
一

前
九
年
の
役
（
一
〇
五
一
〜
六
二　

奥
州
十
二
年
合
戦
）、
後
三
年
の
役

（
一
〇
八
三
〜
八
七
）
を
経
て
、
源
氏
は
東
国
武
士
団
と
強
固
に
結
び
つ
き
、

武
門
の
棟
梁
と
し
て
の
地
位
を
固
め
て
い
っ
た
。
源
頼
義
・
義
家
父
子
の
時
代

で
あ
る
。

　
『
陸
奥
話
記
』
は
、
そ
の
源
氏
興
隆
期
の
前
半
、
奥
州
の
俘
囚
安
倍
氏
の
専

横
か
ら
始
ま
っ
て
、
源
頼
義
が
こ
れ
を
滅
ぼ
す
ま
で
の
一
連
の
経
緯
を
扱
う
も

の
で
あ
る
。
安
倍
頼
良
（
後
に
頼
時
と
改
名
）
は
、
父
祖
の
代
か
ら
の
俘
囚
の

長
と
し
て
、
奥
六
郡
に
勢
力
を
振
る
い
、
義
務
で
あ
る
税
も
納
め
ず
、
徭
役

も
勤
め
な
か
っ
た
。
永
承
年
間
（
一
〇
四
六
〜
五
三
）、
当
時
の
陸
奥
守
藤
原

登
任
の
安
倍
氏
討
伐
失
敗
を
受
け
て
陸
奥
守
に
任
じ
ら
れ
た
源
頼
義
は
、
結
果

十
二
年
を
掛
け
て
、
安
倍
氏
一
族
を
滅
ぼ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
『
陸
奥
話
記
』
は
、「
追
討
将
軍
」
源
頼
義
の
任
命
か
ら
始
ま
り
、
安
倍
氏
の

滅
亡
を
経
て
、「
将
軍
」
頼
義
ほ
か
官
軍
の
功
労
者
へ
の
論
功
行
賞
で
終
わ
る
。

こ
の
構
成
は
、
一
見
、
謀
反
人
追
討
の
物
語
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え

る
。
し
か
し
、
物
語
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
た
の
は
、
頼
義
が
陸
奥
国
に
強
い

執
着
を
も
ち
、
例
え
ば
国
守
の
任
期
が
切
れ
て
も
陸
奥
に
居
座
り
新
任
の
国
司

の
着
任
を
妨
害
す
る
等
、
き
わ
め
て
強
引
な
手
法
で
安
倍
氏
討
伐
を
強
行
し
よ

う
と
し
た
事
実
で
あ
っ
た  

1

。
そ
れ
で
も
『
陸
奥
話
記
』
自
体
は
、
少
々
は

不
手
際
な
が
ら
、
頼
義
の
野
望
を
「
追
討
の
物
語
」
の
枠
に
押
し
込
め
て
い
る
。

こ
の
『
陸
奥
話
記
』
に
お
け
る
「
追
討
の
物
語
」
と
し
て
の
性
格
は
、
頼
義
を

一
貫
し
て
「
将
軍
」
と
い
う
呼
称
で
呼
ぶ
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
た
先
考  

2

に

お
い
て
も
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、『
陸
奥
話
記
』
は
や
は
り
「
将
軍
」
源

頼
義
に
よ
る
謀
反
人
安
倍
氏
追
討
の
物
語
で
あ
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
と

い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

　

で
は
、
後
の
史
家
が
認
め
る
よ
う
に
前
九
年
の
役
が
源
氏
の
武
士
団
へ
の
成

長
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
し
て
、『
陸
奥
話
記
』
は
源
氏
の
興
隆
の
物
語
で

あ
る
の
か
、
と
い
う
の
が
次
の
課
題
で
あ
る
。
後
の
多
く
の
軍
記
物
語
、
た
と

え
ば
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
や
『
平
家
物
語
』
な
ど
は
、
源
氏
が
平
家

を
討
ち
滅
ぼ
し
鎌
倉
幕
府
が
成
立
し
た
後
日
の
視
点
に
立
っ
て
、
特
定
の
出
来

事
を
予
兆
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
が
明
白
に
見
ら
れ
る
が
、『
陸
奥
話
記
』
に

は
そ
れ
が
顕
著
で
は
な
い
。
神
意
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
奇
瑞
は
わ
ず
か
に
八
幡

神
の
使
者
と
さ
れ
る
鳩
が
軍
勢
の
上
を
翔
る
場
面
が
二
度
。
一
度
は
出
羽
国
山

安
藤
　
淑
江
（
人
間
発
達
学
部
　
教
養
部
会
）　
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北
の
俘
囚
清
原
武
則
が
頼
義
の
軍
勢
に
合
流
し
、
そ
の
武
則
が
天
皇
家
に
忠
誠

を
誓
い
、
全
軍
が
気
勢
を
上
げ
る
場
面
に
お
い
て
、

　

今
日
有
鳩
、
翔
軍
上
。
将
軍
以
下
、
悉
拝
之  3

。

鳩
が
軍
勢
の
上
を
飛
翔
し
、
頼
義
以
下
が
皆
が
こ
れ
を
拝
ん
だ
と
あ
る
。
も
う

一
カ
所
は
、
安
倍
氏
の
最
後
の
拠
点
と
な
っ
た
厨
川
・
嫗
戸
柵
の
合
戦
に
、
苦

戦
し
た
頼
義
が
皇
城
を
拝
し
八
幡
三
所
に
祈
願
す
る
場
面
に
お
い
て
、

　

是
時
有
鳩
、
翔
軍
陣
上
。
将
軍
再
拝
。

鳩
が
軍
陣
の
上
を
飛
翔
し
頼
義
が
こ
れ
を
再
拝
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
、

頼
義
の
祈
願
通
り
に
「
暴
風
忽
起
、
煙
焔
如
飛
」
た
ち
ま
ち
暴
風
が
起
こ
り
炎

が
敵
陣
に
燃
え
移
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
鳩
の
飛
翔
は
奇
瑞
で
は
あ
る
が
、
こ
れ

は
頼
義
の
祈
願
を
八
幡
神
が
容
れ
た
印
で
あ
り
、
後
に
な
っ
て
、
こ
れ
を
「
何

事
か
の
予
兆
で
あ
っ
た
」
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。『
陸
奥
話
記
』
に

お
け
る
こ
の
よ
う
な
奇
瑞
の
場
面
は
、
後
世
の
視
点
に
立
っ
て
、
騒
乱
を
源
氏

興
隆
の
基
と
位
置
づ
け
る
視
点
に
よ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。

　

そ
の
こ
と
は
義
家
の
扱
い
に
も
現
れ
て
い
る
。
源
義
家
は
頼
義
の
長
子
で
、

八
幡
太
郎
と
称
さ
れ
、
後
に
は
源
氏
の
伝
説
的
な
祖
先
と
な
っ
て
い
く
。
し
た

が
っ
て
、
も
し
仮
に
『
陸
奥
話
記
』
が
将
来
の
源
氏
の
興
隆
を
視
点
に
据
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
頼
義
＝
義
家
父
子
の
血
脈
は
強
調
さ
れ
て
然

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
義
家
の
活
躍
を
詳
述
す
る
場
面
は
意
外

に
少
な
く
、
ま
た
描
写
は
観
念
的
で
あ
り
精
彩
を
欠
く
。

　

義
家
の
名
が
『
陸
奥
話
記
』
で
最
初
に
現
れ
る
の
は
、
安
倍
氏
を
討
つ
べ
く

追
討
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
頼
義
の
人
と
な
り
を
、
い
か
に
も
追
討
将
軍
に
相
応

し
い
人
物
と
し
て
紹
介
す
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

上
野
守
平
直
方
朝
臣
。
感
其
騎
射
、・・・・
則
納
彼
女
為
妻
、
令
生
三
男
二
女
。

　

長
子
義
家
、
仲
子
義
綱
等
也
。

頼
義
の
武
芸
に
惚
れ
込
ん
だ
平
直
方
の
娘
を
妻
と
し
て
、
儲
け
た
三
男
二
女
の

長
子
と
し
て
義
家
の
名
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

安
倍
氏
を
討
つ
べ
く
陸
奥
守
兼
鎮
守
府
将
軍
と
し
て
赴
い
た
頼
義
で
あ
る
が
、

赴
任
の
当
初
に
恩
赦
が
あ
り
、
頼
義
は
安
倍
氏
を
討
つ
大
義
名
分
を
失
う
。
安

倍
氏
も
ま
た
恭
順
の
意
を
示
し
、
頼
義
の
陸
奥
守
任
期
中
の
五
年
間
は
何
事
も

な
く
平
穏
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
任
期
満
了
間
近
に
阿
久
利
川
事
件
が
起
き
て
、

両
者
は
対
決
す
る
。
そ
の
最
初
の
衝
突
の
場
面
、
ま
た
次
い
で
引
用
さ
れ
る
安

倍
頼
時
（
＝
頼
良
）
討
伐
を
報
告
す
る
天
喜
五
年
九
月
の
国
解
に
義
家
の
名
は

な
い
。
頼
義
の
近
辺
に
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
物
語
の
中

で
確
認
で
き
る
術
は
な
い
。
遠
方
に
い
た
義
家
が
父
の
元
に
駆
け
つ
け
た
、
な

ど
の
記
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

義
家
が
登
場
す
る
の
は
、
安
倍
頼
時
（
＝
頼
良
）
殺
害
後
、
続
け
て
安
倍
一

族
討
伐
の
戦
い
を
挑
ん
で
逆
に
壊
滅
的
な
敗
戦
を
喫
し
た
黄
海
の
戦
に
お
い
て

で
あ
る
。

　

将
軍
長
男
義
家
、
驍
勇
絶
倫
、
騎
射
如
神
。
冒
白
刀
突
重
囲
、
出
賊
左
右
。

　

以
大
鏃
箭
頻
射
賊
師
。
矢
不
空
発
、
所
中
必
斃
。
雷
奔
風
飛
、
神
武
命
世
也
。

　

夷
人
靡
走
。
敢
無
当
者
。
夷
人
立
号
曰
八
幡
太
郎
。

義
家
の
驍
勇
、
神
業
と
も
い
え
る
騎
射
の
技
で
、
圧
倒
的
に
不
利
な
戦
い
の
中
、

た
だ
一
騎
、
安
倍
氏
の
軍
勢
を
圧
倒
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
描
い
て
い
る
。
父

頼
義
は
騎
射
の
技
に
優
れ
、
そ
れ
を
見
込
ま
れ
て
平
直
方
の
女
を
妻
と
し
た
の

だ
が
、
そ
の
長
子
義
家
も
父
の
血
統
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
物
語
は
義

家
の
騎
射
を「
神
業
」と
い
う
。
し
か
し
描
写
は
あ
く
ま
で「
神
の
よ
う
だ
」「
百

発
百
中
」
を
越
え
る
も
の
で
は
な
く
、
観
念
的
で
具
体
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る

こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
黄
海
の
戦
で
は
、
頼
義
の
軍
勢
は
僅
か
七
騎
に
ま
で
討
ち
尽
く
さ
れ
、
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頼
義
・
義
家
の
馬
も
敵
の
矢
に
倒
れ
る
、
と
い
う
窮
地
に
陥
る
が
、
義
家
ら
の

奮
戦
ぶ
り
に
敵
が
恐
れ
を
な
し
、
彼
ら
は
何
と
か
無
事
に
逃
れ
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
義
家
の
騎
射
も
他
の
者
の
活
躍
も
、

　

而
義
家
頻
射
殺
魁
師
。
又
光
任
等
数
騎
殊
死
而
戦
。
賊
類
為
神
、
漸
引
退
矣
。

と
は
な
は
だ
そ
っ
け
な
い
描
写
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。

　　

黄
海
の
戦
で
の
大
敗
後
数
年
に
亘
っ
て
、
頼
義
は
安
倍
貞
任
ら
の
横
行
に
為

す
術
の
な
い
状
態
が
続
い
た
。
し
か
し
清
原
武
則
の
参
戦
を
得
て
、
安
倍
氏
討

伐
が
再
開
さ
れ
る
。
そ
の
中
、
小
松
の
柵
の
合
戦
で
、

　

義
家
・
義
綱
等
、
虎
視
、
鷹
揚
。
斬
将
抜
旗
。

と
さ
れ
る
。
敵
軍
を
威
圧
し
立
ち
向
か
う
姿
で
あ
る
が
、
描
写
と
も
い
え
な
い

観
念
的
叙
述
で
あ
る
。
一
連
の
合
戦
の
中
で
義
家
の
名
が
現
れ
る
の
は
、
わ
ず

か
に
こ
れ
ら
の
部
分
だ
け
で
あ
る
。

　

物
語
の
集
結
部
近
く
に
官
軍
の
論
功
行
賞
に
つ
い
て
の
叙
述
が
あ
る
。

　

同
二
十
五
日
除
目
之
間
、
賞
勲
功
、
拝
頼
義
朝
臣
為
正
四
位
下
伊
与
守
。
太

　

 

郎
義
家
為
従
五
位
下
出
羽
守
。
次
郎
義
綱
為
右
衛
門
尉
。
武
則
為
従
五
位
下

鎭
守
府
将
軍
。
献
首
使
者
藤
原
季
俊
為
右
馬
允
。
物
部
長
頼
為
陸
奥
大
目
。

論
功
行
賞
に
関
わ
る
叙
述
は
以
上
で
全
て
で
あ
る
。
父
頼
義
の
「
正
四
位
下
伊

与
守
」
に
次
い
で
、
義
家
は
「
従
五
位
下
」
の
位
と
「
出
羽
守
」
の
官
職
を
得

て
い
る
。
義
家
の
昇
進
は
父
頼
義
へ
の
褒
美
の
一
部
と
し
て
の
性
格
も
有
し
て

い
よ
う
。
し
か
し
実
際
の
戦
闘
に
お
い
て
も
、
義
家
は
相
当
の
活
躍
で
あ
っ
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
黄
海
に
お
い
て
も
小
松
柵
に
お
い
て
も
、
一
騎
当

千
の
活
躍
を
し
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
今
も
述
べ
た
通
り
、
物
語
中
の
義

家
の
活
躍
は
観
念
的
描
写
に
留
ま
り
具
体
性
を
欠
く
。
ま
た
、「
長
子
」
と
い

う
言
葉
以
外
に
、
頼
義
の
後
継
者
と
し
て
の
性
格
付
け
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

『
陸
奥
話
記
』
に
義
家
を
頼
義
の
後
継
者
と
し
て
称
揚
し
、
そ
の
立
場
を
明
確

化
し
よ
う
と
い
う
視
点
は
な
い
に
等
し
い
と
い
え
よ
う
。

　　

こ
の
よ
う
に
存
在
感
の
希
薄
な
義
家
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
行
為
の
中
に
射

芸
を
現
す
場
面
が
『
陸
奥
話
記
』
の
中
に
た
だ
一
カ
所
だ
け
存
在
す
る
。

　

合
戦
之
際
、
義
家
毎
射
甲
士
、
皆
応
弦
死
矣
。
後
日
武
則
語
義
家
曰
。
僕
、

　

欲
試
君
弓
勢
、如
何
。
義
家
曰
、善
矣
。
於
是
、武
則
重
堅
甲
三
領
、懸
之
樹
枝
。

　

令
義
家
一
発
、
貫
甲
三
領
。

合
戦
の
際
の
義
家
の
一
射
必
殺
の
騎
射
を
見
た
清
原
武
則
が
、
後
日
そ
の
弓
勢

を
試
し
た
の
で
あ
る
。
頑
丈
な
鎧
を
三
領
重
ね
て
木
の
枝
に
掛
け
、
義
家
に
矢

を
放
た
せ
る
と
、
そ
の
矢
は
三
領
重
ね
た
鎧
を
貫
い
て
し
ま
っ
た
。
武
則
は
驚

愕
し
て
、
義
家
を
神
明
の
変
化
か
と
述
べ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
騎
射
の
技

の
た
め
に
、
義
家
は
武
士
た
ち
の
信
頼
を
集
め
た
の
だ
と
い
う
。
義
家
の
神
業

の
ご
と
き
射
芸
が
、
武
則
の
求
め
に
応
じ
て
三
領
の
鎧
を
射
通
す
と
い
う
行
動

を
通
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

鎧
は
基
本
的
に
は
矢
に
対
す
る
防
護
具
で
あ
る
。
後
に
『
保
元
物
語
』
に
登

場
す
る
源
為
朝
（
義
家
に
は
孫
に
あ
た
る
）
も
そ
の
弓
勢
で
敵
を
圧
倒
す
る
。

七
尺
に
あ
ま
る
身
長
、
左
手
が
右
手
よ
り
四
寸
も
長
い
と
い
う
「
生
付
タ
ル
弓

取 

4

」
と
し
て
の
身
体
。
為
朝
は
「
フ
ト
サ
ハ
ナ
ガ
持
朸
ノ
如
」
き
八
尺
五

寸
の
弓
で
、
十
八
束
の
矢
を
引
く
の
で
あ
る
。
そ
の
為
朝
の
弓
勢
は
、
白
河
殿

大
炊
御
門
西
門
で
先
を
進
む
伊
藤
六
の
鎧
の
胸
板
を
貫
通
し
、
続
い
て
い
た
伊

藤
五
の
射
向
の
袖
（
鎧
の
左
肩
を
覆
う
部
分
）
に
裏
ま
で
突
き
通
っ
て
、
清
盛

配
下
の
武
士
た
ち
を
恐
怖
さ
せ
る
。
こ
の
場
面
で
『
保
元
物
語
』
の
語
り
手
は
、

先
述
の
義
家
の
試
技
を
想
起
し
て
い
る
。『
陸
奥
話
記
』が
語
る
義
家
の
試
技
は
、
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そ
の
弓
勢
を
伝
説
化
し
た
。
義
家
の
射
芸
は
、
木
に
掛
け
た
三
領
の
鎧
を
射
通

し
て
み
せ
る
、
と
い
う
具
体
像
に
お
い
て
、
初
め
て
「
伝
説
」
と
し
て
語
り
継

が
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
戦
闘
の
場
に
お
け
る
義
家
の
活
躍

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
騎
射
に
驚
い
た
武
則
が
、
試
技
を
要
請
し
た
こ
と

に
よ
り
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

源
頼
義
の
安
倍
氏
討
伐
の
合
戦
に
、
長
子
義
家
の
具
体
像
が
乏
し
い
こ
と
は

前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
た
し
か
に
、『
陸
奥
話
記
』
自
体
が
、
後
の
軍
記
物

語
と
は
異
な
り
、
合
戦
に
赴
く
一
人
一
人
の
武
人
の
人
生
に
ま
で
踏
み
込
ん
で

そ
の
生
死
を
賭
け
た
戦
闘
を
描
き
込
む
よ
う
な
合
戦
描
写
を
行
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
例
え
ば
衣
川
関
の
合
戦
に
お
い
て
、
一
兵
士
の
資
質

を
見
込
ん
で
特
異
な
命
令
を
下
し
た
清
原
武
則
と
、
生
命
を
賭
し
て
川
を
渡
り
、

期
待
以
上
の
活
躍
を
し
て
勝
機
を
作
っ
た
「
兵
士
久
清
」
の
物
語
が
存
在
す
る

よ
う
に
、
主
従
の
絆
も
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
登
場
人
物
の
活
躍
も
、
語
り
手
の

目
に
止
ま
っ
て
は
い
る
の
だ
。

　

跋
文
に
言
う
。「
今
抄
国
解
之
文
、
拾
衆
口
之
話
、
注
之
一
巻
」『
陸
奥
話

記
』
の
成
立
に
関
わ
っ
て
常
に
引
用
さ
れ
る
一
文
で
あ
る
。
一
つ
は
「
国
解
之

文
」
す
な
わ
ち
、
乱
に
関
わ
っ
て
国
衙
か
ら
都
に
送
ら
れ
た
文
書
の
類
、
も
う

一
つ
は
人
々
の
間
に
語
り
伝
え
ら
れ
た
こ
と
、
と
い
う
よ
り
戦
闘
の
参
加
者
の

体
験
譚
が
巷
間
に
広
ま
っ
た
も
の
、『
陸
奥
話
記
』
は
二
つ
の
構
成
要
素
を
持
つ
。

義
家
ほ
ど
の
武
芸
の
持
ち
主
が
活
躍
し
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
し
、
そ
の
活
躍

が
人
々
の
耳
目
を
驚
か
さ
な
か
っ
た
筈
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
義
家
に
試
技
を

求
め
た
清
原
武
則
は
、『
陸
奥
話
記
』
が
義
家
の
騎
射
が
百
発
百
中
だ
っ
た
と

述
べ
る
黄
海
の
戦
で
は
ま
だ
参
戦
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
参
戦
は
六
年
後
、
頼
義

が
懇
切
な
要
請
を
続
け
た
結
果
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
武
則
の
見
た
義
家

の
射
技
は
、
武
則
ら
が
援
軍
と
し
て
参
戦
し
て
か
ら
安
倍
氏
を
討
ち
滅
ぼ
す
ま

で
の
短
期
間
に
継
続
さ
れ
た
一
連
の
合
戦
の
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、

し
た
が
っ
て
、
戦
場
が
多
方
面
に
拡
大
し
た
た
め
に
『
陸
奥
話
記
』
の
情
報
網

か
ら
義
家
の
活
躍
が
漏
れ
て
し
ま
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
義
家
の
具
体
像
が

乏
し
い
こ
と
に
対
し
て
は
、
な
ん
ら
か
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

清
原
武
則
の
参
戦
か
ら
後
の
叙
述
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

清
原
氏
は
出
羽
国
山
北
の
俘
囚
（
朝
廷
に
従
属
し
た
蝦
夷
）
で
あ
る
。
同
じ

く
陸
奥
国
奥
六
郡
の
俘
囚
で
あ
る
安
倍
氏
も
、
居
住
す
る
地
域
こ
そ
違
え
同
じ

俘
囚
で
あ
る
。
源
頼
義
の
俘
囚
対
策
は
、
奥
州
俘
囚
の
勢
力
関
係
を
利
用
す
る

こ
と
、
安
倍
氏
討
伐
に
他
の
俘
囚
の
力
を
利
用
す
る
の
が
作
戦
で
あ
っ
た
と
目

さ
れ
る
。
安
倍
頼
時
（
＝
頼
義
）
殺
害
に
成
功
し
た
と
き
も
、

　
　

使
金
為
時
・
下
毛
野
興
重
等
甘
説
奥
地
俘
囚
、
令
与
官
軍
。

と
、
ま
ず
使
い
を
送
っ
て
「
奥
地
の
俘
囚
」
を
説
得
し
味
方
に
す
る
こ
と
か
ら

始
め
て
い
る
。
使
者
と
な
っ
た
金
為
時
自
身
も
、
姓
名
か
ら
判
断
し
て
俘
囚
で

あ
る
可
能
性
が
強
い
。
説
得
は
功
を
奏
し
、

　

飽
屋
・
仁
土
呂
志
・
宇
曾
利
、
合
三
郡
夷
人
、
安
倍
富
忠
為
首
発
兵
従
為
時
。

と
、
奥
地
の
俘
囚
は
金
為
時
に
従
っ
た
。
安
倍
頼
時
は
、
そ
の
奥
地
の
俘
囚
に

対
し
、自
ら
少
数
の
配
下
と
共
に
説
得
に
赴
き
、戦
闘
の
中
で
流
れ
矢
に
当
た
っ

て
死
去
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

黄
海
の
敗
戦
後
、
安
倍
貞
任
ら
の
専
横
に
為
す
術
の
な
い
状
況
に
陥
っ
た
頼

義
が
、
山
北
の
清
原
氏
に
助
力
を
求
め
た
の
も
お
な
じ
流
れ
で
あ
ろ
う
。「
常

以
甘
言
、説
出
羽
山
北
俘
囚
主
。
清
原
真
人
光
頼
・
舎
弟
武
則
等
、令
与
力
官
軍
」

と
あ
る
。
今
回
も
俘
囚
同
士
の
勢
力
争
い
を
利
用
し
、
勝
利
の
暁
の
利
益
供
与

を
約
束
し
た
、
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
清
原
氏
は
簡
単
に
は
動
か
ず
、
頼
義
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は
重
ね
て
様
々
奇
珍
な
贈
り
物
を
続
け
、
漸
く
光
頼
・
武
則
の
清
原
氏
も
頼
義

に
味
方
す
る
こ
と
を
許
諾
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　　

そ
の
清
原
武
則
が
一
門
の
子
弟
と
一
万
余
の
兵
を
率
い
て
参
戦
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
源
頼
義
の
安
倍
氏
討
伐
の
戦
は
勝
利
へ
と
導
か
れ
る
。
武
則
を
迎
え

る
頼
義
の
軍
勢
が
「
三
千
余
人
」
と
い
う
か
ら
、ど
れ
ほ
ど
強
力
な
助
力
で
あ
っ

た
か
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
段
階
で
、
頼
義
は
す
で
に
二
度
目
の
陸
奥
守
の

任
期
が
満
了
し
て
い
る
。
朝
廷
は
高
階
経
重
を
新
た
な
陸
奥
守
に
任
命
し
、
経

重
は
勇
ん
で
入
国
す
る
も
、
陸
奥
の
人
民
が
従
わ
ず
、
間
も
な
く
帰
京
す
る
と

い
う
事
件
が
起
き
る
。
朝
廷
で
は
そ
の
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
が
、
頼
義
は
清

原
氏
に
派
兵
を
要
請
し
続
け
て
い
る
。

　　

康
平
五
（
一
〇
六
二
）
年
秋
七
月
、
清
原
武
則
は
発
進
、
八
月
九
日
頼
義
と

武
則
は
栗
原
郡
営た
む
ろ
の
お
か

岡
で
出
会
う
。『
陸
奥
話
記
』
に
は
割
注
が
あ
っ
て
、
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

昔
、
田
村
麻
呂
将
軍
、
征
蝦
夷
之
日
、
於
此
支
整
軍
士
。
自
其
以
来
、
号
曰

　

営
。
塹
迹
猶
存
。

両
者
が
出
会
っ
た
こ
の
地
は
、
坂
上
田
村
麻
呂
が
蝦
夷
征
伐
の
時
に
軍
士
を
整

え
た
と
い
う
故
地
で
あ
っ
た
の
だ
。
頼
義
は
こ
の
地
に
「
至
（
到
着
し
た
）」、

武
則
は
「
軍
（
軍
だ
ち
し
た
）」
と
い
う
か
ら
、
ど
ち
ら
が
田
村
麻
呂
に
準
え

ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
え
ば
、
武
則
の
方
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の

点
、
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
の
は
、
坂
上
田
村
麻
呂
の
最
初
の
蝦
夷
征
伐
の
こ
と

で
あ
る
。
延
暦
一
三
（
七
九
四
）
年
、
こ
の
時
征
夷
大
使
は
大
伴
弟
麻
呂
、
田

村
麻
呂
は
副
使
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、『
日
本
紀
略
』
に
「
副
将
軍

4

4

4

大
宿
禰
田

村
麿
已
下
征
蝦
夷
」
と
あ
る
よ
う
に
、
戦
果
は
ひ
と
り
田
村
麻
呂
に
帰
す
べ
き

大
活
躍
で
あ
っ
た
の
だ
。『
陸
奥
話
記
』の
中
で「
将
軍
」は
頼
義
。
武
則
は「
副

将
軍
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
以
下
に
見
る
と
お
り
、
参
戦
後
の
武
則

は
、
ま
さ
に
「
副
将
軍
」
さ
な
が
ら
に
頼
義
に
従
い
、
軍
勢
の
中
で
重
要
性
を

ま
す
ま
す
増
大
さ
せ
な
が
ら
、
頼
義
を
物
心
両
面
で
支
え
続
け
る
の
で
あ
る
。

　

清
原
武
則
の
率
い
て
き
た
軍
勢
は
一
万
余
、
頼
義
の
軍
勢
は
三
千
余
。
新
た

な
軍
勢
が
編
成
さ
れ
る
が
、
主
要
な
部
分
は
清
原
氏
の
一
族
が
固
め
る
こ
と
に

な
る
。
武
則
は
皇
城
を
拝
し
て
忠
誠
を
誓
う
。

　

臣
既
発
子
弟
、応
将
軍
命
。
志
在
立
節
、不
顧
殺
身
。
若
不
苟
死
。
必
不
空
生
。

　

八
幡
三
所
、
照
臣
中
丹
。
若
惜
身
命
。
不
致
死
力
者
、
必
中
神
鏑
先
死
矣
。

身
命
を
賭
け
た
活
躍
を
誓
い
、
八
幡
三
所
に
照
覧
あ
れ
と
述
べ
る
武
則
の
言
葉

に
、
全
軍
は
奮
い
立
つ
。
そ
の
「
全
軍
」
と
は
、
清
原
氏
の
軍
勢
が
ほ
と
ん
ど

を
占
め
る
軍
勢
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
頼
義
の
軍
（=

官
軍
）

に
組
み
込
ま
れ
、
天
皇
に
忠
誠
を
誓
う
こ
と
が
、
山
北
の
俘
囚
た
ち
に
と
っ
て
、

軍
を
あ
げ
て
発
奮
す
る
に
足
る
何
事
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

武
則
の
誓
い
を
神
が
容
れ
た
印
と
し
て
、
八
幡
神
の
使
者
で
あ
る
鳩
が
軍
勢

の
上
を
翔
る
。
武
則
の
軍
勢
は
、
ま
ず
は
頼
義
軍
（=

官
軍
）
に
一
体
化
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
武
則
は
頼
義
を
支
え
て
い
く
。

　

最
初
の
軍
は
小
松
柵
に
お
い
て
で
あ
る
。
安
倍
宗
任
の
叔
父
僧
良
昭
の
守
る

柵
で
あ
る
。
日
取
り
が
悪
く
、
日
も
暮
れ
て
き
た
の
で
、
頼
義
軍
に
攻
撃
の
つ

も
り
は
な
か
っ
た
が
、
偵
察
に
出
か
け
た
武
貞
・
頼
貞
の
供
の
歩
兵
が
柵
外
の

小
屋
に
火
を
放
ち
、
戦
闘
が
始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
頼
義
は
、
予
定
に
反
す
る

戦
闘
の
開
始
に
対
し
て
、
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但
兵
待
機
発
、
不
必
撰
日
時
。
故
宋
武
帝
不
避
往
亡
、
而
功
。
好
見
兵
機
、

　

可
随
早
晩
矣
。

と
述
べ
て
い
る
。
宋
の
武
帝
が
凶
日
で
あ
る
「
往
亡
」
を
避
け
ず
に
戦
を
し
て

戦
効
を
あ
げ
た
先
例
に
触
れ
つ
つ
、
戦
と
い
う
の
は
日
時
の
吉
凶
で
は
な
く
機

会
を
選
ぶ
べ
き
あ
り
、
機
会
を
よ
く
見
て
さ
っ
さ
と
そ
れ
に
従
う
の
が
い
い
の

だ
、
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
武
則
は
、

　

官
軍
之
怒
、
猶
如
水
火
。
其
鋒
不
可
当
。
用
兵
之
機
、
不
過
此
時
。

と
返
答
す
る
。
官
軍
の
士
気
の
充
実
ぶ
り
を
語
り
、
今
が
戦
の
好
機
で
あ
る
と

答
え
る
。
頼
義
の
言
葉
を
受
容
し
支
え
る
発
言
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
ど

お
り
に
武
則
は
騎
兵
・
歩
兵
を
進
め
た
の
で
あ
る
。

　

小
松
柵
は
堅
固
な
要
塞
で
武
則
配
下
の
騎
兵
・
歩
兵
は
難
渋
し
た
が
、
同
じ

く
武
則
配
下
の
「
兵
士
深
江
是
則
・
大
伴
員
季
等
」
が
死
を
も
恐
れ
ぬ
二
十
余

人
を
引
き
連
れ
て
城
内
乱
入
を
断
行
、
突
破
口
が
開
か
れ
た
。
頼
義
指
揮
下
の

坂
東
の
精
兵
た
ち
も
活
躍
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
一
兵
士
の
名
が
残

る
の
は
、
武
則
配
下
の
者
に
限
ら
れ
る
。
俘
囚
の
軍
勢
の
結
束
力
の
高
さ
、
武

則
の
掌
握
の
度
合
い
の
高
さ
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
「
官
軍
」
は
、兵
士
の
休
息
、武
器
の
整
備
の
た
め
、あ
え
て
追
撃
を
さ
け
た
が
、

そ
れ
に
長
雨
が
重
な
っ
て
停
滞
の
日
時
が
か
さ
み
、
糧
食
が
尽
き
た
。
安
倍
氏

に
指
導
さ
れ
て
横
行
す
る
ゲ
リ
ラ
へ
の
対
応
、
ま
た
食
料
入
手
の
た
め
、
半
数

弱
の
兵
士
が
陣
営
を
離
れ
て
各
地
に
赴
い
た
。
陣
に
残
る
兵
力
は
六
五
〇
〇
人
。

安
倍
貞
任
は
「
官
軍
」
陣
営
の
警
備
の
手
薄
を
噂
に
聞
き
、
好
機
と
ば
か
り
に

八
〇
〇
〇
余
の
大
軍
を
率
い
て
、
襲
い
か
か
っ
て
き
た
。「
玄
甲
如
雲
、
白
刀

耀
日
」
と
あ
る
。
貞
任
軍
の
兵
卒
た
ち
の
黒
い
鎧
が
雲
の
よ
う
に
押
し
寄
せ
、

白
刃
は
日
に
煌
め
い
た
。
圧
倒
的
、
威
圧
的
な
様
相
で
あ
る
。

　

し
か
し
武
則
は
頼
義
の
前
に
進
み
で
て
、
祝
福
し
て
「
貞
任
失
謀
。
将
梟
賊

首
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
貞
任
の
失
策
で
あ
る
、
き
っ
と
敵
の
首
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
。
頼
義
は
、
貞
任
は
勝
利
を
確
信
し
て
襲
っ
て
き 

て
い
る
は
ず
だ
と
し
て
、
武
則
の
判
断
の
根
拠
を
尋
ね
た
。
武
則
は
答
え
る
。

官
軍
は
遠
く
か
ら
や
っ
て
き
た
も
の
で
、
戦
い
を
継
続
す
る
食
糧
が
不
足
し
て

い
る
。
一
気
に
戦
闘
に
持
ち
込
ん
で
勝
負
を
決
す
る
こ
と
が
望
み
で
あ
る
。
も

し
安
倍
氏
の
軍
勢
が
要
害
を
固
め
て
長
期
戦
を
意
図
す
る
な
ら
、
官
軍
は
疲
弊

し
て
長
く
戦
闘
を
継
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逃
散
す
る
兵

が
出
れ
ば
、
却
っ
て
敵
に
討
た
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
官
軍
の
弱
点

で
あ
り
、
武
則
が
恐
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
貞
任
は
軍
を
進
め
て
き

た
。
こ
れ
は
天
が
頼
義
に
幸
運
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
。
ま
た
、
賊

軍
に
は
「
悪
い
気
」
が
見
え
る
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
武
則
の
見
解

に
、
頼
義
は
、「
子
言
是
也
。
吾
又
知
之
」
と
、
武
則
の
言
葉
に
同
意
し
、
自

分
も
ま
た
承
知
し
て
い
る
と
述
べ
る
。

　

最
初
の
小
松
柵
の
戦
で
は
、
予
想
外
の
小
競
り
合
い
か
ら
意
図
せ
ず
始
ま
っ

て
し
ま
っ
た
戦
い
に
、
ま
ず
頼
義
が
積
極
的
な
評
価
の
姿
勢
を
見
せ
、
こ
れ
に

武
則
が
追
随
し
て
い
た
。
今
回
は
武
則
の
方
が
積
極
的
に
状
況
分
析
を
示
し
、

こ
れ
に
頼
義
が
同
意
す
る
形
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　

た
だ
し
、
こ
の
問
答
の
中
で
、
頼
義
は
武
則
の
こ
と
を
「
子
」
と
呼
ん
で
い

る
。
対
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
も
の
に
対
す
る
対
称
で
あ
る
。
武
則
は
頼
義

の
こ
と
を
「
将
軍
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
頼
義
の
言
葉
の
中
に
「
昔
勾
踐

用
范
蠡
之
謀
、
得
雪
会
稽
之
恥
。
今
老
臣
因
武
則
之
忠
、
欲
露
朝
威
之
厳
」
と

い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
越
王
勾
踐
が
范
蠡
の
知
略
に
よ
っ
て
会
稽
の
恥
を
雪す
す

い

だ
よ
う
に
、
自
分
は
武
則
の
忠
義
に
よ
っ
て
朝
廷
の
威
信
を
示
そ
う
と
し
て
い

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
武
則
が
、
頼
義
に
従
属
す
る
立
場
を
堅
持
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し
つ
つ
も
、
状
況
を
主
導
す
る
ほ
ど
に
強
力
な
補
佐
者
と
な
っ
て
い
る
様
相
が

見
て
取
れ
る
。

　

頼
義
は
身
命
を
賭
し
て
戦
う
よ
う
に
命
じ
、
武
則
は
応
諾
す
る
。
武
則
の
忠

誠
を
誓
う
言
葉
を
受
け
て
頼
義
は
布
陣
、
七
・
八
時
間
に
及
ぶ
合
戦
の
末
、
官

軍
は
勝
利
、
貞
任
ら
は
逃
亡
。
さ
ら
に
武
則
は
頼
義
の
命
に
よ
っ
て
追
撃
、
貞

任
の
陣
中
に
忍
び
込
ん
で
放
火
、
貞
任
軍
は
混
乱
の
中
で
多
く
の
死
傷
者
を
出

し
、
衣
川
の
関
に
逃
げ
去
っ
た
。

　

衣
川
関
の
戦
に
お
い
て
も
、「
官
軍
」
の
主
た
る
兵
力
は
武
則
と
そ
の
一
族

た
ち
で
あ
る
。
衣
川
関
は
険
阻
で
、
官
軍
は
攻
め
あ
ぐ
ね
た
。
こ
れ
を
解
決
し

た
の
は
武
則
で
、
兵
士
久
清
に
命
じ
て
、
そ
の
身
軽
さ
を
利
用
し
て
灌
木
伝
い

に
川
を
渡
り
敵
陣
に
火
を
か
け
さ
せ
た
。
久
清
は
期
待
以
上
の
働
き
を
し
、
官

軍
は
関
を
破
る
こ
と
が
で
き
た
。『
陸
奥
話
記
』
は
こ
の
武
則
の
指
示
の
言
葉

や
久
清
の
活
躍
を
特
筆
す
る
。
特
徴
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
一
兵
士
す

ら
掌
握
し
て
い
る
の
が
武
則
な
の
で
あ
る
。

　

次
い
で
官
軍
は
鳥
海
柵
に
入
る
。
鳥
海
柵
は
安
倍
頼
義
（
頼
時
）
が
死
ん
だ

場
所
で
も
あ
る
。
安
倍
氏
の
宗
任
・
常
清
ら
は
、
戦
わ
ず
し
て
去
り
厨
川
柵
に

移
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
頼
義
と
武
則
の
応
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

頼
義
は
言
う
。

　

頃
年
、
聞
鳥
海
柵
名
、
不
能
見
其
体
。
今
日
、
因
卿
忠
節
、
初
得
入
之
。
卿
、

　

見
予
顔
色
如
何
。

頼
義
は
、
名
前
は
聞
い
て
も
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
鳥
海
柵
に
自
分
が
入
っ
て

い
る
こ
と
の
満
足
感
を
表
し
、
そ
れ
が
武
則
の
忠
節
の
お
陰
で
あ
る
と
謝
意
を

伝
え
る
。
そ
し
て
、「
自
分
の
顔
色
を
ど
う
み
る
か
」
と
武
則
に
問
う
。
武
則

に
対
す
る
対
称
が
、
そ
れ
ま
で
の
「
子
」
か
ら
「
卿
」
に
変
化
し
て
お
り
、
敬

意
の
程
度
が
上
が
っ
て
い
る
。
武
則
の
答
え
は
、

　

足
下
多
宣
為
王
室
立
節
、櫛
風
沐
雨
、甲
胄
生
蟻
虱
。
苦
軍
旅
後
、已
十
余
年
。

　

天
地
助
其
忠
。
軍
士
感
其
志
。
以
是
、
賊
衆
潰
走
、
如
決
積
水
。
愚
臣
、
擁

　

鞭
相
従
。
有
何
殊
功
乎
。
但
見
将
軍
形
容
、
白
髪
返
半
黒
。
若
破
厨
川
柵
得

　

貞
任
首
者
、
鬢
髪
悉
黒
、
形
容
肥
満
矣
。

と
あ
る
。
武
則
は
、
最
初
に
陸
奥
守
に
就
任
し
た
永
承
六
（
一
〇
五
一
）
年
以

来
の
頼
義
の
苦
節
と
忠
義
を
想
起
す
る
。
そ
し
て
、
今
賊
徒
が
遁
走
し
た
の
も
、

天
地
が
そ
の
忠
義
を
照
覧
し
、
兵
士
が
そ
の
志
に
感
服
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と

手
柄
を
頼
義
に
譲
り
、
自
分
は
頼
義
に
従
っ
た
だ
け
だ
、
と
、
一
歩
さ
が
る
姿

勢
を
見
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
武
則
は
頼
義
の
容
貌
に
関
し
て
、
白
髪
だ
っ
た
も

の
が
、
半
分
黒
く
戻
っ
て
い
る
、
厨
川
の
柵
を
破
っ
て
貞
任
の
首
を
得
る
な
ら
、

完
全
に
黒
髪
に
戻
り
、
身
体
も
肥
え
太
る
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
る
。
頼
義
が
先

に
自
分
の
顔
色
を
ど
う
見
る
か
に
つ
い
て
尋
ね
た
の
は
、
武
則
に
自
分
の
満
足

を
伝
え
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
受
け
て
武
則
は
、
安
倍
氏
討
伐
ま
で

あ
と
一
歩
に
迫
っ
た
満
足
が
頼
義
の
こ
れ
ま
で
の
苦
労
を
ほ
と
ん
ど
吹
き
飛
ば

し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
次
に
控
え
る
厨
川
柵
を
討
ち
破
り
貞
任
の
首
を
と
る

こ
と
で
勝
利
が
完
璧
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
と
祝
福
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
武
則
の
返
事
に
、
頼
義
は
、
さ
ら
に
言
葉
を
重
ね
て
、
武
則
の
一
族
率

い
て
の
参
戦
、
ま
た
戦
闘
に
お
け
る
活
躍
を
指
摘
し
、
自
分
が
目
的
を
達
す
る

こ
と
が
出
来
た
の
は
武
則
の
お
陰
で
あ
る
か
ら
、
謙
遜
し
て
手
柄
を
譲
る
必
要

は
な
い
、
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
但
白
髪
返
黒
者
、
予
意
然
之
」
白
髪
が
黒

く
戻
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
分
も
そ
の
通
り
だ
と
思
う
、
と
、
武
則
の
祝
福

を
承
け
て
、
勝
利
の
確
信
を
口
に
す
る
。
こ
こ
で
も
、
先
に
最
後
の
勝
利
に
言

及
し
予
祝
す
る
の
が
武
則
で
、
頼
義
は
後
か
ら
そ
れ
に
同
意
し
て
い
る
点
は
興
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味
深
い
。

　

九
月
十
六
日
か
ら
始
ま
っ
た
厨
川
・
嫗
戸
柵
の
攻
撃
は
難
渋
を
極
め
、
頼
義

軍
は
多
数
の
死
者
を
出
し
た
。
翌
十
七
日
、
村
落
の
屋
舎
を
壊
し
運
ん
で
城
の

溝
に
沈
め
、
萱
草
を
刈
っ
て
川
岸
に
積
ん
で
火
攻
め
の
準
備
が
始
ま
っ
た
。
頼

義
は
皇
城
を
拝
し
て
八
幡
三
所
に
祈
願
し
、
風
を
出
し
て
敵
柵
を
焼
く
よ
う

祈
っ
た
。
頼
義
が
自
ら
神
火
と
称
し
て
火
を
投
じ
た
そ
の
時
、
鳩
が
軍
勢
の
上

を
飛
ぶ
。
神
が
祈
願
を
容
れ
た
印
の
奇
瑞
で
あ
る
。
暴
風
が
起
こ
り
、
煙
焔
が

飛
び
、
形
勢
は
逆
転
し
た
。
し
か
し
、
猛
火
に
死
に
も
の
ぐ
る
い
と
な
っ
た
敵

兵
の
突
撃
に
、
官
軍
は
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
て
し
ま
う
。

　

こ
の
時
、
智
恵
を
見
せ
た
の
も
武
則
で
あ
っ
た
。
武
則
は
「
開
囲
可
出
賊
」

と
命
ず
る
。
わ
ざ
と
囲
み
を
開
い
て
敵
が
逃
げ
出
す
余
地
を
作
っ
た
の
で
あ

る
。
生
き
延
び
ら
れ
る
か
な
、
と
思
っ
た
敵
は
、
た
ち
ま
ち
逃
走
を
開
始
。「
官

軍
」
は
逃
げ
た
い
一
心
で
戦
意
を
な
く
し
た
相
手
を
悉
く
殺
害
し
た
の
で
あ
っ

た
。
武
則
は
戦
闘
の
最
終
局
面
を
、
的
確
な
判
断
で
乗
り
切
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
厨
川
柵
の
戦
は
終
結
し
、
一
連
の
残
党
刈
り
を
経
て
安
倍
氏
は
滅
亡
す

る
。
武
則
は
そ
の
後
も
貞
任
の
子
千
代
童
子
を
助
命
し
よ
う
と
す
る
頼
義
に
対

し
、
後
の
災
い
の
種
に
な
る
か
ら
、
と
処
刑
を
助
言
し
て
い
る
。

　

出
羽
国
山
北
の
俘
囚
清
原
氏
は
、
安
倍
氏
討
伐
に
苦
戦
し
た
源
頼
義
に
「
甘

言
」と
と
も
に
援
軍
を
求
め
ら
れ
続
け
て
い
た
。
戦
勝
の
暁
の
利
益
供
与
が「
甘

言
」
の
内
容
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
清
原
氏
は
当
初
は
躊
躇
し
て
い
た
が
、
清
原

武
則
が
一
族
を
率
い
て
参
戦
す
る
。
武
則
は
八
幡
三
所
に
誓
詞
を
さ
さ
げ
、
軍

勢
は
八
幡
神
に
認
め
ら
れ
て
「
官
軍
」
に
一
体
化
す
る
。
始
め
は
「
将
軍
」
頼

義
を
支
え
る
立
場
だ
っ
た
武
則
は
、
徐
々
に
「
官
軍
」
の
中
で
占
め
る
重
要
性

を
増
し
て
い
き
、
大
切
な
局
面
で
自
ら
積
極
的
に
趨
勢
を
決
す
る
力
を
も
つ
に

至
る
。『
陸
奥
話
記
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
「
抄
国
解
之
文
、
拾
衆
口
之
話
」

と
さ
れ
、
黄
海
敗
戦
時
の
佐
伯
経
範
の
討
ち
死
に
に
ま
つ
わ
る
話
、
出
家
し
て

頼
義
の
遺
体
を
探
そ
う
と
し
た
藤
原
茂
頼
の
話
、
貞
任
の
首
級
の
髪
を
梳
る
た

め
の
自
分
の
垢
櫛
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
嘆
く
元
従
者
の
話
、
な
ど
多

く
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
武
則
自
身
が
当
事
者
の
語
り

を
な
し
た
（
＝
武
則
の
体
験
譚
が
『
陸
奥
話
記
』
の
材
料
の
一
部
に
な
っ
て
い

る
）
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
陸
奥
話
記
』
に
は
、文
書
（「
国
解
の
文
」

な
ど
）
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
以
外
に
も
、
報
告
書
か
ら
抄
出
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
部
分
が
多
数
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
戦
闘
の
場
面

で
当
事
者
名
と
結
果
（
こ
れ
に
想
像
だ
け
で
書
け
る
よ
う
な
観
念
的
な
描
写
が

加
わ
る
）
に
終
始
す
る
類
で
あ
る
。
武
則
の
関
わ
る
場
面
は
、
抽
象
的
な
言
辞

で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
こ
と
の
手
順
が
描
写
さ
れ
た
り
、
一
兵
士
の
挙
措
が

記
さ
れ
た
り
と
、
生
硬
な
が
ら
も
戦
語
り
へ
の
ふ
く
ら
み
を
感
じ
さ
せ
る
。
義

家
の
弓
勢
を
試
み
て
そ
の
神
業
と
も
い
え
る
一
面
を
明
ら
か
に
し
た
の
も
武
則

で
あ
っ
た
。  

　

戦
後
行
わ
れ
た
論
功
行
賞
に
よ
り
、
源
頼
義
は
正
四
位
下
伊
豫
守
に
な
っ
た
。

太
郎
義
家
は
従
五
位
下
出
羽
守
、
次
郎
義
綱
は
為
右
衛
門
尉
に
昇
進
し
た
。
武

則
は
従
五
位
下
鎭
守
府
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
。
一
時
は
圧
倒
的
に
不
利
な
状
況

に
あ
っ
た
安
倍
氏
と
の
戦
い
、
そ
こ
に
清
原
氏
の
援
軍
を
求
め
た
頼
義
の
「
甘

言
」
は
、
安
倍
氏
滅
亡
後
、
武
則
の
鎮
守
府
将
軍
就
任
に
よ
っ
て
、
完
結
し
た

と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。「
子
」
か
ら
「
卿
」
へ
、
変
わ
っ
て
い

く
頼
義
の
武
則
へ
の
呼
び
か
け
。
頼
義
を
支
え
る
立
場
か
ら
先
導
す
る
立
場

へ
と
変
化
す
る
武
則
の
発
言
。『
陸
奥
話
記
』
が
源
氏
の
家
の
隆
盛
を
見
据
え

た
物
語
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。『
陸
奥
話
記
』
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1　

高
橋
崇『
蝦
夷
の
末
裔 

前
九
年・後
三
年
の
役
の
実
像
』中
央
公
論
社 

一
九
九
一・
九 

ほ
か

2　

 

拙
稿　
「
征
夷
の
物
語
と
し
て
の
『
陸
奥
話
記
』　

─
頼
義
の
「
将
軍
」
呼
称
を
め
ぐ
っ

て
─　

名
古
屋
芸
術
大
学
研
究
紀
要　

第
三
二
巻　

二
〇
一
一
・
三

3　

 

本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

将
門
記
・
陸
奥
話
記
・
保
元
物
語
・
平
治
物
語
』

小
学
館　

二
〇
〇
二
・
一
〇　

に
よ
る

4　

 

本
文
は　

半
井
本
『
新
日
本
古
典
文
学
体
系　

保
元
物
語
・
平
治
物
語
・
承
久
記
』　

岩

波
書
店　

一
九
九
二
・
七

に
お
い
て
は
、「
将
軍
」
源
頼
義
の
安
倍
氏
追
討
の
物
語
に
寄
り
添
う
よ
う
に
、

清
原
氏
の
勢
力
拡
大
・
武
則
の
鎮
守
府
将
軍
後
継
の
物
語
が
、
成
り
立
っ
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。


