
『

な
い
。
む
し
ろ
政
治
情
勢
の
変
化
の
爲
で
あ
っ
た
。
即
ち
打
倒
鎌
倉
幕
府
の

室
気
が
顯
著
に
濃
厚
と
な
り
、
途
に
正
中
の
変
・
元
弘
の
乱
・
建
武
中
興
と

い
う
一
遜
の
倒
幕
運
動
が
展
開
墓
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
蝿
圧
が
緩
く
な
る
の

も
そ
れ
に
平
行
し
た
。
し
か
も
軍
に
消
極
的
に
弾
圧
が
ゆ
る
め
ら
れ
る
と
い

う
丈
け
で
は
な
く
、
途
に
勅
願
寺
論
旨
を
盤
得
し
京
都
に
於
け
る
市
民
権
を

確
保
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
三
度
に
亘
つ
た
弾
圧
を
眺
め
て
此
に

至
れ
ぽ
そ
の
余
り
に
唐
突
な
る
に
驚
か
さ
れ
る
。
何
故
に
論
旨
が
與
え
ら
れ

何
故
に
そ
れ
が
「
当
宗
の
悦
」
と
し
て
極
言
さ
れ
、
波
極
的
に
そ
れ
に
答
え

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

凡
そ
と
の
時
代
に
於
け
る
人
間
や
集
団
は
夫
を
南
北
両
朝
の
何
れ
か
に
去

就
し
た
の
で
あ
り
、
教
団
と
て
端
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
自
己
の
も
つ
兵
力

・
経
済
力
・
祈
祷
力
等
を
政
治
権
力
に
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
も

と
よ
り
そ
姪
は
一
方
的
要
請
に
対
す
る
答
と
し
て
提
供
さ
れ
た
の
で
は
な
く

提
供
の
代
俊
は
当
然
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
代
償
の
求
め
方
に

於
い
て
新
旧
両
仏
教
の
間
に
は
著
し
い
断
層
が
あ
っ
た
。
と
の
時
代
の
就
会

罪
障
消
滅
に
つ
い
て河

村
孝
照

赫
と
人
と
の
関
係
に
お
け
る
宗
教
に
お
い
て
、
罪
悪
観
に
そ
の
出
発
を
お

か
ぬ
も
の
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
、
回
教
然
り
で
あ
る
。
然
し
、
そ
の
滅
罪

に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
喪
幸
し
得
ろ
も
の
健
「
華
智
全
能
な
る
御
の
み
の
ょ

〈

史
の
大
き
な
推
移
は
地
頭
の
莊
園
侵
略
・
守
護
大
名
の
成
立
で
あ
り
、
こ
の

動
き
は
旧
仏
教
を
支
え
て
い
た
朧
鯛
を
激
し
い
動
描
に
つ
き
落
し
た
。
旧
仏

教
は
そ
の
動
鋪
を
食
い
止
め
寺
領
の
確
保
の
爲
に
自
己
の
も
つ
壌
能
を
政
治

権
力
に
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。
下
降
す
る
自
己
を
く
い
と
め
得
る
ブ
レ
ー

キ
が
政
治
椛
力
に
外
な
ら
な
か
っ
だ
。
か
く
し
て
彼
等
と
擁
力
と
の
結
托
は

不
可
避
で
あ
る
。
と
の
織
な
動
き
に
対
し
て
、
衰
え
た
と
は
い
え
尚
湿
固
な

権
力
と
権
威
を
有
し
て
い
た
旧
仏
教
の
勢
力
陶
丙
に
教
団
を
形
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
新
仏
教
は
政
治
禰
力
に
自
己
の
機
能
を
提
供
す
る
と
と
に

よ
っ
て
彼
等
に
対
す
る
防
鐘
を
獲
得
せ
ん
と
し
た
。
そ
れ
は
、
旧
仏
教
の
下

降
を
食
い
止
め
る
・
フ
レ
リ
キ
に
対
せ
ぱ
上
昇
へ
の
足
掛
り
と
も
云
う
べ
き
で

あ
る
。
勅
願
寺
諭
旨
が
山
門
の
訴
に
対
す
る
互
大
な
防
壁
と
な
っ
た
と
と
は

と
の
間
の
消
息
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
妙
頴
寺
女
書
の
中
に
凶
徒

宅
、
お

退
治
の
爲
に
観
音
経
を
読
詞
し
た
と
い
う
史
料
を
見
出
し
て
も
怪
し
む
に
は

足
り
な
い
。
何
故
な
ら
、
変
革
期
に
於
け
る
人
間
の
在
り
方
は
す
ぐ
れ
て
政

治
的
で
あ
る
か
ら
。

く
爲
し
得
る
わ
ざ
ご
と
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
、
神
の
意
志
、
命
令
に
背
い

た
人
間
が
罪
人
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
許
す
も
、
許
さ
壁
ろ
も
、
櫛
の
意
志
一

つ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

仏
教
と
て
罪
に
甑
発
す
る
。
然
し
、
そ
の
罪
は
、
倫
理
的
罪
悪
観
を
超
克

し
た
罪
で
あ
る
。
仏
陀
の
教
へ
は
無
常
苦
と
と
も
に
始
ま
る
の
で
あ
っ
て
、

』
」
の
三
界
火
宅
の
処
に
居
し
て
、
「
鳴
呼
、
苦
な
り
』
と
悶
絶
す
る
と
と
ろ

I
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に
仏
教
の
罪
が
伏
在
す
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
罪
は
、
無
膳
を
常
と
み
、
苦

を
樂
と
み
、
無
我
を
我
と
み
、
不
淨
を
淨
と
み
る
倒
想
を
お
と
さ
し
め
る
と

と
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
別
し
て
云
ふ
な
ら
ぽ
、
無
智
之
れ
罪
で
あ
る
。

か
く
仏
教
の
罪
は
、
無
智
、
無
明
で
あ
れ
ば
、
無
智
を
し
て
智
、
無
明
を
し

て
明
な
ら
し
め
れ
ば
、
罪
は
自
づ
と
減
ず
る
と
と
Ｌ
な
る
。
釈
愈
は
、
と
の

無
明
を
破
っ
て
仏
陀
と
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
罪
の
消
滅
は
自
ら
・
に
課
せ
ら

れ
た
問
題
で
あ
っ
て
司
也
の
宗
教
の
如
く
、
跡
に
一
切
委
ね
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
つ
蓑
り
仏
教
に
お
い
て
は
、
罪
は
神
に
よ
っ
て
與
へ
ら
れ
た
や
う

な
固
定
的
な
も
の
で
な
く
、
自
己
自
身
の
課
題
で
あ
っ
て
、
「
自
燈
明
自
蹄
依

法
燈
明
法
歸
依
」
を
這
誠
と
す
る
限
り
、
罪
を
犠
牲
に
よ
っ
て
蹟
ふ
と
と
な

く
し
て
、
そ
の
消
滅
に
力
点
の
お
が
れ
て
あ
る
と
と
は
蓋
し
当
然
で
あ
ら
う

無
智
に
よ
っ
て
悪
業
を
な
し
、
と
の
悪
業
に
よ
ご
」
苦
を
感
じ
、
そ
れ
は

叉
真
如
を
雑
染
し
て
六
道
を
輪
廻
す
る
時
こ
れ
を
罪
障
と
い
ふ
ゞ
悪
業
が

証
這
の
障
り
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ば
悪
業
ｌ
維
染
’
六
道
輪
廻
は
、

い
つ
ま
で
行
っ
て
も
そ
の
止
象
ろ
処
を
知
ら
な
い
。
然
ら
ば
果
し
て
罪
障
深

き
凡
夫
は
そ
の
罪
を
消
滅
し
て
仏
果
を
得
る
と
と
が
出
來
ろ
で
あ
ら
う
か
。

と
の
間
に
対
し
て
、
罪
障
消
滅
の
論
理
的
根
拠
を
與
へ
た
も
の
が
仏
性
論
で

あ
る
と
言
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
・

大
乘
仏
教
は
、
．
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
を
力
説
し
て
止
ま
な
い
。
仏
性

の
開
顯
に
よ
っ
て
如
來
は
常
住
し
、
仏
性
の
力
用
に
よ
っ
て
、
衆
生
は
仏
性

を
知
見
し
て
仏
果
を
得
る
。
然
ら
ば
仏
性
と
は
何
ぞ
や
。
釈
尊
は
繰
起
の
法

を
認
じ
て
仏
陀
と
な
っ
た
。
隷
起
の
法
は
、
仏
．
世
に
出
づ
る
も
、
出
で
ざ

ろ
も
、
自
然
法
鯛
と
し
て
存
す
る
。
ど
の
法
を
観
ず
ろ
仏
陀
の
自
丙
証
は
、

亦
繰
起
の
法
に
外
な
ら
ぬ
き
れ
ぽ
仏
性
は
境
と
し
て
の
識
起
の
法
と
、
及

び
、
そ
れ
を
観
ず
る
智
慧
と
そ
れ
で
あ
る
。
縁
起
の
法
は
仏
性
の
因
で
あ
り

そ
れ
を
観
ず
る
智
は
因
因
で
あ
り
、
境
智
兵
合
し
て
果
と
し
て
河
褥
蕃
鍵
を

生
じ
、
果
令
と
し
て
仏
果
を
得
る
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
諸
法
は
一

切
仏
性
な
ら
ざ
る
は
な
く
、
叉
「
あ
る
も
の
」
は
一
切
そ
れ
を
識
せ
ざ
る
は

な
い
。
衆
生
は
仏
性
に
包
購
せ
ら
れ
、
衆
生
は
叉
之
を
陰
職
す
る
、
然
ら
ば

仏
性
を
有
ず
る
と
と
は
、
そ
れ
が
直
ち
に
仏
で
あ
る
か
。

五
慈
仮
和
合
の
衆
坐
は
、
と
の
仏
性
を
職
す
る
と
述
べ
た
が
、
然
し
仏
性

は
議
起
の
法
で
あ
れ
ば
、
自
性
を
有
し
て
衆
生
の
丙
に
有
り
と
言
ふ
』
」
と
は

で
き
な
い
。
叉
さ
り
と
て
衆
生
の
外
に
あ
り
と
も
言
ひ
得
ぬ
。
そ
れ
は
恰
か

哨
琴
の
菅
が
、
琴
の
丙
に
非
ず
、
外
に
非
ず
し
て
、
因
繊
に
よ
ご
し
妙
脅
を

出
だ
す
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
ど
の
や
う
に
仏
性
曄
衆
生
に
部
し
て
「
あ

る
」
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
復
そ
の
ま
ふ
衆
生
に
外
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
一

切
の
具
体
蝋
仔
在
を
存
在
せ
し
め
て
ゐ
る
鴫
の
で
あ
る
。
と
の
一
切
「
あ
る

」
も
の
＆
内
部
撰
造
を
示
す
溌
起
の
法
は
、
復
常
に
因
稼
に
従
っ
て
『
な
る

」
法
で
も
あ
る
。
「
あ
る
」
も
め
は
こ
の
「
な
る
」
契
機
を
孕
み
つ
ふ
「
あ

る
」
の
で
あ
っ
て
、
繊
起
の
法
は
、
空
間
的
に
存
在
の
「
あ
る
」
原
理
で
あ

る
と
と
も
に
、
時
間
的
に
「
な
る
」
原
理
で
も
あ
る
と
言
ふ
と
と
が
で
き
－
つ

と
の
「
あ
る
」
も
の
は
「
な
る
」
こ
と
に
お
い
て
衆
生
も
仏
と
な
り
得
る
、

縁
起
の
法
を
槻
じ
て
境
智
不
二
と
な
る
と
き
、
そ
れ
は
自
己
に
つ
い
て
言
へ

ぼ
、
法
は
自
己
の
顯
現
で
あ
り
、
法
よ
り
み
れ
ば
そ
れ
ば
一
切
法
の
顯
現
で
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あ
る
と
言
へ
る
。
か
く
し
て
分
別
を
超
え
て
無
分
別
の
立
場
に
立
っ
て
中

道
を
証
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
と
聖
に
衆
生
も
仏
と
「
な
り
得
る
」
と
言

ふ
ど
と
が
で
き
る
。

然
し
衆
生
は
繭
中
の
蚕
の
如
く
、
煩
悩
に
つ
ょ
ま
れ
て
仏
性
あ
る
も
之

を
知
見
す
る
と
と
が
閃
来
た
い
。
仏
性
を
知
見
す
る
に
は
、
善
法
の
因
隷

を
俟
た
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
善
法
を
待
ち
欲
す
る
も
の
は
何
か
、
と

れ
衆
生
の
仏
性
で
あ
る
の
で
あ
る
。
衆
生
の
仏
性
は
、
自
ら
の
本
性
を
顯

現
し
よ
う
と
す
る
欲
求
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
と
の
仏
性
本
然
の
力
用
の

現
し
よ
う
と
す
る
欲

存
す
る
限
り
、
善
挫

果
を
証
し
得
る
の
で
善
法

野
村
耀
昌

現
存
す
る
漢
訳
の
法
華
経
が
正
法
華
、
妙
法
華
、
添
品
の
三
穂
で
あ
る

と
と
は
言
を
佼
た
ぬ
が
、
此
等
三
者
の
間
に
は
夫
玲
異
同
が
あ
り
、
添
品

の
序
に
よ
れ
ば
、
正
法
華
は
貝
多
羅
葉
梵
本
と
類
似
し
、
妙
法
華
は
亀
鼓

国
所
藏
の
梵
本
と
同
断
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
居
り
、
添
品
の
訳
者
蛎
多

等
は
子
闘
国
王
営
所
識
の
梵
本
を
涯
不
と
し
前
記
二
訳
を
亀
照
合
し
て
此

妙
法
華
經
に
見
ら
れ
る

０

交
体
上
の
特
色

を
不
断
に
相
続
し
て
、
つ
い
に
阿
褥
菩
提
を
得
て
仏

あ
る
、
と
の
力
用
を
、
大
浬
梁
経
は
「
未
來
仏
性
力

」
と
い
ひ
、
と
れ
を
分
別
し
て
「
阿
瀞
華
屋
錘
中
道
の
種
子
」
と
言
ふ
の
で

あ
る
が
、
と
の
種
子
こ
そ
、
や
が
て
仏
果
を
実
ら
せ
る
衆
生
の
智
慧
で
あ

る
ｏ

か
く
し
て
罪
障
は
、
仏
性
論
に
お
い
て
そ
の
消
滅
へ
の
論
理
的
根
拠
が

與
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
仏
數
が
印
庭
他
宗
教
の
唱
へ
る
動
力
因
と
質

料
因
と
止
揚
し
て
、
独
特
な
種
子
読
を
開
拓
し
て
仏
性
論
を
展
開
し
、
上

く
凡
夫
の
罪
障
を
消
滅
し
て
そ
の
成
仏
へ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
得
た
の

は
、
他
の
宗
教
の
及
び
得
ざ
る
処
で
あ
ら
う
。
へ
絡
）

れ
を
作
製
せ
り
と
称
し
て
居
る
。
而
も
彼
は
言
を
進
め
て
派
法
華
の
遺
漏

多
き
と
と
を
指
摘
す
る
と
共
唱
一
面
に
於
て
什
訳
妙
本
に
あ
っ
て
は
正

法
華
に
見
ら
る
る
如
き
遺
漏
な
き
を
讃
え
て
は
居
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、

妙
品
に
は
薬
草
輪
品
の
半
ば
と
、
富
楼
那
及
法
師
品
の
初
め
、
提
婆
品
、

普
門
品
偶
等
を
訳
出
せ
ざ
る
は
惜
し
む
べ
き
落
手
な
り
と
断
心
て
居
る
故

に
、
什
訳
当
時
の
妙
本
が
現
行
の
妙
法
華
と
は
相
当
異
同
多
き
も
の
で
あ

っ
た
事
を
推
知
し
得
る
。
そ
の
一
た
の
比
較
考
証
は
紙
幅
な
き
本
稿
に
於

て
は
許
容
し
難
き
も
の
で
あ
る
故
、
此
処
に
は
そ
の
概
観
左
示
す
の
み
に

止
め
る
が
、
正
本
は
総
じ
て
十
巻
よ
り
成
り
、
各
品
の
呼
称
も
妙
本
と
は

全
く
異
る
，
に
対
し
、
添
品
は
各
品
の
配
列
は
正
本
並
に
梵
本
に
よ
れ
る
も

の
の
如
く
妙
本
と
の
間
に
や
ゞ
誕
庭
が
あ
る
が
、
そ
の
訳
文
は
獄
ね
妙
本

グ

156

グ


