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か
く
て
新
帝
は
十
七
に
な
り
給
へ
ば
、
い
と
さ
か
り
に
う
つ
く
し
う
、
御
心

　
　
ば
へ
も
あ
て
に
け
だ
か
う
、
す
み
た
る
さ
ま
し
て
、
し
め
や
か
に
お
は
し
ま
す
。

　
　
三
月
廿
四
目
御
即
位
、
こ
の
行
幸
の
時
、
花
山
院
三
位
中
将
家
定
、
御
剣
の
役

　
　
を
つ
と
め
給
ふ
と
て
、
さ
か
さ
ま
に
内
侍
に
渡
さ
れ
け
る
を
、
今
出
川
の
大
臣

　
　
（
公
衡
）
、
御
覧
じ
と
が
め
て
出
仕
と
ど
め
ら
る
べ
き
よ
し
申
さ
れ
し
か
ど
、

　
　
鷹
司
の
大
殿
（
前
関
白
基
忠
）
、
「
な
か
な
か
沙
汰
が
ま
し
く
て
あ
し
か
り
な
ん
。

　
　
た
だ
音
な
く
て
こ
そ
」
と
申
し
と
ど
め
給
へ
り
し
こ
そ
、
な
さ
け
深
く
侍
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
か
。
後
に
思
へ
ば
、
げ
に
あ
さ
ま
し
き
こ
と
の
し
る
し
に
や
侍
り
け
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」
的
四
一
〇
頁
）

　
正
安
三
年
（
二
二
〇
一
）
、
後
二
条
帝
が
践
詐
し
て
、
持
明
院
統
か
ら
大
覚
寺
統

に
十
四
年
ぶ
り
に
皇
位
が
移
動
し
た
。
『
増
鏡
』
に
は
そ
の
経
緯
が
両
統
関
係
者
の

哀
歓
を
交
え
て
比
較
的
詳
し
く
伝
え
ら
れ
る
。
右
に
引
用
し
た
の
は
、
そ
の
中
の
一

部
分
、
後
二
条
新
帝
即
位
の
箇
所
で
あ
る
。
新
帝
が
心
身
と
も
に
王
者
に
ふ
さ
わ
し

い
こ
と
が
や
や
常
套
的
に
賛
美
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
即
位
に
か
か
わ
る
一
点
の

環
疵
が
町
象
付
け
ら
れ
て
い
る
◎
「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
の
し
る
し
」
と
は
わ
ず
か
七

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
杜
会
科
学
）

第
二
十
六
巻
　
一
〇
三
頁
s
一

年
後
に
訪
れ
る
後
二
条
新
帝
早
世
の
事
実
に
対
応
す
る
言
辞
で
あ
る
こ
と
は
問
違
い

な
い
。
鷹
司
基
忠
の
温
情
に
も
視
線
が
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
『
増
鏡
』
全
編
の
皇

　
　
　
　
　
（
2
）

位
継
承
史
的
側
面
を
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、
一
廷
臣
の
失
態
が
名
君
に
よ
る
理
想
的

治
世
の
継
続
の
期
待
を
打
ち
砕
い
た
と
い
う
の
が
こ
の
一
節
の
主
意
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
「
後
に
思
へ
ば
」
と
前
置
き
さ
れ
る
の
は
、
元
弘
の
乱
終
結
後
の
某
年
某

日
、
嵯
峨
の
清
涼
寺
で
歴
史
語
り
が
行
わ
れ
て
い
る
時
点
に
立
っ
て
の
感
懐
で
あ
る

こ
と
に
基
づ
く
。
『
増
鏡
』
の
語
り
手
が
過
去
を
回
想
的
に
語
り
伝
え
る
役
割
を
担

う
限
り
は
、
そ
の
際
に
は
す
べ
て
の
出
来
事
は
す
で
に
確
定
し
た
過
去
の
も
の
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
弘
の
乱
以
前
の
事
象
で
あ
る
後
二
条
帝

の
夫
折
も
既
知
の
事
実
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
語
り
手
が
後

二
条
帝
即
位
の
時
点
を
語
る
際
に
そ
の
後
の
早
世
の
事
実
を
踏
ま
え
て
「
後
に
思
へ

ば
」
と
述
べ
る
の
は
ご
く
自
然
の
あ
り
方
と
受
け
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
先
取
り
的
言
辞
は
『
増
鏡
』
に
お
い
て
は
極
め
て
例
外
的

に
し
か
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
は
、
菱
犬
見
帝
元
服
の
際
に
「
今
年
十
三
に
な
ら
せ
給
へ
ば
、
御
行
末
は

る
か
な
る
程
な
り
」
（
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」
的
四
〇
三
頁
）
と
言
わ
れ
る
口
吻
か

ら
は
、
在
位
期
間
が
長
期
に
及
ぶ
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
頁
　
平
成
四
年
十
二
月

sokyu

sokyu

sokyu
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福
田
）

と
こ
ろ
が
一
年
後
に
は
後
伏
見
帝
は
譲
位
す
る
、
「
い
と
き
び
は
に
い
た
は
し
き
御

事
な
る
べ
し
。
わ
づ
か
に
三
年
に
て
お
り
さ
せ
給
へ
れ
ば
、
何
事
の
は
え
も
な
し
」

と
慨
嘆
さ
れ
（
同
四
〇
六
頁
）
、
先
の
「
行
末
は
る
か
」
の
予
測
は
み
ご
と
に
裏
切

ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
後
二
条
帝
の
場
合
に
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
め
で
た
さ
の
中
に
暗

雲
の
到
来
を
暗
示
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
事
実
に

反
す
る
帰
結
を
予
想
さ
せ
る
方
向
に
昔
語
り
は
進
め
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
例
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

花
園
帝
即
位
が
「
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
の
事
ど
も
、
古
き
に
か
は
ら
で
め
で
た
く
過
ぎ

ゆ
く
」
と
提
え
ら
れ
（
第
十
二
「
浦
千
鳥
」
㈹
三
三
頁
）
、
光
厳
帝
の
朝
廷
が
「
よ

ろ
づ
め
で
た
く
、
も
も
し
き
の
内
、
何
事
も
変
ら
ず
」
（
第
十
六
「
久
米
の
さ
ら
山
」

㈹
二
四
四
頁
）
と
賛
美
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
安
定
し
た
治

世
に
な
る
こ
と
が
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
少
し
後
に
花
園
帝
の
退
位
が
記
さ
れ
、

光
厳
朝
は
一
年
余
り
後
に
崩
壌
し
て
予
想
は
裏
切
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
現
実
と
は
正
反
対
の
未
来
を
予
測
さ
せ
た
上
で
そ
れ
に
反
す
る
結

末
が
描
か
れ
る
場
合
は
『
増
鏡
』
に
は
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
が
、
明
暗
の
落
差
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

強
調
す
る
に
は
非
常
に
効
果
的
に
作
用
す
る
こ
と
に
は
別
稿
で
論
及
し
た
。
理
想
的

未
来
が
約
束
さ
れ
た
感
の
あ
る
後
伏
見
帝
の
有
様
と
、
不
本
意
な
譲
位
に
落
胆
す
る

様
子
と
を
併
置
す
る
こ
と
で
、
明
と
暗
は
鮮
烈
に
対
照
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

こ
れ
に
語
り
手
に
常
に
現
在
の
こ
と
と
し
て
歴
史
事
象
を
語
ら
せ
る
と
い
う
手
法
が

加
わ
る
と
、
暗
転
は
さ
ら
に
衝
撃
的
に
脚
色
さ
れ
、
明
暗
の
対
照
は
『
増
鏡
』
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

調
に
な
る
点
も
看
過
で
き
な
い
、

　
と
こ
ろ
で
、
上
に
挙
げ
た
後
二
条
帝
即
位
や
後
伏
見
帝
元
服
の
記
事
で
は
一
種
の

「
予
言
」
が
な
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
後
二
条
帝
は
即
位
す
る
に
あ
た
っ

て
「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
」
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
、
菱
伏
見
帝
の
「
行
末

は
る
か
」
な
将
来
が
予
祝
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
明
ら
か
に
予
言
と
し
て
作

用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
作
品
の
叙
述
の
範
囲
内
で
当
否
が
判
明
す
る
性

質
の
予
言
で
あ
っ
て
、
作
者
や
仮
構
の
語
り
手
に
と
っ
て
は
既
定
の
過
去
を
予
想
す

る
こ
と
に
等
し
い
。
確
実
に
的
中
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
増
鏡
』
の

予
言
に
は
、
後
二
条
帝
の
凶
兆
の
よ
う
に
そ
の
と
お
り
に
実
現
す
る
も
の
だ
け
で
な

く
、
後
伏
見
帝
の
場
合
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
正
反
対
の
帰
結
が
待
ち
受
げ
る
も
の
も

少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
先
例
」
が
予
言
の
要
因
に
な
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
後
二
条
帝
即
位

時
の
不
吉
の
根
拠
は
、
歴
代
の
先
例
を
踏
襲
し
な
か
っ
た
一
点
に
集
約
で
き
る
が
、

そ
う
な
る
た
め
に
は
先
例
と
相
違
す
る
作
法
が
先
例
と
相
違
す
る
運
命
（
こ
の
場
合

不
幸
な
運
命
）
を
招
来
す
る
と
い
う
思
想
の
潜
在
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
・
よ
う
に
先
例
を
巧
み
に
操
作
し
て
明
暗
の
対
照
を
顕
在
化
さ
せ
る
『
増
鏡
』
の

　
　
　
　
　
　
　
へ
6
）

特
性
は
別
に
論
じ
た
。
後
の
悲
運
と
対
比
す
る
た
め
に
、
・
あ
え
て
佳
例
に
擬
装
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
仲
恭
帝
の
四
歳
践
酢
の
例
に
つ
い
て
も
別
に
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
先
例
は
一
種

め
予
言
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
し
か
も
予
言
さ
れ
た
こ
と
が
実
際
と
齪
騒
す
る
例

に
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
予
言
」
の
概
念
を
こ
の
よ
う
に
広
く
捉
え
て
、
以
下
に
全
編
の
構
成
に
及
ぼ
す

影
響
に
注
目
す
る
。

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
『
増
鏡
』
は
「
大
体
に
於
て
宮
中
の
や
は
ら
か
な
生
活
を
写
す
」
と
言
わ
れ
、
三

大
特
色
の
一
つ
に
「
宮
廷
貴
族
杜
会
に
お
け
る
儀
式
・
行
事
な
ど
の
記
述
が
詳
し
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
壮
麗
な
行
事
や
儀
式
の
場
に
お
い
て
将
来

の
繁
栄
が
歌
句
に
よ
っ
て
祈
念
さ
れ
、
予
祝
さ
れ
る
場
合
が
目
立
つ
。
こ
れ
も
広
義



501

の
予
言
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
、
盛
事
や
盛
儀
の
表
現
に
魅
了
さ
れ
た
読
者
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
を
主
宰
し
た
人
物
の
栄
華
や
権
勢
は
当
然
永
続
す
る
と
予
想
す
る
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
未
来
が
儀
礼
的
に
祝
福
さ
れ
る
場
面
に
注
目
し
て
、
特
に
詠
歌

の
予
言
的
機
能
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
後
鳥
羽
院
の
造
営
し
た
水
無
瀬
離
宮
で
「
御
心
ゆ
く
限
り
世
を
響
か
し
て
」
盛
ん

に
遊
宴
が
行
わ
れ
る
さ
ま
の
描
写
の
中
に
、
若
き
目
の
定
家
の
歌
二
首
が
収
載
さ
れ

て
い
る
（
第
一
「
お
ど
ろ
の
し
た
」
旧
四
三
頁
）
。

　
　
あ
り
経
げ
ん
も
と
の
千
年
に
ふ
り
も
せ
で
わ
が
君
契
る
庭
の
若
松

　
　
君
が
代
に
せ
き
入
る
る
庭
を
行
く
水
の
岩
こ
す
数
は
千
世
も
見
え
け
り

と
、
後
鳥
羽
院
の
永
遠
の
栄
え
を
祝
福
す
る
も
の
で
あ
る
。
水
無
瀬
殿
に
お
け
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
時
の
詠
歌
は
、
こ
れ
以
外
に
は
帝
王
ぶ
り
の
雄
大
さ
で
知
ら
れ
る
院
の
代
表
歌
、

　
　
見
渡
せ
ば
山
も
と
か
す
む
水
無
瀬
川
夕
は
秋
と
な
に
思
ひ
け
ん

の
一
首
の
み
が
見
ら
れ
る
。
離
宮
の
風
趣
を
誇
示
し
、
院
の
全
盛
を
象
徴
す
る
絶
唱

で
あ
る
。
こ
れ
と
並
ん
で
定
家
の
二
首
が
特
に
紹
介
さ
れ
る
背
景
に
、
こ
の
繁
栄
の

永
続
を
予
祝
す
る
意
図
を
読
み
と
っ
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
こ

の
歌
句
に
託
さ
れ
た
期
待
や
願
い
が
結
局
は
空
し
か
っ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
希
望
的
観
測
は
大
き
く
覆
さ
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
こ
で
の
賛
嘆
は
、

後
に
流
講
の
身
に
な
っ
た
後
鳥
羽
院
の
悲
哀
と
鋭
い
対
照
を
示
す
。
孤
島
の
寓
居
の

有
様
が
描
写
さ
れ
た
後
に
「
水
無
瀬
殿
思
し
出
づ
る
も
夢
の
や
う
に
な
ん
」
と
嘆
か

れ
る
ほ
ど
で
あ
る
（
第
二
「
新
島
守
」
㊤
一
五
二
頁
）
。
先
に
水
無
瀬
殿
の
壮
観
が

強
調
さ
九
た
の
は
、
後
の
離
島
で
の
惨
状
と
対
比
す
る
た
め
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

て
く
る
。
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
で
配
所
の
悲
惨
さ
は
さ
ら
に
絶
大
な
も
の
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
す
べ
て
を
熟
知
す
る
語
り
手
に
よ
っ
て
後
鳥
羽
院
権
勢
の

永
続
を
予
祝
す
る
定
家
の
詠
歌
が
特
記
さ
れ
た
の
は
、
後
の
没
落
を
射
程
に
入
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
『
増
鏡
』
の
予
言
記
事
を
め
ぐ
っ
て
　
　
（
福
田
）

ゆ
え
に
ほ
か
な
ら
ず
、
．
明
暗
の
対
比
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で

あ
る
。

　
他
に
も
盛
儀
に
お
い
て
繁
栄
の
恒
久
性
を
予
祝
す
る
和
歌
が
詠
ま
れ
る
場
面
は
多

い
が
、
そ
の
期
待
の
ほ
と
ん
ど
は
裏
切
ら
れ
る
。
ま
ず
、
後
鳥
羽
帝
と
順
徳
帝
の
大

嘗
会
の
屏
風
歌
に
そ
の
典
型
が
う
か
が
え
る
。
後
鳥
羽
朝
の
長
久
を
祈
っ
て
主
基
国

丹
波
国
の
長
田
村
が
、

　
　
神
代
よ
り
け
ふ
の
た
め
と
や
八
束
穂
に
長
田
の
稲
の
し
な
ひ
そ
め
け
ん

と
詠
み
込
ま
れ
（
第
一
「
お
ど
ろ
の
し
た
」
㊤
三
八
頁
）
、
順
徳
帝
の
前
途
を
近
江

国
長
楽
山
に
託
し
て
祝
う
悠
紀
方
の

　
　
菅
の
根
の
な
が
ら
の
山
の
峰
の
松
吹
き
く
る
風
も
万
代
の
声

も
記
載
さ
れ
る
一
同
㊤
六
六
頁
）
。
両
帝
が
承
久
の
乱
に
敗
れ
て
悲
劇
的
な
最
期
を

遂
げ
る
部
分
と
こ
の
二
首
を
対
比
す
る
と
、
明
暗
の
落
差
は
一
層
顕
著
に
な
る
。

　
後
深
草
帝
の
大
嘗
会
の
頃
に
少
将
内
侍
が
詠
ん
だ
、

　
　
九
重
の
内
野
の
雪
に
跡
つ
け
て
は
る
か
に
千
世
の
道
を
見
る
か
な

の
一
首
に
込
め
ら
れ
た
繁
栄
へ
の
願
い
に
も
同
様
の
効
果
が
期
待
で
き
る
（
第
五
「
内

野
の
雪
」
旧
二
五
四
頁
）
。
後
年
同
帝
の
不
本
意
な
譲
位
を
嘆
く
弁
内
侍
の

　
　
今
は
と
て
お
り
ゐ
る
雲
の
し
ぐ
る
れ
ば
心
の
う
ち
ぞ
か
き
く
ら
し
け
る

に
対
応
し
て
明
暗
の
差
を
際
立
た
せ
る
か
ら
で
あ
る
（
第
六
「
お
り
ゐ
る
雲
」
㈹
五

二
頁
）
。
弁
内
侍
は
少
将
内
侍
の
姉
に
あ
た
る
。

　
後
二
条
帝
が
祖
父
亀
山
法
皇
の
長
寿
を

　
　
君
は
よ
し
千
年
の
よ
は
ひ
た
も
て
れ
ば
あ
ひ
み
ん
事
の
か
ず
も
し
ら
れ
ず

と
予
祝
す
る
の
も
空
し
い
（
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」
㈹
四
一
一
頁
）
。
予
祝
さ
れ
た

法
皇
は
二
年
後
死
去
し
、
予
祝
し
た
天
皇
も
六
年
後
に
は
世
を
去
る
こ
と
が
後
文
に

記
さ
れ
る
。

sokyu
　　　　　　　『



601

『
増
鏡
』
の
予
言
記
事
を
め
ぐ
っ
て

（
福
田
）

　
ま
た
、
後
醍
醐
朝
を
彩
る
中
殿
和
歌
御
会
や
北
山
へ
の
花
見
行
幸
な
ど
で
の
詠
歌

も
同
様
の
例
に
加
え
ら
れ
る
。
和
歌
御
会
で
は
後
醍
醐
帝
自
身
の

　
　
時
し
ら
ば
花
も
と
き
は
の
色
に
さ
け
わ
が
九
重
は
万
代
の
春

を
初
め
と
し
て
尊
良
親
王
と
世
良
親
王
の

　
　
の
ど
か
な
る
雲
井
の
花
の
色
に
こ
そ
万
代
ふ
べ
き
春
は
見
え
け
れ

　
　
も
も
し
き
の
み
か
き
の
桜
咲
き
に
け
り
万
代
ふ
べ
き
千
代
の
か
ざ
し
に

が
詠
ま
れ
（
第
十
五
「
む
ら
時
雨
」
㈹
一
七
七
・
一
七
八
頁
）
、
花
見
行
幸
で
は
西

園
寺
公
宗
と
尊
良
親
王
の

　
　
時
を
え
て
み
ゆ
き
か
ひ
あ
る
庭
の
面
に
花
も
さ
か
り
の
色
や
久
し
き

　
　
代
々
を
へ
て
た
え
じ
と
ぞ
思
ふ
こ
の
や
ど
の
花
に
み
ゆ
き
の
あ
と
を
か
さ
ね
て

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
同
㊦
一
八
六
・
一
八
七
頁
）
。
こ
れ
ら
の
未
来
の
繁
栄

を
寿
祝
す
る
麗
句
は
、
結
局
は
、
後
に
続
く
倒
幕
運
動
の
辛
苦
の
活
写
と
の
対
照
を

強
調
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
大
嘗
会
や
行
幸
な
ど
の
光
輝
を
象
徴
す
る
場
で
詠
ま
れ
る
予
祝

歌
は
多
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
後
の
運
命
の
反
転
と
対
応
し
て
、
明
暗
の
落
差
を
顕

現
さ
せ
る
方
向
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
増
鏡
』
に
公
家
の
優
雅
な
生
活
や
盛
儀
が
纏
述
さ
れ
、
多
数
の
和
歌
が
織
り
込

ま
れ
る
の
は
、
王
朝
的
み
や
び
の
伝
統
の
存
続
を
証
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
詠
歌
に
よ
る
予
祝
に
は
、
後
の
暗
転

を
前
提
と
す
る
一
面
も
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
後
嵯
峨
院

の
鳥
羽
殿
や
住
吉
へ
の
御
幸
に
伴
う
四
首
の
頼
歌
（
第
五
「
内
野
の
雪
」
旧
二
六
〇

・
二
七
一
頁
）
、
後
深
草
・
亀
山
両
院
の
伏
見
殿
御
幸
の
時
に
詠
ま
れ
た
二
首
（
第

十
「
老
の
波
」
㈲
二
六
四
頁
）
に
対
応
す
る
未
来
も
理
想
的
な
も
の
と
は
位
置
付
け

ら
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
東
二
条
院
一
西
園
寺
実
氏
女
公
子
）
と

永
福
門
院
（
西
園
寺
実
兼
女
鋒
子
）
の
入
内
に
関
し
て
予
祝
歌
が
収
載
さ
れ
る
（
第

六
「
お
り
ゐ
る
雲
」
㈲
二
七
頁
、
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」
㈲
三
四
〇
頁
）
の
は
、
両

中
宮
が
大
き
な
期
待
を
背
に
う
け
な
が
ら
遂
に
男
皇
子
を
も
う
け
ら
れ
な
か
っ
た
点

を
重
視
す
る
な
ら
、
不
幸
な
結
末
と
対
応
さ
せ
て
、
明
暗
を
対
照
す
る
た
め
の
祝
福

と
も
考
え
ら
れ
る
。
入
内
記
事
に
予
祝
歌
が
伴
わ
れ
る
の
は
こ
の
両
度
だ
け
な
の
で

あ
る
。

　
『
増
鏡
』
世
界
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
予
言
的
表
現
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
運
命
の
変

転
、
禍
福
の
落
差
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
一
編
の
根
底
に
流
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

思
想
が
見
い
だ
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
強
調
に
寄
与
す
る
例
と
し
て

こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
狭
義
の
予
言
に
属
さ
ず
、
間
接
的

・
感
覚
的
で
あ
り
、
隠
徴
に
発
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
予
言
」
を
広
義
に
解
釈
し

て
は
じ
め
て
抽
出
で
き
る
特
性
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三

　
『
増
鏡
』
に
は
語
り
手
以
外
の
第
三
老
が
未
来
を
予
言
す
る
場
合
が
あ
る
。
『
新

古
今
集
』
撰
集
後
ま
も
な
く
承
久
の
乱
が
勃
発
し
た
こ
と
か
ら
、
『
新
勅
撰
集
』
の

集
名
に
再
び
「
新
」
が
含
ま
れ
る
の
を
「
心
よ
か
ら
ぬ
事
」
と
言
っ
て
、
奏
覧
さ
れ

た
後
堀
河
帝
の
凶
事
を
隠
然
と
予
言
す
る
の
は
「
さ
さ
め
く
人
」
で
あ
る
一
第
三
「
藤

衣
」
旧
一
八
五
頁
）
。
続
い
て
「
例
の
人
の
口
さ
が
な
さ
」
に
よ
っ
て
四
条
帝
の
生

誕
直
後
の
立
坊
が
、
伸
恭
帝
の
先
例
に
重
ね
ら
れ
て
不
吉
と
判
断
さ
れ
る
が
（
同
一

八
七
頁
）
、
こ
れ
は
四
条
帝
の
夫
折
を
暗
示
す
る
意
に
相
違
な
い
。
四
条
帝
の
不
幸

は
、
諒
闇
が
三
年
に
わ
た
る
の
を
「
い
と
ま
が
ま
が
し
く
ゆ
ゆ
し
」
と
見
る
「
み
な

人
」
に
よ
っ
て
も
予
告
さ
れ
て
い
る
一
同
一
九
三
・
一
九
四
頁
）
。
ま
た
、
「
め
で
た



701

き
御
事
」
に
演
出
さ
れ
た
継
仁
親
王
の
「
歩
き
ぞ
め
」
に
際
し
て
、
当
時
施
行
さ
れ

た
倹
約
令
に
よ
っ
て
物
見
車
の
下
簾
が
短
く
切
断
さ
れ
た
こ
と
を
、
凶
兆
と
道
破
し

た
の
も
第
三
者
で
あ
る
（
第
十
「
老
の
波
」
㈲
二
七
三
頁
）
。

　
一
方
、
こ
の
第
三
者
は
、
話
題
と
な
る
事
件
・
事
態
を
同
時
的
に
し
か
体
験
で
き

な
い
た
め
予
期
に
違
う
事
態
に
遭
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
予
言
能
力
の
欠
如
を
し

ば
し
ば
露
呈
す
る
。

　
　
世
の
中
は
新
院
（
後
深
草
院
）
か
く
て
お
は
し
ま
せ
ば
、
法
皇
（
故
後
嵯
峨
院
）

　
　
の
御
か
は
り
に
ひ
き
う
つ
し
て
さ
ぞ
あ
ら
ん
、
と
世
の
人
も
思
ひ
聞
え
け
る
に
、

　
　
当
代
（
亀
山
帝
）
の
御
一
つ
筋
に
ぞ
あ
る
べ
き
さ
ま
の
御
お
き
て
な
り
け
り
。

　
　
（
中
略
）
か
た
が
た
（
後
深
草
院
が
執
政
す
る
の
が
）
こ
と
わ
り
な
る
べ
き
世

　
　
を
、
思
ひ
の
外
に
も
と
思
ふ
人
々
も
多
か
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
八
「
あ
す
か
川
」
㈹
一
七
四
頁
）

と
、
後
深
草
院
政
へ
の
世
間
の
期
待
が
み
ご
と
に
裏
切
ら
れ
る
さ
ま
が
活
写
さ
れ
る
。

中
宮
嬉
子
が
西
園
寺
家
出
身
で
あ
り
な
が
ら
帝
に
寵
愛
さ
れ
な
い
の
を
「
思
は
ず
な

る
こ
と
」
と
風
評
す
る
の
は
「
世
の
人
」
で
あ
る
（
第
七
「
北
野
の
雪
」
㈲
七
〇
頁
）
。

後
二
条
帝
の
没
後
に
外
祖
父
堀
川
具
守
が
喪
に
服
さ
な
い
の
を
「
思
は
ず
な
る
こ
と
」

と
断
じ
る
の
も
「
世
の
人
」
で
あ
る
（
第
十
二
「
浦
千
鳥
」
㈹
二
九
頁
）
。
後
醍
醐

帝
の
失
脚
に
よ
っ
て
皇
位
は
当
然
持
明
院
統
に
固
定
す
る
と
信
じ
た
「
世
の
人
」
の

予
想
は
大
覚
寺
統
の
康
仁
親
主
の
立
坊
で
覆
さ
れ
る
（
第
十
五
「
む
ら
時
雨
」
旧
二

四
〇
頁
）
。
「
世
の
人
」
が
早
く
か
ら
「
后
が
ね
」
と
信
じ
た
西
園
寺
実
衡
女
で
あ
っ

た
が
、
意
外
に
も
帝
の
寵
愛
は
な
か
っ
た
（
第
十
六
「
久
米
の
さ
ら
山
」
㊦
三
三
七

・
三
三
八
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
増
鏡
』
に
は
、
未
来
を
正
確
に
予
想
し
た
り
、
予
想
に
反
す
る

現
実
に
驚
樗
せ
ざ
る
を
得
な
い
世
問
一
般
の
人
心
が
随
所
に
描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら

『
増
鏡
』
の
予
言
記
事
を
め
ぐ
っ
て

（
福
田
）

は
．
『
増
鏡
』
と
い
う
舞
台
で
歴
史
劇
を
演
ず
る
実
在
の
登
場
人
物
と
は
異
質
で
、
あ

え
て
言
え
ば
語
り
手
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
明
確
な
外
貌
を
も
っ
こ
と
で
自
由
な
発

言
が
制
限
さ
れ
勝
ち
な
語
り
手
の
代
弁
者
と
な
り
、
語
り
手
と
と
も
に
多
面
的
な
歴

史
語
り
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
第
三
者
」
や
「
世
の
人
」
に
敬
語

が
一
切
用
い
ら
れ
な
い
点
か
ら
も
傍
証
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
増
鏡
』
の
「
世
の
人
」
に
は
語
り
手
の
機
能
を
補
完
す
る
一
面
が
あ
る
の
は
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
3
一

定
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
は
『
大
鏡
』
に
も
近
似
す
る
。
ま
た
、
水
無
瀬
殿
で
後
鳥

羽
院
の
栄
牽
の
永
続
を
予
言
す
る
歌
人
定
家
な
ど
も
こ
れ
に
近
い
役
割
を
担
う
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
『
増
鏡
』
の
世
評
の
特
徴
と
し
て
、
世

の
中
の
変
動
に
ひ
た
す
ら
驚
樗
す
る
場
合
が
多
い
点
に
も
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
比
較
的
冷
静
に
世
の
動
き
に
対
処
す
る
語
り
手
に
対
し
て
、
世
評
は
激
し
く

動
揺
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
歴
史
世
界
の
当
事
者
に
近
い
面
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、

世
間
の
一
般
的
な
感
想
を
集
約
し
、
世
間
そ
の
も
の
を
抽
象
的
に
表
し
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
世
間
の
人
心
は
た
し
か
に
世
の
中
の
転
変
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
投
影
と
し

て
、
鳴
動
す
る
世
間
の
有
様
が
表
出
さ
れ
る
場
合
も
多
い
。
『
新
古
今
集
』
撰
集
後

の
寛
宴
は
「
い
み
じ
き
世
の
ひ
び
き
な
り
」
（
第
一
「
お
ど
ろ
の
し
た
」
旧
五
七
頁
）

と
賛
嘆
さ
れ
、
仲
恭
帝
誕
生
の
際
に
は
「
世
の
中
ゆ
す
り
み
ち
た
り
」
（
同
六
七
頁
）

と
明
言
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
貴
顕
の
慶
事
の
場
面
に
付
言
さ
れ
る
世
間
一
般
の

歓
喜
の
表
出
は
多
い
。
以
下
に
列
挙
し
て
み
る
。
後
堀
河
帝
中
宮
の
藻
壁
門
院
（
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

条
道
家
女
蝿
子
）
の
懐
妊
の
際
の
「
世
の
中
め
で
た
く
聞
ゆ
」
（
第
三
「
藤
衣
」
㊤

一
八
八
頁
）
、
後
嵯
峨
帝
の
践
昨
を
見
た
と
き
の
「
世
の
人
の
心
地
み
な
驚
き
あ
わ

て
て
」
（
第
四
「
三
神
山
」
㊤
二
二
三
頁
）
、
京
極
院
借
子
の
後
宇
多
院
出
産
に
対
す

る
「
世
の
中
ひ
び
き
て
」
（
第
七
「
北
野
の
雪
」
的
一
〇
三
頁
）
、
北
山
准
后
の
九
十

sokyu

sokyu
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の
賀
に
お
け
る
「
天
下
か
し
が
ま
し
く
響
き
あ
ひ
た
り
」
（
第
十
「
老
の
波
」
㈲
二

八
九
頁
）
、
後
醍
醐
帝
中
宮
嬉
子
の
懐
妊
の
報
に
接
し
て
の
「
い
み
じ
き
世
の
騒
ぎ

な
り
」
（
第
十
五
「
む
ら
時
雨
」
㊦
一
六
八
頁
）
、
光
厳
帝
即
位
の
行
幸
の
際
の
「
世

の
中
め
で
た
く
の
の
し
る
」
（
第
十
六
「
久
米
の
さ
ら
山
」
㈹
二
八
六
頁
）
、
同
帝
大

嘗
会
の
準
備
へ
の
「
天
の
下
も
の
騒
が
し
う
」
（
同
三
二
四
頁
）
、
後
醍
醐
帝
帰
京
に

際
し
て
の
「
世
の
中
ひ
し
め
く
」
（
第
十
七
「
月
草
の
花
」
㈲
三
七
三
頁
）
な
ど
で

あ
る
。
流
布
本
に
も
、
麦
嵯
峨
帝
の
中
宮
で
あ
る
大
宮
院
姑
子
の
懐
妊
に
「
世
の
中

ゆ
す
り
さ
わ
ぐ
」
（
第
五
「
内
野
の
雪
」
㊤
二
八
九
頁
）
さ
ま
が
記
さ
れ
、
仁
和
寺

の
御
室
法
助
の
灌
頂
に
お
け
る
「
世
の
中
の
の
し
る
さ
ま
、
い
と
け
し
か
ら
ぬ
ま
で

響
き
あ
ひ
た
り
」
（
同
三
〇
八
頁
）
と
い
う
一
文
が
見
い
だ
せ
る
。

　
一
方
、
高
貴
の
家
々
の
不
幸
に
同
情
し
、
動
揺
す
る
世
間
も
描
か
れ
る
。
こ
れ
も

列
挙
す
る
。
将
軍
実
朝
暗
殺
に
対
す
る
「
世
の
中
火
を
消
ち
た
る
さ
ま
な
り
」
（
第

二
新
島
守
旧
一
一
三
頁
）
、
後
堀
河
帝
死
去
に
対
す
る
「
世
人
の
惜
し
み
聞
ゆ
る
さ

ま
限
り
な
し
」
（
第
三
「
藤
衣
」
旧
一
九
三
頁
）
、
後
嵯
峨
院
の
不
遇
に
対
す
る
「
な

べ
て
世
の
人
も
い
と
あ
た
ら
し
き
こ
と
に
思
ひ
聞
え
け
り
」
（
第
四
「
三
神
山
」
ω

二
〇
八
頁
）
、
四
条
帝
死
去
の
「
み
な
人
あ
き
れ
ま
ど
ひ
て
」
（
同
二
一
五
・
二
ニ
ハ

頁
）
、
蒙
古
来
襲
の
「
世
の
中
騒
ぎ
立
ち
ぬ
」
（
第
十
「
老
の
波
」
㈲
二
七
七
頁
）
、

浅
原
某
の
皇
居
乱
入
事
件
の
際
の
「
世
の
中
ゆ
す
り
さ
わ
ぐ
さ
ま
、
言
の
葉
も
な
し
」

（
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」
㈲
三
六
〇
頁
）
、
後
二
条
帝
の
危
篤
に
対
す
る
「
世
の
ひ

び
き
い
は
ん
か
た
な
く
」
（
第
十
二
「
浦
千
鳥
」
㈲
二
九
頁
）
、
後
宇
多
院
重
態
に
対

す
る
「
天
下
の
騒
ぎ
思
ひ
や
る
べ
し
」
（
第
十
四
「
春
の
別
れ
」
㊦
一
一
九
頁
）
、
正

中
の
変
勃
発
時
の
「
世
の
中
い
み
じ
く
騒
ぎ
の
の
し
る
」
（
同
二
二
四
頁
）
、
洞
院
実

泰
の
死
去
に
対
す
る
「
世
の
中
い
み
じ
く
嘆
き
あ
へ
り
」
（
第
十
五
「
む
ら
時
雨
」

㊦
一
七
〇
頁
）
、
世
良
親
王
死
去
に
伴
う
北
畠
親
房
の
剃
髪
に
お
け
る
「
世
に
も
い

と
あ
た
ら
し
く
惜
し
み
あ
へ
り
」
（
同
一
七
八
頁
）
、
後
醍
醐
帝
の
重
態
へ
の
「
世
の

中
慌
て
た
る
さ
ま
な
り
」
（
同
一
九
六
頁
）
な
ど
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
他
に
も
類
例
は
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
以
上
で
『
増
鏡
』
の
「
世
の
人
」

が
貴
人
の
禍
福
に
激
し
く
影
響
さ
れ
、
同
調
す
る
様
相
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
権

勢
に
迎
合
す
る
姿
さ
え
透
視
で
き
る
。
な
お
、
世
間
に
期
待
さ
れ
た
藻
壁
門
院
と
中

宮
穂
子
の
懐
妊
は
実
は
不
幸
を
誘
発
し
、
光
厳
帝
の
栄
光
は
瞬
時
に
し
て
途
絶
し
て

い
る
。
反
対
に
後
嵯
峨
院
の
不
遇
は
饒
倖
に
転
じ
、
蒙
古
来
襲
と
後
醍
醐
帝
の
重
態

は
杷
憂
に
終
わ
っ
て
い
る
。
世
の
人
の
予
言
能
力
の
欠
如
は
明
白
で
あ
る
。

　
さ
て
、
『
増
鏡
』
に
は
予
祝
歌
や
世
評
が
感
性
的
で
隠
微
な
予
言
と
し
て
機
能
す

る
こ
と
、
極
め
て
常
識
的
内
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
こ
と
、

そ
し
て
特
に
事
実
に
反
す
る
予
言
が
有
効
に
作
用
し
て
明
と
暗
の
対
照
を
促
進
し
、

　
　
（
1
5
）

流
転
思
想
を
も
顕
現
さ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
窺
知
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
永

続
の
予
言
は
ほ
と
ん
ど
裏
切
ら
れ
、
未
来
を
安
定
さ
せ
る
は
ず
の
予
言
が
か
え
っ
て

未
来
の
不
確
定
性
を
助
長
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
世
間
の
風
評
や
人
心
は
歴
史
語

り
を
補
足
す
る
よ
り
も
世
の
中
の
変
動
に
翻
弄
さ
れ
、
む
し
ろ
変
動
を
強
調
す
る
場

合
が
多
い
こ
と
も
明
暗
の
懸
隔
を
際
立
た
せ
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
予
祝
、
世
評
な
ど
の
用
例
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
皇

位
継
承
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
し
か
も
、
皇
位
。
に
関
す
る

大
変
動
を
的
確
に
予
言
す
る
例
は
な
い
の
で
あ
る
。
予
祝
歌
の
詠
者
も
「
世
の
人
」

も
皇
位
継
承
過
程
に
関
心
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
帰
趨
に
従
属
し
、
翻
弄
さ
れ
ざ
る

を
得
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
天
皇
家
や
最
高
貴
族
を
除
く
宮
廷
杜
会
は
小
規
模
で

徴
弱
な
予
言
を
発
し
つ
つ
、
皇
位
継
承
史
の
明
暗
を
脚
色
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

次
に
検
討
す
べ
き
は
皇
位
を
左
右
す
る
大
き
な
予
言
で
あ
る
。

sokyu
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前
節
ま
で
に
検
討
し
た
広
義
の
予
一
言
は
、
明
暗
対
比
や
無
常
観
の
強
調
に
寄
与
す

る
と
こ
ろ
は
大
き
い
が
、
決
し
て
世
の
中
の
基
盤
を
揺
り
動
か
す
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
『
増
鏡
』
世
界
の
主
軸
を
な
す
皇
位
継
承
の
過
程
を
規
制
す
る
に
は
至
ら
な
い
。

ま
た
、
禍
福
の
交
替
や
世
界
の
転
変
を
明
示
す
る
意
図
を
指
摘
し
て
も
『
増
鏡
』
の

中
心
的
主
題
を
閲
明
し
た
こ
と
に
は
な
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
『
増
鏡
』
が
特
定

の
時
代
を
扱
う
歴
史
叙
述
で
あ
っ
て
も
、
特
定
の
事
件
を
扱
う
叙
事
文
芸
で
あ
っ
て

も
、
生
々
流
転
や
諸
行
無
常
な
ど
の
一
般
的
歴
史
観
・
世
界
観
を
抽
出
し
た
だ
け
で

は
、
そ
の
主
題
や
本
質
を
解
明
し
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い

う
の
は
、
『
増
鏡
』
が
後
鳥
羽
院
か
ら
後
醍
醐
帝
ま
で
を
統
一
さ
れ
た
一
つ
の
時
代

と
認
定
す
る
断
代
史
の
性
格
を
も
つ
限
り
は
、
そ
こ
に
は
独
自
の
歴
史
世
界
が
構
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
の
普

遍
的
実
相
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
特
殊
な
一
時
代
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
増

鏡
』
構
想
の
機
軸
を
な
す
皇
位
継
承
過
程
の
追
及
に
そ
の
解
明
の
糸
口
を
見
い
だ
し

て
お
き
た
い
。

　
『
増
鏡
』
で
は
意
想
外
の
皇
位
継
承
が
二
度
に
わ
た
っ
て
夢
告
さ
れ
る
。

　
　
　
そ
の
頃
い
と
数
ま
へ
ら
れ
給
は
ぬ
ふ
る
宮
お
は
し
け
り
。
守
貞
の
親
王
一
後

　
　
高
倉
院
）
と
ぞ
聞
え
け
る
。
（
中
略
）
草
深
く
八
重
葎
の
み
さ
し
か
た
め
た
る

　
　
宮
の
中
に
、
い
と
心
細
く
な
が
め
お
は
す
る
に
、
建
保
の
頃
、
宮
の
中
の
女
房

　
　
の
夢
に
、
冠
し
た
る
者
あ
ま
た
参
り
て
、
「
剣
璽
を
入
れ
奉
る
べ
き
に
、
お
の

　
　
お
の
用
意
し
て
侍
ら
は
れ
よ
」
と
い
ふ
と
見
て
け
れ
ば
、
い
と
あ
や
し
う
覚
え

　
　
て
、
宮
に
語
り
聞
え
け
れ
ど
、
「
い
か
で
か
さ
ほ
ど
の
事
あ
ら
ん
」
と
思
し
も

『
増
鏡
』
の
予
言
記
事
を
め
ぐ
っ
て

（
福
田
）

　
　
よ
ら
で
、
遂
に
御
髪
を
さ
へ
お
ろ
し
給
ひ
て
、
こ
の
世
の
御
望
み
は
た
ち
果
て

　
　
ぬ
る
心
地
し
て
物
し
給
へ
る
に
、
こ
の
乱
れ
い
で
来
て
、
一
院
（
後
鳥
羽
院
）

　
　
の
御
族
は
み
な
さ
ま
ざ
ま
に
さ
す
ら
へ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
小
さ
き
な

　
　
ど
残
り
給
へ
る
も
世
に
さ
し
放
た
れ
て
、
さ
り
ぬ
べ
き
君
も
お
は
し
ま
さ
ぬ
に

　
　
よ
り
、
東
よ
り
の
お
き
て
に
て
、
か
の
入
道
（
守
貞
）
の
御
子
の
、
十
に
な
り

　
　
給
ふ
（
菱
堀
河
帝
）
を
、
承
久
三
年
七
月
九
目
に
は
か
に
御
位
に
つ
け
奉
り
、

　
　
父
の
宮
を
ば
太
上
天
皇
に
な
し
奉
り
て
法
皇
（
後
高
倉
院
）
と
聞
ゆ
。
い
と
め

　
　
で
た
く
横
さ
ま
の
御
幸
ひ
お
は
し
け
る
宮
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
第
三
「
藤
衣
」
㊤
一
六
六
・
一
六
七
頁
）

　
逼
塞
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
後
高
倉
院
の
も
と
に
、
一
女
房
の
夢
見
の
と
お
り

に
玉
座
が
巡
っ
て
き
た
経
緯
が
物
語
ら
れ
る
。
こ
の
夢
こ
そ
が
直
接
的
で
明
確
な
予

言
、
す
な
わ
ち
狭
義
の
予
言
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
皇
位
か
ら
隔
っ
て
不
如
意
な
生

活
を
送
っ
て
い
た
後
嵯
峨
院
に
も
皇
位
継
承
の
夢
告
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

　
　
　
土
御
門
殿
の
宮
（
後
嵯
峨
院
）
は
二
十
に
も
あ
ま
り
給
ひ
ぬ
れ
ど
、
御
か
う

　
　
ぶ
り
沙
汰
も
な
し
。
域
輿
寺
の
宮
僧
正
真
性
と
聞
ゆ
る
、
御
弟
子
に
と
か
た
ら

　
　
ひ
中
し
給
ひ
け
れ
ば
、
さ
や
う
に
思
し
て
女
院
（
祖
母
承
明
門
院
）
に
も
ほ
の

　
　
め
か
し
申
さ
せ
給
ひ
け
る
を
、
い
と
あ
る
ま
じ
き
事
と
の
み
い
さ
め
聞
え
さ
せ

　
　
給
ふ
。
そ
の
冬
こ
ろ
、
宮
い
た
う
し
の
び
て
、
石
清
水
の
杜
に
ま
う
で
さ
せ
給

　
　
ふ
。
御
念
謂
の
ど
か
に
し
給
ひ
て
、
少
し
ま
ど
ろ
ま
せ
給
へ
る
に
、
神
殿
の
中

　
　
に
「
椿
葉
の
影
ふ
た
た
び
あ
ら
大
ま
る
」
と
い
と
あ
ざ
や
か
に
け
だ
か
き
声
に

　
　
て
う
ち
謂
じ
給
ふ
、
と
聞
き
て
御
覧
じ
あ
げ
た
れ
ば
、
明
け
方
の
空
す
み
わ
た

　
　
れ
る
に
、
星
の
光
も
け
ざ
や
か
に
て
、
い
と
神
さ
び
た
り
。
い
か
に
み
え
っ
る

　
　
御
夢
な
ら
ん
と
あ
や
し
く
お
ぼ
さ
る
れ
ど
、
人
に
も
の
た
ま
は
ず
。
と
ま
れ
か

　
　
く
も
あ
れ
と
、
い
よ
い
よ
御
学
問
を
ぞ
せ
さ
せ
給
ふ
。

sokyu
　



『
増
鏡
』
の
予
言
記
事
を
め
べ
っ
て

（
福
田
）

O11

後
高
倉
1
⑤
後
堀
河
－
⑥
四

後
鳥
羽

②
土
御
門

③
順
徳
1
④
仲

条
一丁

∴
∴
∵
“
け
噸
戸
臓
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
後
醍
醐
－
十
－
⑰
後
醍
醐
1

r増鏡』皇統図

（注）太字は皇統の始祖的存在を示し、○内

　　数字は践詐の順序を表わす。

治天君 天 皇 『増鏡』巻名

後白河 安 徳

後鳥羽

後鳥羽
おどろのした

土御門

順 徳

仲 恭 新島守
後高倉 後堀河

後堀河
藤 衣

四 条

四 条 三神 山

後嵯峨 後嵯峨
内野の雪

後深草 おりゐる雲
亀 山 北野の雪

あすか川
亀 山

後宇多 草 枕

老の 波

後深草 伏 見

伏 見 後伏見 さしぐし

後宇多 後二条

伏 見 花 園

浦千鳥
後伏見

後宇多 後醍醐 秋のみ山
後醍醐

春の別れ

後伏見． 厳 村時雨光
久米のさら山

月草の花
後醍醐 後醍醐

治天の君㊥天皇 変遷対照表
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一
第
四
「
三
神
山
」
旧
二
二
二
頁
）

　
こ
の
後
、
四
条
帝
が
急
死
し
、
順
徳
院
の
皇
子
を
制
し
て
後
嵯
峨
帝
登
極
の
夢
が

実
現
し
、
前
掲
の
「
世
の
人
の
心
地
み
な
驚
き
あ
わ
て
て
、
お
し
返
し
こ
な
た
に
参

り
集
ふ
」
さ
ま
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
同
二
二
二
・
二
二
一
二
頁
）
。
夢
告

へ
の
対
処
法
の
差
異
と
現
世
的
意
欲
の
有
無
と
に
よ
っ
て
両
院
の
境
遇
は
相
違
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

が
、
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
当
時
、
夢
告
は
冥
慮
を
知
る
最
も
確
実
な
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
皇
位
継
承

は
ま
さ
に
神
の
意
志
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
東
」
（
鎌
倉

幕
府
）
よ
り
も
は
る
か
に
神
意
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の

ほ
か
に
も
「
頼
朝
が
後
は
そ
の
御
太
刀
あ
づ
か
る
べ
し
」
」
と
春
目
明
神
が
予
告
し
た

摂
家
将
軍
の
誕
生
（
第
二
「
新
島
守
」
ω
一
一
八
・
一
一
九
頁
）
や
西
園
寺
建
立
（
第

五
「
内
野
の
雪
」
ω
二
一
二
五
頁
）
な
ど
に
神
慮
が
夢
を
介
し
て
伝
え
ら
れ
、
現
実
の

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
世
の
中
の
最
重
要
な
こ
と
、
予
期
で
き
な
い
こ
と
、
大
き
な

変
化
、
新
し
い
こ
と
の
始
発
な
ど
は
絶
対
者
が
決
定
し
、
告
知
す
る
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
事
例
の
数
々
が
『
増
鏡
』
に
は
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
も
後
高
倉
・
後
嵯
峨
両
院
に
皇
位
が
も
た
ら
さ
れ
る
事
情
が
最
も
精
彩

を
放
つ
。
『
増
鏡
』
の
後
嵯
峨
院
は
土
御
門
院
の
噴
懸
の
代
償
と
し
て
皇
位
に
就
い

た
の
で
は
な
い
。
土
御
門
院
の
側
か
ら
は
そ
う
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
後
嵯
峨
院

は
神
命
と
精
神
の
強
靭
さ
に
よ
っ
て
新
た
な
体
制
と
秩
序
を
樹
立
し
た
と
見
る
べ
き

で
は
な
い
か
。
『
増
鏡
』
の
麦
嵯
峨
院
の
存
在
感
は
そ
れ
ほ
ど
に
大
き
い
。
む
し
ろ
、

作
品
の
中
枢
部
を
占
め
る
後
嵯
峨
院
の
栄
光
に
よ
っ
て
土
御
門
院
の
悲
痛
が
救
済
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
高
倉
院
政
権
は
不
遇
時
代
の
反
動
だ
け
で
招
来
さ

れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
皇
統
の
浮
沈
に
視
点
を
定
め
れ
ば
そ
う
い
う
見
方
も
成

り
立
つ
か
、
冥
界
の
意
志
が
後
鳥
羽
院
を
失
脚
さ
せ
た
こ
と
（
後
述
）
を
主
因
と
す

『
増
鏡
』
の
予
言
記
事
を
め
ぐ
っ
て

（
福
田
）

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
あ
る
い
は
、
後
高
倉
院
と
後
嵯
峨
院
が
政
権
獲
得
す
る
過
程
の
神
秘
性
に
は
、
新

王
朝
が
創
始
さ
れ
た
と
い
う
趣
意
が
く
み
取
ら
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
始
祖
伝

承
に
は
多
く
霊
威
が
伴
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
第
三
「
藤
衣
」
と
第
四
「
三
神
山
」

の
巻
初
の
丹
精
は
新
し
い
主
人
公
の
登
場
を
宣
言
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
二
度
の
皇
位
移
動
が
精
叙
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
高
倉
院
か
ら
後
堀
河
院
へ
、

さ
ら
に
四
条
帝
へ
と
父
子
相
承
さ
れ
る
過
程
、
後
嵯
峨
院
か
ら
後
深
草
院
や
亀
山
院

な
ど
に
皇
統
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
経
緯
に
夢
告
や
神
意
は
ま
っ
た
く
か
か
わ
ら
ず
、

平
板
に
叙
述
さ
れ
る
の
も
、
彼
ら
が
始
祖
で
な
い
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ほ
と
ん

ど
の
皇
位
継
承
に
神
託
は
関
与
し
て
い
な
い
。

　
一
方
、
治
世
の
終
焉
が
超
自
然
的
な
凶
兆
で
予
告
さ
れ
る
場
合
は
頻
繁
に
見
い
だ

せ
る
。
四
条
帝
の
践
昨
に
あ
た
っ
て
「
こ
の
三
年
ば
か
り
は
天
変
し
き
り
、
地
震
ふ

り
な
ど
し
て
、
さ
と
し
繁
く
」
と
あ
え
て
明
記
さ
れ
る
の
は
四
条
帝
の
短
命
の
予
兆

と
し
て
で
あ
ろ
う
（
第
三
「
藤
衣
」
㊤
一
八
七
頁
）
。
こ
れ
に
前
述
の
『
新
勅
撰
集
』

の
「
新
」
字
、
四
条
帝
の
誕
生
直
後
の
立
坊
や
二
歳
践
詐
の
際
の
不
吉
な
先
例
の
指

一
1
8
）

摘
な
ど
が
作
為
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
後
高
倉
皇
統
は
衰
減
に
導
か
れ
て
い
く
。
こ
の

先
例
の
操
作
に
一
皇
統
の
絶
滅
を
必
然
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
察
知
で
き

る
。
「
『
先
例
』
と
は
、
そ
れ
が
『
先
例
』
と
し
て
認
識
さ
れ
た
時
点
で
は
じ
め
て
『
先

例
』
と
な
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
」

　
　
　
　
（
1
9
）

と
言
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
後
鳥
羽
院
に
も
破
滅
す
る
予
兆
は
あ
っ
た
。
『
増
鏡
』
に
お
い
て
は
、
承

久
の
乱
の
最
大
の
敗
因
は
、
目
吉
杜
の
怒
り
に
あ
っ
た
こ
と
が
神
託
で
示
さ
れ
て
い

る
（
第
二
「
新
島
守
旧
二
二
〇
頁
）
が
、
こ
れ
は
神
意
が
後
鳥
羽
院
の
勝
利
に
な
か

っ
た
趣
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
践
詐
の
際
に
三
種
の
神
器
を
欠
い
た
点
（
第
一
「
お

sokyu
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ど
ろ
の
し
た
」
旧
三
三
頁
）
も
、
先
例
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
冥
助
を
失
う
原
因

と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
三
上
皇
と
帝
を
擁
す
る
後
鳥
羽
皇
統
も
壌

減
す
る
。

　
麦
伏
見
朝
が
「
行
末
は
る
か
」
と
予
祝
さ
れ
な
が
ら
短
命
に
終
わ
る
の
も
、
実
は

神
慮
に
基
づ
く
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
又
の
年
（
正
安
三
年
）
睦
月
の
頃
、
内
侍
所
の
御
し
め
の
お
り
給
へ
る
は
、

　
　
い
か
な
る
べ
き
事
に
か
、
な
ど
忍
び
て
さ
さ
め
く
程
こ
そ
あ
れ
、
東
よ
り
御
使

　
　
の
ぽ
る
と
て
、
世
の
中
騒
ぎ
て
、
禅
林
寺
殿
（
亀
山
院
）
見
奉
り
給
ふ
世
に
と

　
　
や
、
正
月
甘
一
目
春
宮
（
後
二
条
帝
）
位
に
つ
か
せ
給
ひ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」
㈲
四
〇
六
頁
）

と
、
は
っ
き
り
と
運
命
の
暗
転
が
予
告
さ
れ
て
の
譲
位
に
定
位
さ
れ
る
。
こ
れ
は
さ

ら
に
持
明
院
統
全
体
の
衰
退
の
前
兆
と
し
て
も
機
能
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
花
園

院
も
後
伏
見
院
の
猶
子
に
な
る
こ
と
で
運
命
を
と
も
に
す
る
（
第
十
二
「
浦
千
鳥
」

㊦
三
三
頁
）
。
ま
た
、
菱
伏
見
院
に
代
わ
っ
て
皇
位
に
就
い
た
後
二
条
帝
も
、
冒
頭

に
引
用
し
た
よ
う
に
「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
の
し
る
し
」
に
よ
っ
て
悲
運
が
約
束
さ
れ

て
い
る
。
邦
良
親
王
と
康
仁
王
が
東
宮
に
な
り
な
が
ら
践
詐
で
き
な
い
の
も
後
二
条

帝
の
凶
運
を
継
受
し
た
た
め
と
見
る
の
は
強
引
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。
後
醍
醐
帝
に

も
不
吉
な
兆
候
は
多
い
。
「
よ
き
人
々
、
多
く
失
せ
給
ふ
」
治
世
と
位
置
付
け
ら
れ
（
第

十
四
「
春
の
別
れ
」
㈲
一
六
二
頁
）
、
「
し
は
ぶ
き
や
み
」
の
流
行
は
さ
ら
に
相
次
ぐ

要
人
の
死
を
招
く
（
第
十
五
「
む
ら
時
雨
」
㊦
一
七
七
頁
）
。
即
位
の
目
に
は
左
右

の
大
将
に
よ
る
行
列
争
い
が
あ
り
（
第
十
三
「
秋
の
み
山
」
㊦
五
〇
頁
）
、
大
嘗
会

の
際
に
は
参
議
有
時
が
斬
殺
さ
れ
る
異
変
が
あ
っ
た
一
同
）
の
も
凶
兆
に
違
い
な
い
。

明
ら
か
に
後
醍
醐
朝
の
衰
運
が
予
言
さ
れ
て
い
る
。
大
覚
寺
統
も
後
退
せ
ざ
る
を
得

　
　
　
　
　
（
2
0
）

な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
後
伏
見
・
花
園
・
後
二
条
・
後
醍
醐
の
四
流
に
分
岐
し
て
磐
石
と
思

わ
れ
た
後
嵯
峨
院
皇
統
の
末
葉
も
そ
れ
ぞ
れ
の
原
因
で
枯
れ
果
て
る
。
し
か
も
す
べ

て
院
や
帝
本
人
に
は
責
任
が
な
く
、
神
の
気
紛
れ
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
原
因
が

指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
運
命
の
不
思
議
を
脚
色
し
、
顕
在
化
さ
せ
る
の
が
予
祝
や
世
評

に
よ
る
予
言
記
事
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
後
醍
醐
帝
の
復
権
で
幕
を
閉
じ
る
現
存
『
増
鏡
』

の
構
成
で
あ
る
。
未
完
結
説
の
立
場
を
と
れ
ば
事
情
は
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

現
存
本
の
幕
切
れ
は
失
墜
し
た
は
ず
の
後
醍
醐
帝
の
再
起
の
説
明
を
要
請
す
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ろ
う
。
後
醍
醐
帝
の
人
物
形
象
法
か
ら
も
一
応
の
解
決
は
可
能
だ
が
、
本
稿
の
主
旨

に
即
し
て
さ
ら
に
検
討
す
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
後
醍
醐
帝
の
京
都
帰
還
が
夢
告
で
約
束
さ
れ

る
点
で
あ
る
。

　
　
（
後
醍
醐
先
帝
は
）
後
の
如
月
の
初
め
つ
か
た
よ
り
、
と
り
わ
き
て
密
教
の
秘

　
　
法
を
試
み
さ
せ
給
へ
ば
、
夜
も
大
殿
籠
ら
ぬ
目
数
へ
て
、
さ
す
が
い
た
う
困
じ

　
　
給
ひ
に
け
り
。
心
な
ら
ず
ま
ど
ろ
ま
せ
給
へ
る
暁
が
た
、
夢
現
と
も
分
か
ぬ
程

　
　
に
、
後
宇
多
院
あ
り
し
な
が
ら
の
御
面
影
さ
や
か
に
見
え
給
ひ
て
、
聞
え
知
ら

　
　
せ
給
ふ
事
多
か
り
け
り
。
う
ち
お
ど
ろ
き
て
夢
な
り
け
り
、
と
思
す
程
、
い
は

　
　
ん
か
た
な
く
名
残
か
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
十
七
「
月
草
の
花
」
㊦
三
四
二
・
三
四
三
頁
）

　
こ
れ
が
、
帝
に
不
携
の
精
神
力
を
も
た
ら
し
、
隠
岐
脱
出
の
機
縁
に
な
る
。
顕
現

し
た
の
が
亡
父
後
宇
多
院
で
は
あ
る
が
、
夢
が
介
在
し
て
い
る
点
か
ら
、
冥
界
か
ら

の
働
き
掛
け
と
見
ら
れ
よ
う
。
後
醍
醐
帝
は
、
復
活
へ
の
意
欲
を
堅
持
し
つ
づ
け
、

隠
岐
の
「
異
郷
」
的
性
格
に
依
拠
し
な
が
ら
、
凶
運
を
招
く
罪
障
を
勤
行
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

浄
化
し
、
「
再
生
」
に
成
功
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
神
意
に
も
か
な
っ
て

sokyu

sokyu

sokyu

sokyu

sokyu

sokyu
い



の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
嵯
峨
院
皇
統
の
末
蕎
の
一
端
と
し
て
衰
減
を
運
命
付
け
ら
れ

た
後
醍
醐
帝
が
、
凶
運
を
克
服
し
て
新
皇
統
（
王
朝
）
の
始
祖
と
な
っ
た
と
い
う
解

釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

の
と
思
わ
れ
る
。
（
未
完
）

註
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結
局
、
『
増
鏡
』
の
皇
位
継
承
過
程
は
、
複
数
の
皇
統
の
盛
衰
で
大
枠
を
形
成
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
後
鳥
羽
朝
樹
立
を
原
点
と
し
、
後
高
倉
院
・
後
嵯
峨
院
・
後
醍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

醐
帝
を
新
秩
序
の
開
祖
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
統
の
興
起
と
失
墜
を
予
言
事
象
に
よ

っ
て
絶
対
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
浮
沈
を
広
義
の
予
言
記
事
が
脚
色
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
光
厳
帝
は
敗
残
の
身
に
な
っ
て
も
後
伏
見
院
の
出
家
勧

告
に
従
わ
ず
現
世
的
意
欲
を
保
持
し
て
い
た
点
（
第
十
七
「
月
草
の
花
」
①
二
六
五

二
二
六
六
頁
）
、
子
孫
が
「
つ
ひ
の
ま
う
け
の
君
」
と
言
わ
れ
て
皇
位
獲
得
が
予
言

さ
れ
て
い
る
点
（
第
十
六
「
久
米
の
さ
ら
山
」
㈹
三
三
八
頁
）
か
ら
後
嵯
峨
院
皇
統

や
菱
伏
見
院
系
の
衰
減
か
ら
逃
れ
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
始
祖
に
準
ず
る
存

在
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
増
鏡
』
に
は
四
つ
の
独
立
し
た
皇
統
が
流
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
鳥
羽
院
流

と
後
高
倉
院
流
と
は
同
じ
時
代
に
共
存
し
て
い
て
も
ほ
と
ん
ど
接
触
し
な
い
。
他
の

皇
統
間
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
互
い
の
明
暗
が
対
照
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
、
怨

念
が
他
を
侵
す
こ
と
は
あ
る
が
、
皇
統
を
異
に
す
る
人
物
が
同
じ
場
に
存
在
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
つ
ま
り
、
有
力
皇
族
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
各
皇
統
を
機

軸
と
す
る
複
数
の
世
界
が
『
増
鏡
』
一
作
品
に
併
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
各
皇
統
世
界
の
創
始
と
終
焉
が
狭
義
の
予
言
事
象
に
よ
っ
て
不
動
の
も
の
と
さ

れ
、
そ
の
大
枠
の
中
で
不
安
定
な
広
義
の
予
言
が
明
暗
の
対
照
を
強
調
し
て
い
る
も

　
　
　
　
　
　
　
『
増
鏡
』
の
予
言
記
事
を
め
ぐ
っ
て
　
　
（
福
田
）

（
1
）

（
2
）

（
3
）

一
4
）765

（
8
）

　
『
増
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
井
上
宗
雄
訳
注
『
増
鏡
（
上
・
中
・
下
）
』
（
講

談
杜
学
術
文
庫
、
昭
和
五
四
・
五
八
年
刊
）
に
よ
り
、
（
　
）
内
に
適
宜
説

明
事
項
を
補
足
す
る
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
の
世
界
　
　
　
「
皇
位
継
承
」
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
1
」

（
『
目
本
文
芸
論
叢
』
第
二
号
、
昭
和
五
八
年
三
月
）
参
照
。

　
井
上
宗
雄
氏
の
講
談
杜
学
術
文
庫
本
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
）
に
は

「
古
き
に
か
は
り
て
」
と
あ
る
が
、
同
本
を
写
真
複
製
す
る
『
真
寸
鏡
　
桂

宮
本
』
（
昭
和
五
五
年
、
勉
誠
杜
刊
）
な
ど
に
よ
っ
て
「
古
き
に
か
は
ら
で
」

に
改
め
た
。
な
お
、
井
上
氏
も
「
古
例
と
変
り
な
く
」
と
口
語
訳
す
る
（
m

三
四
頁
）
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在
1
「
先
例
」
の
機
能
に
つ
い

て
　
　
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
都
紀
要
』
第
二
四
巻
第
二
号
、
人
文
・
杜

会
科
学
編
、
平
成
二
年
一
二
月
）
参
照
。

　
（
4
）
に
同
じ
。

　
（
4
）
に
同
じ
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
の
構
想
に
関
す
る
一
考
察
　
　
同
趣
事
象
の
反
復
と
明

暗
反
転
　
　
」
（
『
菊
田
茂
男
教
授
退
官
記
念
　
目
本
文
芸
の
潮
流
』
桜
楓

杜
、
平
成
五
年
刊
行
予
定
）
。

　
芳
賀
矢
一
「
歴
史
物
語
」
（
『
芳
賀
矢
一
遺
著
』
昭
和
三
年
、
冨
山
房
刊
）

一
三
九
頁
。

sokyu

sokyu
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『
増
鏡
』
の
予
言
記
事
を
め
ぐ
っ
て
　
　
（
福
田
）

　
松
村
博
司
著
『
歴
史
物
語
』
（
昭
和
三
六
年
初
版
、
昭
和
五
四
年
改
訂
版
、

塙
書
房
刊
）
初
版
二
七
三
頁
、
改
訂
版
二
八
八
頁
。

　
丸
谷
才
一
著
『
後
鳥
羽
院
』
（
日
本
詩
人
選
1
0
、
昭
和
四
八
年
、
筑
摩
書
房

刊
）
三
〇
∫
三
七
頁
、
樋
口
芳
麻
呂
著
『
後
鳥
羽
院
』
（
王
朝
の
歌
人
1
0
、

昭
和
六
〇
年
、
集
英
杜
冊
）
一
一
七
S
一
一
九
頁
な
ど
参
照
。

　
木
藤
才
蔵
他
「
解
説
」
（
『
神
皇
正
統
記
・
増
鏡
』
日
本
古
典
文
学
大
系
8
7
、

昭
和
四
〇
年
、
岩
波
書
店
刊
）
、
井
上
宗
雄
「
『
増
鏡
』
と
和
歌
」
（
山
岸
徳
平
・
鈴

木
一
雄
編
『
大
鏡
・
増
鏡
』
鑑
賞
目
本
古
典
文
学
第
一
四
巻
、
昭
和
五
一
午
角
川

書
店
刊
）
な
ど
参
照
。

　
鈴
木
孝
枝
「
増
鏡
の
文
芸
性
」
（
『
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
』
第
三
一
号
、

昭
和
四
一
年
一
〇
月
）
、
伊
藤
敬
「
増
鏡
の
思
想
」
（
『
中
世
文
学
』
第
二
九

号
、
昭
和
五
九
年
五
月
）
、
同
「
増
鏡
の
思
想
（
続
）
」
（
『
藤
女
子
大
学
国

・
文
学
雑
誌
』
第
三
三
号
、
昭
和
五
九
年
六
月
）
、
同
「
増
鏡
の
思
想
（
完
）
」

一
同
誌
第
三
四
号
、
昭
和
五
九
年
一
一
月
）
、
同
著
『
増
鏡
考
説
－
流
布
本

考
1
』
（
平
成
四
年
四
月
、
新
典
杜
刊
）
な
ど
。

　
稲
垣
智
花
「
大
鏡
の
方
法
1
「
世
の
人
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
中
古

文
学
論
致
』
第
九
号
、
昭
和
六
三
年
一
二
月
）
な
ど
参
照
。

　
学
習
院
大
学
附
属
図
書
館
本
な
ど
永
正
本
四
本
は
「
世
の
中
ゆ
す
り
さ
は

ぐ
」
と
す
る
。
佐
藤
敏
彦
「
校
本
増
鏡
（
三
）
」
一
『
目
本
大
学
文
理
学
部
（
三

島
）
研
究
年
報
』
第
三
〇
集
、
昭
和
五
七
年
二
月
）
に
よ
る
。

　
　
（
1
2
）
に
同
じ
。

　
拙
稿
「
歴
史
物
語
の
系
譜
と
『
増
鏡
』
　
　
継
承
性
と
自
律
性
の
観
点
か

ら
　
　
」
（
『
島
大
国
文
』
第
二
〇
号
、
平
成
三
年
一
二
月
）
参
照
。

　
（
7
）
に
同
じ
。
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（
7
）
に
同
じ
。

　
加
藤
洋
介
「
〈
例
V
の
物
語
と
し
て
の
源
氏
物
語
」
（
『
季
刊
い
い
ち
こ
』

第
二
一
二
号
、
平
成
四
年
四
月
）
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
後
僅
峨
院
皇
統
の
凶
運
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
地

震
・
天
変
・
再
度
の
内
裏
炎
上
な
ど
が
指
摘
で
き
、
流
布
本
特
有
記
事
に
も

火
災
・
大
風
な
ど
が
見
い
だ
せ
る
が
、
省
略
す
る
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
と
隠
岐
」
（
『
山
陰
地
域
研
究
』
第
八
号
、
伝
統
文
化
、

平
成
四
年
三
月
）
参
照
。

　
（
2
1
）
に
同
じ
。

　
こ
れ
は
、
皇
位
の
表
象
と
し
て
の
三
種
の
神
器
へ
の
注
目
度
の
高
さ
と
ほ

ほ
一
致
し
て
い
る
。
佐
藤
勢
紀
子
「
『
増
鏡
』
の
皇
位
継
承
観
　
　
三
種
の

神
器
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
（
源
了
圓
他
編
『
国
家
と
宗
教
　
日
本
思
想
史
論

集
』
平
成
四
年
三
月
、
思
文
閣
出
版
刊
）
参
照
。


