
、
純
友
も
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
承
平
l
天
慶
年
間
に
海
賊
鎮
圧
の
た

め
に
配
位
さ
れ
た
警
固
使
は
、
い
か
な
る
過
程
で
形
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う

か
。
制
度
面
に
限
定
し
て
考
え
て
み
た
い
。

貞
観
十
一
年
(
八
六
九
)
、
新
羅
海
賊
が
突
如
博
多
に
来
襲
し
、
豊
前
国
年
貢
絹
綿

を
掠
奪
し
て
逃
走
し
た
が
、
大
宰
府
は
何
ら
打
つ
手
が
な
か
っ
(
問
。
以
後
、
大
宰

府
の
新
羅
海
賊
に
対
す
る
施
策
が
次
々
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
夷

停
の
降
、
統
領
選
仕
の
増
昨
、

E月
の
鴻
悶
館
へ
の
遷
問
、
蜂
燈
の
乱
開
、
対

馬
・
壱
岐
の
防
衛
強
化
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
防
衛
策
は
(
権
)
少
弐
の

「
摂
行
警
回
事
」
と
い
う
か
た
ち
で
行
わ
九
時
。

。
詔
令
大
卒
権
少
弐
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
仲
直
摂
行
警
回
事
、
去
貞
観
十
一

年
、
左
近
衛
権
少
将
兼
権
少
弐
坂
上
大
宿
祢
総
守
行
此
事
、

(
『
三
代
実
録
』
天
慶
二
年
七
月
十
三
日
条
山

。
勅
遺
従
五
位
上
守
左
近
衛
権
少
将
兼
行
大
宰
少
弐
藤
原
朝
臣
一
一
房
雄
於
大
宰

府
、
暗
号
一
目
国
事
准
坂
上
宿
祢
瀧
守
例
、
令
左
近
衛
五
人
右
近
衛
三
人
随
身
並
乗

伝
而
発
馬
、

(
問
、
天
慶
三
年
正
月
十
五
日
条
)

。
::γ
因
葱
討
賊
使
少
弐
従
五
位
上
清
原
真
人
令
望
更
留
府
兵
五
十
人
、
権

宛
援
兵
、
備
其
不
良
、
:
:
:

(
『
類
衆
三
代
格
』
寛
平
六
年
八
月
九
日
官
符
)

こ
れ
に
よ
っ
て
新
羅
海
賊
が
来
襲
し
た
貞
観
十
一
年
以
後
、
権
少
弐
坂
上
瀧

守
、
同
藤
原
仲
直
、
少
弐
藤
原
一
房
雄
と
、
(
権
)
少
弐
に
よ
る
「
摂
行
警
固
事
」

が
「
勅
」
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
規
模
な
新
羅
海
賊
が

来
襲
し
た
寛
平
六
年
の
「
討
賊
使
」
少
弐
清
原
令
望
も
同
様
「
摂
行
野
田
事
」
だ

っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
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こ
の
(
権
)
少
弐
に
よ
る
「
摂
行
警
固
事
」
は
、
承
平
六
年
の
伊
予
守
紀
淑
人

に
よ
る
「
兼
行
追
捕
事
」
が
追
捕
南
海
道
使
を
意
味
し
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら

ば
、
「
大
宰
府
警
固
使
」
と
み
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。
天
慶

三
年
、
追
討
凶
賊
使
大
宰
権
少
弐
源
経
基
が
同
じ
記
事
の
な
か
で
「
警
固
使
」
と

い
い
か
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
参
考
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
前
記
四
人
を
「
大
宰
府

警
固
使
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

貞
観
十
一
年
以
降
の
新
羅
海
賊
対
策
は
「
警
固
勅
(
官
〉
符
」
の
発
給
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
る
。
(
権
)
少
弐
に
よ
る
警
固
使
兼
帯
も
「
警
固
勅
(
官
)
符
」

に
よ
る
海
賊
対
策
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
。

。
大
宰
府
解
俗
、
検
案
内
、
警
固
官
符
先
後
重
畳
、
因
蕊
筒
練
士
馬
、
民
備
非

常、

(
『
類
緊
三
代
格
』
貞
観
十
一
年
十
二
月
五
日
官
符
〉

。
仰
大
宰
府
弥
令
慎
警
回
、
依
依
異
也
、

(
『
紀
略
』
寛
平
四
年
十
一
月
舟
日
条
〉

右
の
記
事
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
明
言
固
勅
(
官
〉
符
」
に
よ
る
外
志
に
対
す
る

防
衛
態
勢
の
構
築
と
、
外
窓
撃
退
の
軍
事
指
揮
を
「
摂
行
」
す
る
の
が
、
大
宰
府

警
固
使
の
任
務
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
警
固
勅
(
官
)
符
」
は
も
ち
ろ
ん
大
宰
府
だ
け
に
対
し
て
で
は

な
く
、
他
の
沿
海
諸
国
に
対
し
て
も
発
布
さ
れ
て
い
る
。

。
勅
令
因
幡
、
伯
替
、
出
雲
、
隠
岐
、
長
門
等
国
、
調
習
人
兵
、
修
繕
器
械
、

戒
慎
斥
候
、
固
護
要
害

(
『
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
六
月
廿
三
日
条
)

。
令
北
陸
道
諸
国
及
長
門
国
大
宰
府
、
相
同
警
回
、〈

問
、
仁
和
元
年
八
月
朔
日
条
)

。
賜
勅
符
於
大
宰
府
、
応
討
平
新
羅
海
賊
也
、
又
下
知
北
陸
、
山
陰
、
山
陽
道

諸
国
、
備
武
具
選
精
兵
、
令
勤
耽
一
一
片
岡
、

(
『
紀
略
』
寛
平
六
年
四
月
十
七
日
条
)

か
か
る
縁
海
諸
国
に
対
す
る
「
警
固
勅
(
官
)
符
」
の
発
給
に
よ
る
防
備
簡
易

の
構
築
は
、
実
は
天
平
年
間
の
対
新
白
紙
関
係
の
緊
張
激
化
に
さ
い
し
て
出
さ
れ
た

「
警
固
」
に
関
す
る
「
式
」
(
以
下
「
警
図
式
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
に
も
と

づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
。
宝
亀
十
一
年
(
七
八
O
)
、
北
陸
道
諸
国
に
対
し
て
「
勅
」

を
下
し
、
「
宜
准
大
宰
、
依
式
警
固
」
と
命
じ
て
い
る
。
そ
の
日
丙
体
的
内
容
は
、

付
賊
が
来
襲
し
た
場
合
、
長
官
以
下
た
だ
ち
に
国
街
で
集
議
し
管
内
司
に
「

警
固
」
を
厳
に
さ
せ
る
と
と
も
に
奏
聞
す
る
こ
と
。

同
賊
船
が
上
陸
し
た
場
合
、
「
当
界
百
姓
」
は
武
器
・
私
絞
を
も
っ
て
「
要

処
」
で
迎
撃
し
救
援
を
ま
つ
こ
と
。

悼
結
集
地
点
に
は
あ
ら
か
じ
め
標
識
を
た
て
、
兵
士
・
「
百
姓
便
弓
馬
者
」

は
臨
機
に
混
乱
し
な
い
よ
う
に
所
属
部
隊
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
こ
と
。

伺
戦
士
は
賊
来
を
知
っ
た
ら
武
器
・
兵
紋
を
も
っ
て
「
本
軍
」
に
か
け
つ
け

隊
伍
を
組
み
、
迎
撃
す
る
こ
と
。

と
い
う
も
の
で
払
問
。
こ
の
北
陸
道
諸
国
に
対
し
て
出
さ
れ
た
「
幹
回
勅
符
」
は

大
宰
府
に
準
ぜ
よ
と
命
じ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
右
の
「
磐
田
式
」
は
本
来
大
宰

府
に
適
用
さ
れ
た
「
警
図
式
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

勅
、
安
不
応
危
、
古
今
通
典
、
宜
仰
縁
海
諸
国
、
勤
令
磐
田
、
其
因
幡
、
伯

香
、
出
雲
、
石
見
、
安
芸
、
周
防
、
長
門
等
国
、
一
依
天
平
四
年
節
度
使
従

三
位
多
治
比
真
人
県
守
等
時
式
、
勤
以
雪
国
王
一
向
、
又
大
宰
宜
依
同
年
節
度
使

従
三
位
藤
原
朝
臣
字
合
時
式
、

ハ
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
七
月
十
五
日
条
〉

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宝
亀
十
一
年
に
は
山
陰
道
諸
国
・
大
宰
府
に
も
「
警
固
勅
符
」

が
だ
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
天
平
四
年
(
七
三
〉
の
「
式
」
に
よ
っ
て
い
る
。
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前
記
し
た
北
陸
送
諸
国
に
あ
て
た
「
雪
国
勅
符
」
が
準
拠
し
た
大
宰
府
の

は
こ
れ
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
吉
田
勅
〈
官
)
符
」
は
八
世
紀
か
ら
対
外
的
緊
張
が
発
生
し
た

さ
い
、
縁
海
諸
国
に
発
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
、
点
観
十
一
年

以
降
の
大
宰
府
同
様
、
各
国
で
は
効
に
よ
っ
て
国
司
の
一
員
が
「
摂
行
容
国
事
」

を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
中
央
政
府
に
よ
っ
て
警
固
使
が

任
命
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
次
の

史
料
で
あ
る
。

勅
日
、
前
令
大
宰
少
弐
藤
原
房
雄
、
行
一
吉
田
事
、
令
一
房
雄
遷
任
肥
後
守
、

元
人
勾
当
、
更
致
解
体
、
其
器
佼
蜂
候
、
目
疋
長
官
之
職
、
然
則
讐
固
有
例
、

何
必
別
配
勾
当
、
府
司
随
宜
処
置
、

(
『
三
代
実
録
』
天
慶
四
年
六
月
七
日
条
〉

大
宰
府
で
は
世
一
日
固
使
少
弐
藤
原
一
房
雄
が
選
任
し
て
「
摂
行
警
固
事
」
が
い
な
く

な
り
、
防
衛
情
勢
が
ゆ
る
ん
だ
の
に
対
し
、
政
府
は
「
其
器
佼
降
候
、
是
長
官
之

職
、
然
則
警
固
有
例
、
何
必
別
配
勾
当
、
府
司
随
宜
処
置
」
と
詰
責
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
本
来
、
「
吉
国
勅
(
官
)
符
」
に
も
と
づ
く
沿
海
防
備
は
、
「
長
官
之

職
」
で
あ
り
、
府
(
国
)
司
が
「
随
宜
処
置
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
専
任

の
「
勾
当
」
を
置
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
律
令
制
の
当

初
か
ら
、
「
警
固
勅
(
官
)
符
」
に
よ
る
外
冠
へ
の
対
応
策
は
用
意
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
捕
亡
令
征
及
囚
人
条
の
「
欲
入
窓
賊
者
、
経
随
近
官
司
中

牒
、
・
:
追
捕
、
:
・
並
申
太
政
官
」
と
い
う
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
前
稿

で
国
街
軍
制
の
制
度
的
源
流
と
位
喧
、
つ
け
た
捕
亡
令
「
臨
時
発
兵
」
規
般
の
特
殊

な
形
態
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
承
平
J
天
慶
期
の
海
賊
追
捕
の
た
め
に
配
置
さ
れ
た
警
固
使
の
制
度
的

淵
源
を
た
ど
っ
て
き
た
。
本
来
、
臨
機
に
お
い
て
国
司
が
「
随
宜
処
世
」
す
る
こ

「式」

と
に
な
っ
て
い
た
「
磐
田
勅
(
官
〉
符
」
に
よ
る
沿
海
防
備
は
、
貞
観
十
一
年
の

新
羅
海
賊
の
侵
掠
を
機
に
大
宰
府
で
(
権
〉
少
弐
に
よ
る
「
摂
行
雪
国
事
」
と
い

う
か
た
ち
で
実
質
的
に
警
固
使
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
て
海
上
か

ら
の
外
冠
を
迎
撃
す
る
た
め
に
発
達
し
た
警
固
使
の
制
度
が
、
承
平
J
天
慶
期
の

山
陽
南
海
道
海
賊
鎮
圧
の
た
め
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

む

す

ぴ

本
論
で
は
、
承
平
J
天
慶
期
、
西
国
の
国
街
軍
制
の
指
揮
官
と
し
て
設
場
す
る

雪
国
使
の
形
成
に
つ
い
て
、
歴
史
的
展
開
と
は
逆
に
い
わ
ば
倒
叙
法
的
に
論
じ
て

き
た
。
あ
ら
た
め
て
正
叙
し
な
お
す
な
ら
ば
次
の
如
く
に
な
ろ
う
。
捕
亡
令
「
臨

時
発
兵
」
規
定
の
特
殊
な
適
用
形
態
で
あ
る
「
警
固
勅
(
官
)
符
」
に
も
と
づ
く

沿
海
防
備
は
、
律
令
制
下
、
「
警
固
式
」
に
し
た
が
っ
て
「
長
官
」
が
「
随
宜
処

置
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
貞
観
十
一
年
の
新
羅
海
賊
の
侵
掠
を

契
機
と
し
て
大
宰
府
で
「
勅
」
に
よ
っ
て
(
権
〉
少
弐
に
「
警
固
事
」
を
「
摂
行
」

さ
せ
る
方
式
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
「
警
固
」
に
関
す
る
軍
事
行
政
と
軍
事
指
揮

を
(
権
〉
少
弐
に
「
摂
行
」
さ
せ
る
こ
の
制
度
は
、
実
質
的
な
警
固
使
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
。
以
後
寛
平
六
年
の
新
緩
海
賊
の
来
襲
ま
で
こ
の
制
度
は
採
用
さ
れ
て

いヲ
Q

。
か
か
る
、
本
来
、
外
窓
に
対
す
る
沿
岸
防
備
策
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
「
摂

行
警
団
事
」

H
警
固
使
の
制
度
が
、
一

O
世
紀
に
入
っ
て
活
発
化
し
て
き
た
瀬
戸

内
海
の
海
賊
鎮
圧
の
た
め
に
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
海
上
か
ら
の
急
援
と
い
う

戦
術
に
お
い
て
、
新
羅
海
賊
と
西
国
海
賊
は
類
似
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
、
そ
れ
へ
の
対
応
も
「
警
図
式
」
に
よ
る
「
要
処
」
の
防
備
と
い
う
か
た
ち

を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
。
俳
来
外
還
に
そ
な
え
て
配
備
さ
れ
た
空
間
が
南
海
道
諸
国

に
も
泣
か
れ
て
い
る
こ
と
、
承
平
四
年
六
月
、
海
賊
鎮
圧
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
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右
衛
門
志
貝
直
ら
が
誇
を
試
し
て
い
る
ふ
以
な
ど
も
、
外
冠
と
海
賊
の
望
地
方
式

の
類
似
性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

承
平
二
年
ご
ろ
か
ら
活
発
に
な
る
海
賊
に
対
し
て
、
政
府
は
一
国
単
位
に
警
固

使
を
配
置
し
て
鎮
圧
し
よ
う
と
し
た
。
承
平
六
年
追
捕
南
海
道
使
紀
淑
人
の
も
と

で
「
追
捕
宣
旨
」
を
蒙
っ
た
藤
原
純
友
は
伊
予
国
警
固
使
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
。
そ
し
て
天
慶
二
年
暮
に
蜂
起
し
た
純
友
の
乱
に
対
し
て
も
、
政
府
は
山
陽
商

海
道
諸
国
に
警
固
使
を
配
置
し
て
お
り
、
純
友
の
首
級
を
あ
げ
た
の
は
伊
予
国
警

固
使
橘
遠
保
で
あ
っ
た
。

天
慶
四
年
十
月
、
諸
国
警
固
使
は
「
官
符
」
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
、
以
後
、
警

固
使
は
登
場
し
な
い
。
か
わ
っ
て
天
暦
年
間
以
後
、
諸
国
抑
制
使
・
追
捕
使
が

配
註
さ
れ
る
よ
う
に
な
的
。
一
国
単
位
の
寧
事
指
揮
官
と
い
う
点
で
、
西
国
の
諸

国
押
釦
使
・
追
捕
使
は
、
啓
一
一
戸
固
使
の
権
限
と
役
割
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
て
よ

い
と
思
う
。
験
付
表
を
み
る
と
、
備
後
国
追
捕
使
言
語
、
伊
予

E
E

越
智
為
保
の
名
が
あ
る
。

本
稿
で
不
十
分
な
が
ら
論
じ
て
き
た
西
国
に
お
け
る
軍
制
の
展
開
を
ふ
ま
え

て
、
純
友
の
乱
の
全
体
像
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
次
の
課
題
に
な
る
が
、
そ
の
た

め
に
は
当
該
期
の
国
街
支
配
の
問
題
、
瀬
戸
内
交
通
ル
l
ト
の
あ
り
か
た
、
官
物

運
送
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
検
討
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
す
べ
て
は
他

日
を
期
す
ほ
か
な
い
。

註(

1

)

『
古
代
末
期
政
治
史
序
説
』
第
一
章
。

(
2
〉
佐
伯
有
清
他
著
『
研
究
史
将
門
の
乱
』
に
そ
の
彪
大
な
研
究
史
が
た
く

み
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

(

3

)

最
近
の
注
目
す
べ
き
成
果
に
、
小
林
日
日
二
「
藤
原
純
友
の
乱
」
(
『
古
代

の
地
方
史
4
瀬
戸
内
編
』
)
が
あ
る
。

(

4

)

拙
稿
「
王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
成
立
|
延
喜
の

て
l
」
(
『
史
学
研
究
』
一
四
四
)
。

(

5

)

註
(
3
〉
小
林
論
文
は
、
『
紀
略
』
の
記
事
に
重
大
な
疑
問
が
あ
る
と
し

て、

A
部
分
を
捨
象
し
て
乱
の
再
構
成
を
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
提
唱

し
て
い
る
。

(
6
)

山
中
武
雄
「
将
門
記
の
成
立
に
就
い
て
」
(
『
史
学
雑
誌
』
四
六

l
一

O
)、
平
田
俊
春
「
将
門
記
の
成
立
と
扶
桑
略
記
」
(
『
芸
林
』
五
|
五
)

参
照
。

(

7

)

橋
本
義
彦
「
本
朝
世
紀
解
題
」
(
『
国
史
大
系
書
日
解
題
』
上
巻
、
の
ち

同
氏
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
所
収
〉
。

(
B
〉
『
日
本
の
歴
史

4

平
安
京
』
三
九
二
|
一
一
一
頁
。

(

9

)

『
古
代
末
期
の
反
乱
』
一
四
四
頁
。

(
叩
〉
『
群
書
類
従
』
巻
第
二
百
八
十
五
。

(
日
〉
拙
稿
「
王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
」
(
『
史
学
研
究
』
一
五
一
)
。

〈
ロ
)
拙
稿
註
(
4
〉
論
文
。

(
日
)
『
広
島
県
史
』
古
代
中
世
資
料
篇

W
。

(

U

)

『
一
二
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
六
月
十
五
日
条
。

(
日
〉
『
類
栄
三
代
格
』
貞
観
十
一
年
十
二
年
五
日
官
符
。

(
日
叩
)
(
げ
)
『
類
家
三
代
格
』
貞
観
十
一
年
十
二
月
廿
八
日
官
符
。

(
同
日
)
『
類
来
三
代
格
』
貞
観
十
二
年
二
月
廿
三
日
官
符
。

(
印
)
『
一
二
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
三
月
十
六
日
条
、
同
六
月
七
日
条
、
同
人

月
廿
八
日
条
な
ど
。

〈
加
)
松
崎
英
一
「
古
代
権
少
弐
考
」
(
『
日
本
歴
史
』
一
一
二
三
)
が
詳
し
く
分

析
し
て
い
る
。

(
幻
)
『
知
緊
三
代
絡
』
宝
包
十
一
年
七
月
廿
六
日
勅
。

(
幻
)
拙
稿
註
〈
4
)
論
文
。

(
幻
〉
一
一
一
善
活
行
「
意
見
十
二
筒
条
」
(
『
日
本
思
想
体
系
8

古
代
政
治
社
会

同
心
…
相
山
』
)
。

(
別
〉
『
附
記
』
承
平
四
年
四
月
廿
二
日
条
。

(
お
)
(
お
〉
拙
稿
註
(
4
〉
論
文
。

『
軍
制
改
革
旬
に
つ
い




