
『
大
鏡
』

の
構
想
と
皇
位
継
承
過
程

「
正
統
」
の
確
定
と
顕
在
化
一

福
　
田
　
景
　
道

　
　
　
　
　
　
一

　
　
「
世
間
の
、
摂
政
・
関
白
と
申
し
、
大
臣
．
公
卿
と
き
こ

　
　
ゆ
る
、
い
に
し
へ
い
ま
の
、
み
な
こ
の
入
道
殿
（
藤
原
道
長
）

　
　
の
御
あ
り
さ
ま
の
や
う
に
こ
そ
は
お
は
し
ま
す
ら
め
」
と
ぞ
、

　
　
い
ま
や
う
の
ち
ご
ど
も
は
お
も
ふ
ら
ん
か
し
。
さ
れ
ど
も
、

　
　
そ
れ
さ
も
あ
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
い
ひ
も
て
い
け
ば
、
お
な
じ

　
　
た
ね
、
ひ
と
つ
す
ぢ
に
ぞ
お
は
し
あ
れ
ど
、
か
ど
わ
か
れ
ぬ

　
　
れ
ば
、
人
く
の
御
こ
、
ろ
も
ち
ゐ
も
又
、
そ
れ
に
し
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
ひ
て
こ
と
．
く
に
な
り
ぬ
。
　
　
　
　
（
「
序
」
四
〇
頁
）

　
大
宅
世
次
は
、
『
大
鏡
」
の
「
語
り
」
の
方
向
を
公
表
す
る
。

こ
れ
は
そ
の
揚
言
の
中
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
次
に
は
明
ら
か
に

「
大
臣
列
伝
」
的
世
界
の
展
開
が
予
想
さ
れ
る
。
歴
代
の
「
摂

政
・
関
白
」
や
「
大
臣
・
公
卿
」
の
「
あ
り
さ
ま
」
と
道
長
の
そ
れ

と
を
対
比
す
る
点
に
、
「
列
伝
」
構
築
の
主
要
な
目
的
の
一
つ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
大
臣
列
伝
」
は
ま
た
「
摂
関
列

伝
」
　
「
大
臣
公
卿
伝
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
列
伝
」
が
期
待
さ
れ
な
が
ら
、
こ
の
直
後
に
は

「
こ
の
よ
は
じ
ま
り
て
の
ち
、
み
か
ど
は
、
ま
づ
神
の
世
七
代
を

を
き
た
て
ま
つ
り
て
、
神
武
天
皇
を
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

代
（
後
一
条
天
皇
）
ま
で
六
十
八
代
に
ぞ
な
ら
せ
給
に
け
る
。
」
（
四

〇
頁
）
と
、
突
如
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
天
皇
本
紀
（
帝
紀
）
」

が
粛
然
と
書
き
起
こ
さ
れ
る
。
以
下
に
は
十
四
代
の
「
紀
」
が
綿
々

と
続
け
ら
れ
て
、
次
の
よ
う
に
終
結
す
る
。

　
　
帝
王
の
御
次
第
は
、
申
さ
で
も
あ
り
ぬ
ぺ
け
れ
ど
、
入
道

　
　
殿
下
（
道
長
）
の
御
栄
花
も
な
に
、
よ
り
ひ
ら
け
た
ま
ふ
ぞ

　
　
と
思
へ
ば
、
先
み
か
ど
・
后
の
御
あ
り
さ
ま
を
申
へ
き
也
。

　
　
う
ゑ
き
は
、
根
を
お
ほ
し
て
つ
く
ろ
ひ
お
ほ
し
た
て
つ
れ
ば

　
　
こ
そ
、
枝
も
し
げ
り
て
、
こ
の
み
を
も
む
す
べ
や
。
し
か
れ

　
　
ば
ま
づ
帝
王
の
御
つ
穿
き
を
お
ぼ
え
て
、
つ
ぎ
に
大
臣
の
つ

　
　
づ
き
は
あ
か
さ
ん
と
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
八
頁
）

　
こ
こ
に
「
天
皇
本
紀
」
の
終
息
が
告
知
さ
れ
て
、
よ
う
や
く

「
大
臣
列
伝
」
の
開
幕
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
申
さ
で
も
あ

り
ぬ
べ
」
き
こ
と
を
「
大
臣
の
つ
づ
き
」
の
前
提
条
件
と
し
て
語

り
伝
え
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
本
紀
」
は
組
織
上
は
「
列

伝
」
の
序
文
の
中
程
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
序
文
の
一

部
分
と
位
置
付
け
る
の
が
む
し
ろ
順
当
で
あ
ろ
う
。
「
大
臣
列
伝
」
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は
十
四
代
の
天
皇
の
経
歴
・
逸
話
を
含
む
長
大
な
序
文
を
持
つ
と

解
釈
で
き
る
。
た
だ
し
、
冒
頭
に
挙
げ
た
引
用
文
の
少
し
前
に
、

道
長
の
空
前
の
栄
華
を
了
解
さ
せ
る
た
め
に
は
「
あ
ま
た
の
帝
王
・

后
、
又
大
臣
・
公
卿
の
御
う
へ
を
つ
y
く
べ
き
」
こ
と
が
力
説
さ

れ
（
三
九
頁
）
、
「
大
臣
・
公
卿
」
と
な
ら
ん
で
「
帝
王
・
后
」
の

論
及
に
も
当
初
か
ら
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

「
天
皇
本
紀
」
も
『
大
鏡
』
構
想
上
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
、
本

来
的
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
入
道

殿
下
の
栄
華
を
究
明
す
る
物
語
の
発
端
が
「
天
皇
紀
」
で
、
「
列

伝
」
の
序
言
の
中
に
「
本
紀
」
が
介
在
す
る
異
状
は
簡
単
に
は
容

認
で
き
な
い
。

　
「
天
皇
本
紀
」
は
、
ま
た
、
形
態
的
に
も
「
大
臣
列
伝
」
と
は

隔
絶
し
て
い
る
。
「
紀
」
と
「
伝
」
を
同
列
に
論
ず
る
こ
と
を
躊

躇
さ
せ
る
よ
う
な
本
質
的
相
違
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
冬
嗣
伝
」

は
「
一
　
左
大
臣
冬
嗣
」
の
標
題
を
う
け
て
「
こ
の
お
と
穿
は
、
内

麿
の
お
と
ず
の
三
郎
。
御
母
、
…
…
」
と
書
き
出
さ
れ
る
（
六
五

頁
）
。
「
こ
の
お
と
ず
」
と
は
冬
嗣
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、

標
題
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
こ
と
が
読
解
で
き
る
。
各
題
名
を

ふ
ま
え
て
の
「
こ
の
お
と
ず
」
起
筆
は
二
十
「
伝
」
す
べ
て
に
共

通
す
る
。
「
列
伝
」
の
標
題
は
『
大
鏡
」
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ

り
、
標
題
も
本
文
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、

「
天
皇
本
紀
」
は
す
べ
て
「
一
　
五
十
五
代
文
徳
天
皇
」
「
一
　
五

十
六
代
清
和
天
皇
」
「
一
　
五
十
七
代
陽
成
酵
な
ど
、
代
数
に
追
号

を
小
さ
く
注
記
し
た
標
題
を
も
ち
、
そ
れ
を
う
け
る
本
文
の
最
初

は
「
文
徳
天
皇
と
申
け
る
み
か
ど
は
」
（
四
一
頁
）
、
「
つ
ぎ
の
み

か
ど
、
清
和
天
皇
と
申
け
り
。
」
（
同
）
、
「
つ
ぎ
の
み
か
ど
、
陽
成

院
と
申
き
。
」
（
四
二
頁
）
と
い
う
よ
う
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

各
天
皇
名
が
再
出
す
る
点
が
「
大
臣
列
伝
」
と
相
違
す
る
。
「
天

皇
本
紀
」
は
標
題
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
も
文
脈
に
支
障
は
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
も
「
つ
ぎ
の
み
か
ど
」
と
い
う
表
現
は
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
標
題
の
介
入
を
予
定
し
て
い
な
い
。
中
で
も
、
最
後
の
「
一

六
十
八
代
後
葉
院
」
と
い
う
の
は
世
次
翁
の
言
葉
で
は
あ
り
得
な

い
。
後
一
条
院
は
、
『
大
鏡
』
の
仮
構
さ
れ
た
現
時
点
（
万
寿
二

年
）
の
は
る
か
十
一
年
後
の
追
号
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
標
題

（
特
に
注
記
）
は
、
『
大
鏡
』
の
原
初
形
態
に
は
存
在
せ
ず
、
読

解
に
資
す
る
た
め
に
後
補
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
天
皇
本
紀
」
の
「
つ
ぎ
…
…
つ
ぎ
－
：
－
」
と
い
う
形
式
は

『
古
事
記
』
な
ど
に
す
で
に
見
い
だ
せ
る
が
、
当
面
の
事
象
を
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

続
性
の
も
と
に
捉
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
天
皇
本
紀
」
で
は
即

位
で
は
な
く
て
践
祚
の
日
付
け
が
「
位
に
つ
か
せ
た
ま
ふ
」
と
き

と
し
て
記
載
さ
れ
る
が
、
践
祚
は
皇
位
を
間
断
な
く
継
承
さ
せ
る

点
で
連
続
的
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
標
題
が
不
可
欠
な
「
大
臣
列
伝
」
が
根
源
的
に
二

十
の
独
立
し
た
「
伝
」
か
ら
成
っ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
「
天
皇

本
紀
」
に
は
十
四
の
集
合
に
分
断
さ
れ
る
必
然
性
は
な
い
。
す
べ

て
の
「
紀
」
は
連
環
し
、
一
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
方
が
ふ
さ
わ

し
い
と
言
え
よ
う
。
「
大
鏡
』
の
組
織
を
「
本
紀
」
と
「
列
伝
」

　
　
　
　
（
6
）

の
二
部
編
制
と
即
断
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
天
皇
本
紀
」
を

紀
伝
体
歴
史
の
「
本
紀
」
に
相
当
さ
せ
る
こ
と
は
、
「
大
臣
列

伝
」
を
「
列
伝
」
や
「
世
家
」
に
準
え
る
以
上
に
問
題
が
あ
る
し
、
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マ
ロ

『
大
鏡
』
を
紀
伝
体
と
見
な
す
の
も
難
し
い
。
「
天
皇
本
紀
」
と

「
大
臣
列
伝
」
と
は
、
量
的
に
は
も
ち
ろ
ん
質
的
に
も
乖
離
す
る

の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
「
天
皇
本
紀
」
は
、
「
大
臣
列
伝
」
に
付
随
し
、
従

属
す
る
挿
入
部
に
す
ぎ
な
い
と
軽
視
さ
れ
る
に
は
存
在
感
が
あ
り

す
ぎ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
異
例
に
長
大
な
序
文
、
大
規
模

な
挿
入
は
看
過
で
き
な
い
。
天
皇
の
系
譜
を
巻
頭
に
置
く
の
は
古

代
の
史
書
の
通
性
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の

不
自
然
な
形
態
を
十
分
に
説
明
で
き
な
い
。
ま
た
、
皇
位
継
承
の

連
続
的
経
過
の
み
が
示
さ
れ
て
、
皇
室
に
関
す
る
逸
話
は
巻
末
の

「
昔
物
語
」
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

　
　
　
　
　
　
二

　
天
皇
家
と
藤
原
氏
摂
関
家
と
の
重
層
的
な
姻
戚
関
係
、
血
統
の

錯
綜
は
、
冬
嗣
の
外
孫
文
徳
天
皇
の
出
現
に
始
ま
る
と
言
え
る
。

後
一
条
天
皇
ま
で
の
十
四
代
で
、
冬
嗣
流
藤
原
氏
の
血
脈
を
継
受

し
な
い
の
は
二
帝
に
す
ぎ
な
い
。
「
天
皇
本
紀
」
を
文
徳
天
皇
か

ら
、
「
大
臣
列
伝
」
を
冬
嗣
か
ら
起
筆
す
る
『
大
鏡
』
が
こ
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

実
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
実
際
、
『
大
鏡
』

に
は
外
戚
の
後
見
に
よ
っ
て
皇
位
継
承
者
が
決
定
さ
れ
、
天
皇
の

権
威
が
後
見
の
権
勢
を
保
障
す
る
と
い
う
歴
史
観
－
摂
関
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

史
観
t
が
随
所
に
露
顕
し
て
い
る
。
こ
の
歴
史
観
は
先
行
の

『
栄
花
物
語
』
に
も
共
通
す
る
施
、
『
大
鏡
』
の
機
構
を
あ
る
程
度

拘
束
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
観
点
か
ら
「
天
皇

本
紀
」
を
照
射
し
て
み
る
。

　
外
戚
関
係
重
視
を
最
も
明
確
に
立
証
す
る
の
は
、
「
本
紀
」
に

「
母
后
」
が
頻
出
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
藤
原
氏
出
身
の
母
后
の

経
歴
が
、
天
皇
本
人
に
比
肩
す
る
ほ
ど
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
が
天
皇
に
配
偶
す
る
后
妃
で
は
な
く
て
、
「
母
后
」
で
あ
る
と

こ
ろ
に
『
大
鏡
』
の
方
針
が
窺
え
る
。
母
后
を
介
し
て
帝
と
外
戚

と
は
血
縁
関
係
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
天
皇
の
決
定
を
覆
し
た
安
子

中
宮
（
「
師
輔
伝
」
）
や
天
皇
に
譲
位
を
促
し
た
穏
子
皇
太
后

（「

ﾌ
物
語
」
）
に
み
る
よ
う
に
、
母
后
に
な
る
女
性
の
権
能
は

大
き
い
。

　
花
山
・
三
条
両
帝
の
生
母
（
懐
子
と
超
子
）
は
、
実
子
が
即
位

し
た
時
に
は
す
で
に
死
去
し
て
い
た
が
、
后
位
を
追
贈
さ
れ
た

（「

ﾔ
山
院
紀
」
「
三
条
院
紀
」
）
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
人
の

「
母
后
」
に
か
ぎ
っ
て
「
天
皇
紀
」
に
紙
幅
が
与
え
ら
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
花
山
帝
が
悲
劇
的
な
退
位
に
追
い
込
ま

れ
、
三
条
帝
が
眼
疾
に
懊
悩
し
た
こ
と
な
ど
が
「
天
皇
紀
」
で
は

例
外
的
な
ほ
ど
に
細
叙
さ
れ
て
い
る
。
両
帝
の
治
世
が
不
安
定

だ
っ
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。
母
后
を
喪
っ
て
外
家
と

の
連
結
が
断
ち
切
ら
れ
た
事
実
の
反
映
で
あ
ろ
施
．
外
戚
の
援

助
の
期
待
で
き
な
い
天
皇
の
窮
状
が
強
調
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
即

位
時
に
存
命
し
て
い
な
か
っ
た
実
母
は
ほ
か
に
も
い
る
。
冷
泉
．

円
融
帝
の
母
后
安
子
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
子
は
生
前
に
立
后
を

果
た
し
て
い
て
、
二
贈
后
と
は
異
な
る
。
し
か
も
、
二
帝
を
儲
け

た
の
を
「
い
と
や
む
ご
と
な
き
御
す
く
せ
な
り
。
」
と
言
わ
れ
、

三
位
を
贈
ら
れ
た
亡
父
ま
で
も
が
「
い
ま
せ
ぬ
あ
と
な
れ
ど
、
こ
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の
よ
の
ひ
か
り
は
、
い
と
面
目
あ
り
か
し
。
」
と
称
揚
さ
れ
る

（「

~
融
院
紀
」
五
〇
頁
）
。
「
天
皇
紀
」
で
は
異
例
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
あ
と
の
安
子
永
眠
の
悲
傷
も
、
「
そ
の
と
マ
ま
り
お
は

し
ま
す
女
宮
こ
そ
は
、
大
斎
院
よ
。
」
（
同
）
と
選
子
の
健
在
が
誇

示
さ
れ
て
か
な
り
減
殺
さ
れ
る
感
が
あ
る
。
そ
の
事
由
は
後
述
す

る
が
、
后
と
し
て
実
働
し
た
安
子
は
、
贈
后
と
は
懸
絶
し
て
「
母

后
」
の
列
に
加
わ
っ
て
、
外
戚
家
と
皇
統
と
を
仲
介
す
る
の
で
あ

る
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
中
宮
定
子
の
推
挙
す
る
伊
周
を
排
し
て
女
院

詮
子
が
推
す
道
長
に
関
白
（
内
覧
）
宣
下
が
あ
っ
た
と
す
る
『
大

鏡
』
独
特
の
構
図
（
道
長
伝
）
も
、
外
戚
と
母
后
の
影
響
力
の
強

さ
を
顕
示
す
る
。
詮
子
は
一
条
帝
の
実
母
で
道
長
は
帝
の
外
戚

だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
定
子
は
妻
后
で
あ
り
、
伊
周
は
外
戚
で
は

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
大
鏡
』
に
は
、
『
栄
花
物
語
』

と
違
っ
て
、
各
帝
の
妻
后
の
立
后
事
情
を
め
ぐ
る
記
事
は
少
な

（
1
3
）

い
。
こ
の
よ
う
に
、
「
后
」
の
扱
わ
れ
方
か
ら
も
皇
権
に
対
す
る

外
戚
の
機
能
が
窺
知
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
以
外
に
も
『
大
鏡
』
に
は
皇
位
継
承
者
を
外
戚
の
優
劣
が

決
定
す
る
事
例
が
少
な
か
ら
ず
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
広
平

親
王
は
立
坊
を
期
待
さ
れ
て
い
て
果
た
せ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
可

能
性
は
弟
宮
憲
平
親
王
の
誕
生
に
よ
っ
て
漬
え
た
と
見
な
さ
れ
て

い
る
（
「
師
輔
伝
」
）
。
広
平
の
外
戚
元
方
を
師
輔
の
政
治
的
影
響

力
が
完
全
に
凌
い
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
敦
康
親
王
が
立
坊
で
き

な
か
っ
た
の
も
、
外
戚
伊
周
・
隆
家
が
敦
成
親
王
の
外
祖
父
道
長

の
勢
威
に
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
た
め
と
読
み
取
れ
る
（
「
後
一
条

院
紀
」
「
道
隆
伝
」
）
。
ま
た
、
村
上
天
皇
八
の
宮
永
平
親
王
は

　
　
　
　
　
　
　
　
シ
レ
モ
ノ

「
御
心
き
は
め
た
る
白
物
」
で
、
資
質
的
に
皇
位
継
承
に
不
適
格

だ
っ
た
が
、
外
伯
父
済
時
は
親
王
を
支
援
し
よ
う
と
し
て
か
え
っ

て
失
態
を
演
し
て
し
ま
う
（
「
師
丑
ノ
伝
」
九
七
～
九
九
頁
）
。
こ

れ
は
、
潜
時
の
後
見
力
の
不
足
が
永
平
を
皇
位
か
ら
遠
ざ
け
た
こ

と
を
象
徴
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
や
は
り
精
神
面
に
問
題
の
あ

る
花
山
天
皇
の
後
見
の
責
を
一
応
は
果
た
し
た
外
戚
父
義
懐
と
対

　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
お
じ

照
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
舅
達
」
の
策
動
に
立
坊
を
阻
ま
れ
た

為
平
親
王
の
場
合
も
外
戚
の
絶
大
な
影
響
力
を
証
明
す
る
（
「
師

輔
伝
」
二
九
頁
）
。
以
上
の
よ
う
な
視
座
は
『
栄
花
物
語
』
に

は
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
。
『
大
鏡
』
独
自
の
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
摂
関
政
治
の
全
体
像
で
は
な
い
。

東
宮
の
決
定
に
は
、
当
代
・
先
帝
の
意
向
が
反
映
す
る
し
、
外
戚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

で
は
な
い
寵
臣
・
権
臣
の
存
在
も
無
視
で
き
な
い
。
「
よ
そ
人
」

頼
忠
が
『
大
鏡
』
に
語
ら
れ
る
ほ
ど
無
力
だ
っ
た
と
も
思
わ
れ
な

い
。
『
大
鏡
』
は
た
し
か
に
典
型
を
呈
示
す
る
が
、
そ
れ
が
す
べ

て
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
摂
関
家
の
権
勢
も
天
皇
と
の

関
係
だ
け
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の

貴
族
に
と
っ
て
は
、
天
皇
の
外
戚
と
し
て
「
聖
な
る
血
縁
に
つ
ら

な
る
高
貴
さ
を
獲
得
す
る
こ
と
」
だ
け
で
な
く
、
「
律
令
国
家
の

官
僚
と
し
て
の
最
高
の
地
位
」
と
「
大
量
に
寄
進
さ
れ
る
荘
園
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

も
権
力
の
基
盤
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
『
大
鏡
』
は
摂
関
政
治
を
外
戚
政
治
に
単
純
化
し
て
捉

え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
慧
眼
で
は
あ
ろ
う
が
、
極
端

に
単
純
化
す
る
た
め
に
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
面
が
あ
る
こ
と
も
否
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定
で
き
な
い
。
こ
の
特
徴
は
先
行
の
『
栄
花
物
語
』
に
も
見
い
だ

せ
る
。
し
か
し
、
『
栄
花
』
以
上
に
外
戚
重
視
に
徹
す
る
の
で
あ

る
・
そ
の
た
め
、
「
天
皇
本
紀
」
と
「
母
后
」
が
重
視
さ
れ
る
。

三

　
『
栄
花
物
語
』
と
『
大
鏡
』
は
、
道
長
の
栄
華
を
核
心
に
成
り

立
ち
、
道
長
時
代
を
窮
極
と
す
る
宮
廷
史
、
摂
関
時
代
史
を
形
成

す
る
点
で
一
致
す
る
。
し
か
し
、
『
大
鏡
』
に
は
『
栄
花
』
に
な

い
文
徳
天
皇
か
ら
光
孝
天
皇
ま
で
の
四
代
の
「
紀
」
が
存
在
し
、

『
栄
花
』
で
は
極
端
に
簡
略
な
宇
多
・
醍
醐
両
帝
の
事
績
も
詳
述

さ
れ
る
（
「
昔
物
語
」
）
。
こ
れ
は
、
道
長
栄
華
の
由
来
．
淵
源
に

対
す
る
両
書
の
認
識
の
違
い
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
が
「
基
経
伝
」
で
あ
る
。
「
基

経
伝
」
は
『
大
鏡
』
の
政
権
争
奪
の
世
界
の
起
点
を
な
麺
が
、
そ

の
中
に
光
孝
天
皇
即
位
の
顛
末
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
の
英

明
を
早
く
か
ら
知
悉
し
て
い
た
基
経
が
、
源
融
の
野
望
を
退
け
て

光
孝
新
帝
を
実
現
す
る
経
緯
が
活
写
さ
れ
る
。
そ
の
末
尾
に
は

「
帝
（
光
孝
帝
）
の
御
す
ゑ
も
は
る
か
に
つ
た
は
り
、
お
と
ゾ

（
基
経
）
の
す
ゑ
も
と
も
に
つ
た
は
り
つ
、
う
し
ろ
み
申
給
。
さ

る
べ
く
ち
ぎ
り
を
か
せ
給
へ
る
御
中
に
や
と
ぞ
、
お
ぼ
え
は
べ

る
。
」
と
い
う
見
解
が
添
え
ら
れ
て
い
る
（
六
九
頁
）
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
前
帝
の
大
叔
父
と
い
う
立
場
か
ら
異
例
の
即
位
を
遂
げ

た
光
孝
帝
の
系
統
と
基
経
流
藤
原
氏
と
の
連
繋
が
顕
示
さ
れ
、
正

当
化
さ
え
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
連
繋
の
終
局
に
は
、
基
経

四
世
の
孫
道
長
と
光
孝
帝
の
後
胤
、
　
一
条
∴
二
条
．
後
一
条
．

後
朱
雀
四
帝
と
の
血
縁
関
係
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な

い
。

　
大
宅
世
次
が
記
憶
す
る
歴
史
的
事
件
の
最
初
は
光
孝
帝
即
位
の

驚
騒
だ
っ
た
と
設
定
さ
れ
る
（
「
昔
物
語
」
）
。
昔
語
り
は
こ
こ
か

ら
始
ま
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
大
臣
列
伝
」
の
世
界
が
基
経
を
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ

点
に
忠
平
か
ら
展
開
す
る
点
か
ら
み
て
、
次
の
宇
多
天
皇
の
役
割

も
一
考
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
宇
多
天
皇
は
、
陽
成
天
皇
ま
で
続
い
た
皇
統
を
断
っ
て
光
孝
天

皇
の
末
葉
が
皇
位
を
維
持
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
と
見
な
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
陽
成
院
の
「
当
代
（
宇
多
帝
）
は
家
人
に
は
あ

ら
ず
や
」
（
宇
多
天
皇
紀
」
四
六
頁
）
と
い
う
慨
嘆
か
ら
も
う
か

が
え
る
。
か
つ
て
は
臣
籍
に
降
下
し
て
陽
成
帝
に
勤
仕
し
て
い
た

「
王
侍
従
」
が
、
一
転
し
て
玉
座
で
君
臨
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

宇
多
帝
の
僥
倖
と
、
一
歳
年
少
の
陽
成
院
の
憤
懣
が
想
像
で
き
よ
う
。

ま
た
、
宇
多
帝
が
神
慮
に
従
っ
て
賀
茂
臨
時
祭
を
創
始
し
て
、
そ
れ

に
よ
っ
て
繁
栄
が
約
束
さ
れ
た
こ
と
が
「
宇
多
天
皇
紀
」
と
「
昔
物

語
」
に
明
記
さ
れ
る
。
藤
原
敏
行
に
よ
る
東
遊
の
歌
詞
「
ち
は
や
ぶ

る
か
も
の
や
し
ろ
の
ひ
め
こ
ま
つ
、
よ
ろ
づ
よ
ま
で
も
い
ろ
は
か
は

ら
じ
」
が
称
賛
さ
れ
、
「
い
ま
に
た
え
ず
ひ
ろ
ご
ら
せ
給
へ
る
御

す
ゑ
と
か
。
み
か
ど
＼
申
せ
ど
、
か
く
し
も
や
は
お
は
し
ま
す
。
」

と
評
さ
れ
る
（
「
昔
物
語
」
二
五
三
頁
）
。
宇
多
天
皇
の
治
世
が

肯
定
さ
れ
、
光
孝
天
皇
の
皇
統
の
永
続
が
予
祝
さ
れ
た
と
の
解

釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
同
じ
賀
茂
神
社
の
例
祭
で
は
、
安
子
の
経

歴
の
中
で
印
象
付
け
ら
れ
た
大
斎
院
選
子
が
、
後
一
条
帝
と
敦
良
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東
宮
（
後
朱
雀
帝
）
を
予
祝
す
る
。
す
な
わ
ち
、
選
子
の
贈
歌

「
ひ
か
り
い
づ
る
あ
ふ
ひ
の
か
げ
を
み
て
し
ょ
り
、
と
し
つ
み
け

る
も
う
れ
し
か
り
け
り
」
と
「
太
宮
」
（
彰
廊
）
の
返
歌
「
も
ろ

か
づ
ら
ふ
た
ば
な
が
ら
も
、
き
み
に
か
く
あ
ふ
ひ
や
か
み
の
ゆ
る

し
な
る
ら
ん
」
と
が
紹
介
さ
れ
、
「
げ
に
賀
茂
明
神
な
ど
の
う
け

た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ
ば
こ
そ
、
二
代
ま
で
う
ち
つ
甘
き
さ
か
へ

さ
せ
た
ま
ふ
ら
め
な
。
」
と
二
帝
（
後
一
条
・
後
朱
雀
帝
）
の
栄

え
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
「
師
輔
伝
」
一
二
四
頁
）
。
帝
位
の
維

持
は
、
賀
茂
社
の
神
格
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

安
子
は
そ
の
人
間
性
が
賛
美
さ
れ
て
、
「
か
や
う
な
る
御
心
お
も

む
け
の
あ
り
が
た
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
御
い
の
り
と
も
な
り
て
、

な
が
く
さ
か
へ
お
は
し
ま
す
に
こ
そ
あ
べ
か
め
れ
。
」
（
「
師
輔
伝
」

二
九
頁
）
と
、
村
上
天
皇
の
皇
統
の
安
定
を
も
神
仏
に
助
長
さ

せ
る
。

　
こ
う
し
て
『
大
鏡
』
で
は
光
孝
帝
か
ら
後
一
条
・
後
朱
雀
帝
ま

で
が
、
基
経
か
ら
道
長
に
至
る
一
系
と
一
体
化
し
て
、
神
に
冥
助

さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
藤
原
氏
北
家
の
中
で
も
神
意
に
よ
っ

て
特
に
加
護
さ
れ
た
の
が
「
正
系
喩
）
で
あ
っ
た
よ
う
価
γ
光
孝
天

皇
の
系
列
も
正
統
視
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
今
」

（
万
寿
二
年
）
に
繁
栄
す
る
道
長
に
直
列
す
る
と
い
う
一
点
に
よ
っ

て
、
『
大
鏡
』
の
正
系
は
定
め
ら
れ
て
、
「
大
臣
列
伝
」
の
基
幹

　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

を
な
し
た
よ
う
に
、
後
一
条
・
後
朱
雀
帝
と
直
系
の
父
祖
た
ち
を

結
ぶ
一
統
（
「
系
図
」
参
照
）
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
「
今
」
と
い
う
原
点
に
血
統
が
持
続
す
る
こ
と
に
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

一
の
価
値
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
文
徳
・
清
和
・
陽
成
三
帝
は
も

と
よ
り
朱
雀
・
冷
泉
・
花
山
・
三
条
帝
の
胤
裔
も
「
今
」
に
皇
位

を
持
続
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
光
孝
一
宇
多
－
醍
醐
－
村

上
1
円
融
－
一
条
－
後
一
条
（
後
朱
雀
）
帝
が
「
大
鏡
』
の
「
正

統
」
に
仮
設
で
き
る
。

①
文
徳
紅
葉
陽
成

4
光
孝
一
⑤
宇
多
一
⑥
醍
醐

保
明
－
慶
頼

⑦
朱
雀

8
村
上

（
注
）

　
　
　
　
n
花
山

　
広
平
　
⑬
三
条
－
敦
明

⑨
冷
泉
　
　
為
尊

轡
評
響

⑬ 11

太
字
は
「
正
統
」
を
あ
ら
わ
す
。

○
内
数
字
は
即
位
の
順
序
。

　
「
栄
花
」
（
栄
華
）
と
は
、
子
孫
の
繁
栄
を
必
須
条
件
と
す
’
（
馳
。

兼
家
は
「
今
」
に
繁
栄
す
る
道
長
を
子
孫
と
し
、
師
輔
は
そ
の
兼

家
を
子
孫
に
も
ち
、
忠
平
は
師
輔
以
下
が
子
孫
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
が
正
系
な
の
で
あ
る
。
皇
統
の
正
統
に
も
こ
の
原
理

は
適
合
す
る
。
後
一
条
天
皇
を
帯
す
る
光
孝
天
皇
統
と
文
徳
天
皇

統
と
の
差
違
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
「
今
」
を
万
寿
二
年
に
特

定
す
る
仮
構
に
よ
っ
て
、
後
一
条
帝
と
後
朱
雀
帝
の
間
で
正
統
を

決
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
道
長
の
子
息
を
正
系
と
傍
系
に
分
か

つ
内
証
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
、
完
全
な
外
戚
関
係
と
子
孫
の
完
全

な
繁
栄
が
道
長
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
正
統
と
傍
系
皇
族
を
『
大
鏡
』
が
ど
の
よ
う
に
峻
別
す
る

の
か
を
検
証
す
る
。
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四

　
「
大
臣
列
伝
」
の
正
系
は
超
人
間
的
な
存
在
、
怨
霊
や
物
の
怪

を
克
服
し
・
傍
系
は
そ
れ
に
よ
っ
て
衰
滅
嵐
総
。
こ
れ
に
即
応
し

て
、
『
大
鏡
』
の
傍
系
天
皇
に
は
怨
霊
・
物
の
怪
の
影
響
が
大
き

い
。
ま
た
v
皇
位
に
到
達
で
き
な
か
っ
た
皇
胤
に
も
そ
れ
が
関
与

す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
菅
原
道
真
の
怨
念
を
避
け
る
た
め
に
生
後
三
年
間
格
子
を
閉
ざ

し
た
室
内
に
こ
も
っ
た
朱
雀
院
は
、
「
い
み
じ
き
を
り
ふ
し
に
む

ま
れ
を
は
し
ま
し
た
り
し
ぞ
か
し
。
」
と
惜
し
ま
れ
た
（
「
昔
物

語
」
二
五
三
・
二
五
四
頁
）
。
同
母
弟
村
上
天
皇
に
は
そ
う
い
う

危
惧
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
道
真
は
讒
言
の
張
本
人
時
平
と
そ

の
子
商
に
崇
つ
た
は
ず
な
の
に
（
「
時
平
伝
」
）
、
朱
雀
院
は
時
間
的

不
運
か
ら
被
害
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
怨
念
は
、
ま
た
、
東
宮

慶
頼
王
（
時
平
外
孫
）
の
即
位
を
阻
ん
だ
と
さ
れ
る
（
「
時
平
伝
」
）
。

　
広
平
親
王
立
太
子
の
夢
破
れ
た
元
方
民
部
卿
の
霊
は
、
『
栄
花

物
語
』
で
は
村
上
天
皇
・
中
宮
安
子
を
死
に
至
ら
し
め
た
の
を
は

じ
め
広
範
囲
に
猛
威
を
ふ
る
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
『
大
鏡
』
に
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
ロ

接
記
載
さ
れ
る
の
は
冷
泉
院
と
小
一
条
院
の
場
合
の
み
で
あ
る
。

冷
泉
院
の
狂
疾
や
物
の
怪
の
こ
と
は
頻
出
す
る
が
（
「
師
輔
伝
」

「
伊
丑
ノ
伝
」
な
ど
）
、
実
弟
円
融
院
（
正
統
）
に
は
悪
霊
．
物
の

怪
の
痕
跡
も
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
た
、
小
一
条
院
（
敦
明
親
王
）

東
宮
辞
退
の
原
因
は
「
又
お
ほ
く
は
元
方
の
民
部
卿
の
霊
の
つ
か

う
ま
つ
る
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
（
「
師
丑
ノ
伝
」
一
〇
二
頁
）
。

「
た
ぜ
冷
泉
院
の
御
も
の
の
け
な
ど
の
お
も
は
せ
た
て
ま
つ
る

な
り
。
」
と
い
う
道
長
の
発
言
も
あ
る
（
同
一
〇
一
頁
）
。
こ
の

ほ
か
に
は
、
三
条
院
が
「
桓
算
供
奉
」
の
物
の
怪
の
た
め
に
眼
を

病
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
る
（
「
三
条
院
紀
」
五
六
頁
）
が
、
元
方

に
は
筆
が
及
ば
な
い
。

　
朝
成
は
伊
引
と
の
蔵
人
頭
争
い
か
ら
「
こ
の
ぞ
う
、
な
が
く
た
、

む
。
も
し
男
子
も
女
子
も
あ
り
と
も
、
は
か
ぐ
し
く
て
は
あ
ら

せ
じ
。
あ
は
れ
と
い
ふ
人
も
あ
ら
ば
、
そ
れ
を
も
う
ら
み
ん
」
と

悶
死
し
、
伊
引
家
「
代
｝
の
御
悪
霊
」
に
な
っ
た
と
い
う
（
「
伊

引
伝
」
一
四
二
頁
）
。
こ
れ
が
花
山
院
（
伊
引
孫
）
の
精
神
に
禍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
ポ

を
も
た
ら
し
た
と
推
察
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
　
そ
う
す
る
と
、

師
引
を
滅
ぼ
し
た
源
高
明
の
怨
念
が
永
平
親
王
（
師
引
孫
）
の
暗

愚
に
影
響
し
た
可
能
性
も
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
大
鏡
』
の
怨
霊
・
物
の
怪
は
、
傍
系
皇
族
に
作
用
し
て
村
上

天
皇
や
円
融
院
を
相
対
的
に
正
統
に
認
定
し
、
一
条
天
皇
即
位

（
花
山
院
退
位
）
や
敦
良
親
王
立
坊
（
敦
明
親
王
東
宮
辞
退
）
に

貢
献
す
る
点
で
『
栄
花
物
語
』
と
は
大
差
が
あ
る
。
「
清
和
天
皇

紀
」
の
「
惟
喬
親
王
の
東
宮
あ
ら
そ
ひ
し
た
ま
ひ
け
ん
も
、
こ
の

御
事
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
」
（
四
二
頁
）
と
い
う
一
文
も
、
文
徳
天

皇
の
皇
統
の
廃
絶
の
原
因
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
の
上
、
『
栄
花
物
語
』
に
際
立
つ
顕
光
の
悪
霊
が
『
大
鏡
』

で
は
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
崇
ら
れ
る
べ
き
道

長
・
敦
良
東
宮
等
が
救
済
さ
れ
る
。
ま
た
、
つ
い
に
立
坊
を
断
念

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
敦
康
親
王
の
周
辺
か
ら
怨
霊
が
現
れ
な
い

の
も
同
様
の
効
果
を
生
み
出
す
。

　
　
さ
れ
ど
、
世
の
す
ゑ
は
人
の
こ
＼
ろ
も
よ
は
く
な
り
に
け
る
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に
や
、
「
あ
し
く
お
は
し
ま
す
」
な
ど
申
し
か
ど
、
元
方
の

　
　
大
納
言
の
や
う
に
や
は
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
な
。
又
、
入
道

　
　
殿
下
の
な
を
す
ぐ
れ
さ
せ
給
へ
る
威
の
い
み
じ
き
に
侍
め
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
道
隆
伝
」
一
八
六
頁
）

　
伊
周
が
道
長
・
後
一
条
帝
に
崇
ら
な
い
特
殊
事
情
と
道
長
が
怨

霊
を
も
圧
倒
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
敦
康
親
王
が
皇
位

に
即
い
て
外
叔
父
隆
家
が
後
見
す
る
と
「
天
下
の
ま
つ
り
ご
と
は

し
た
＼
ま
り
な
ん
」
と
期
待
さ
れ
、
そ
の
執
政
は
肯
定
さ
れ
る
が
、

や
は
り
「
こ
の
入
道
殿
の
御
さ
か
へ
の
わ
け
ら
る
ま
じ
か
り
け
る

に
こ
そ
は
。
」
と
道
長
の
絶
対
性
に
凌
駕
さ
れ
て
し
ま
う
（
「
道

隆
伝
」
一
九
一
頁
）
。
こ
れ
ら
か
ら
、
道
長
政
権
が
怨
霊
の
た
め

に
倒
壊
し
て
中
関
白
家
に
外
戚
の
座
と
繁
栄
が
回
帰
す
る
可
能
性

の
あ
っ
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
。
ま
た
、
道
長
の
み
に
特
殊
性
が

説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
『
大
鏡
』
の
原
則
の

　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
ゲ

破
綻
が
看
取
で
き
る
　
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
道
長
一
門
が
「
今
」

に
栄
え
る
と
い
う
事
実
の
反
映
と
見
な
せ
よ
う
。
し
か
し
、
同
時

に
、
道
長
を
も
脅
か
す
ほ
ど
に
怨
念
の
作
用
が
大
き
い
こ
と
も
証

明
す
る
。

　
さ
て
、
す
で
に
冷
泉
院
や
三
条
院
の
反
例
に
み
た
よ
う
に
、
健

全
な
精
神
・
身
体
も
「
正
統
」
天
皇
の
重
大
な
条
件
に
な
る
。

「
大
鏡
』
に
は
怨
霊
・
物
の
怪
の
関
与
と
と
も
に
冷
泉
・
花
山
・

三
条
帝
の
心
身
の
不
完
全
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
為
尊
親

王
・
敦
道
親
王
の
「
御
心
の
す
こ
し
か
ろ
く
お
は
し
ま
す
」
点

（「

悼
ﾆ
伝
」
一
七
三
頁
）
な
ど
も
「
正
統
」
（
皇
位
）
に
不
適

格
な
こ
と
を
表
わ
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
敦
康
親
王
が
為
尊
・
敦

道
親
王
の
よ
う
に
「
軽
÷
」
で
な
い
た
め
に
皇
位
継
承
の
有
資
格

者
と
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
逆
に
二
親
王
に
も
あ
っ
た

立
坊
の
可
能
性
が
精
神
的
欠
陥
に
よ
っ
て
断
た
れ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
「
大
臣
列
伝
」
で
、
天
皇
・
東
宮
の
配
偶
者
以
外
で
は
敦

道
親
王
室
（
済
時
二
女
と
道
隆
三
女
）
だ
け
が
逸
話
を
も
つ
こ
と

も
そ
の
可
能
性
の
傍
証
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
軽
率
な
性
格
が
「
正

統
」
か
ら
脱
落
す
る
要
因
に
な
る
な
ら
、
「
よ
ろ
づ
に
あ
そ
び
な

ら
は
せ
給
て
、
う
る
わ
し
き
御
あ
り
さ
ま
い
と
く
る
し
く
」
感
じ

る
敦
明
前
東
宮
の
性
格
（
「
師
引
伝
」
一
〇
〇
頁
）
や
永
平
親
王

の
異
常
も
同
断
で
あ
る
。
彼
ら
の
怨
霊
に
つ
い
て
は
既
述
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
怨
霊
・
物
の
怪
は
帝
王
の
資
質
に
か
か
わ
っ

て
、
「
正
統
」
峻
別
の
素
因
に
な
る
。
　
『
栄
花
物
語
』
の
物
の
怪

が
汚
点
を
消
去
す
る
も
の
だ
と
す
れ
繭
↑
『
大
鏡
』
と
の
対
照
は

よ
り
鮮
明
に
な
る
。五

　
「
大
臣
列
伝
」
は
各
「
大
臣
」
の
有
様
（
栄
華
の
程
度
）
を
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

孫
の
栄
達
を
徴
証
と
し
て
提
示
す
る
。
「
公
季
伝
」
は
「
こ
の
太

政
大
臣
殿
（
公
季
）
の
御
あ
り
さ
ま
、
か
く
な
り
。
み
か
ど
・
き

さ
き
、
た
＼
せ
た
ま
は
ず
。
」
（
一
六
二
頁
）
と
総
括
さ
れ
る
。
外

戚
関
係
を
重
視
す
る
『
大
鏡
』
は
、
公
季
流
は
子
商
に
天
皇
や
后

（
母
后
）
を
輩
出
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
究
極
の
栄
華
か
ら
遠
ざ

か
っ
た
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
大
鏡
』
成
立
を

延
久
四
（
一
〇
七
二
）
年
以
降
と
す
る
と
作
者
に
は
公
成
外
孫
白
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河
帝
の
治
世
が
体
験
で
き
た
し
、
嘉
承
二
（
一
一
〇
七
）
年
以
降

の
成
立
な
ら
実
季
外
孫
鳥
羽
帝
の
即
位
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
さ
ら
に
保
安
四
（
一
一
二
三
）
年
以
後
の
場
合
に
は
公
実
孫

崇
徳
帝
ま
で
が
知
見
の
範
囲
に
は
い
る
。
公
成
．
実
季
．
公
実
は

す
べ
て
公
季
の
嫡
流
で
あ
る
。
こ
の
一
族
は
道
長
の
後
の
一
大
外

戚
家
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
大
鏡
』
の

公
季
は
天
皇
の
祖
で
は
な
い
と
断
言
さ
れ
、
そ
の
暗
示
（
予
言
）

さ
え
な
さ
れ
て
い
な
い
。
公
季
流
は
「
正
系
」
か
ら
除
外
さ
れ
て

し
ま
う
。
正
系
は
必
ず
外
戚
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
「
大
臣
列
伝
」
に
は
天
皇
の
「
外
舅
」
（
外
伯
叔

父
）
で
あ
る
事
実
が
明
示
さ
れ
る
場
合
と
無
視
さ
れ
る
場
合
と
が

あ
る
。
文
徳
朝
の
良
房
、
陽
成
朝
の
基
経
、
朱
雀
・
村
上
朝
の
忠

平
、
円
融
朝
の
伊
引
、
花
山
朝
の
義
懐
（
伊
引
男
）
、
　
一
条
．
三

条
朝
の
道
長
、
後
一
条
朝
の
頼
通
（
道
長
男
）
が
「
外
舅
」
の
立

場
で
実
際
に
執
政
し
た
が
、
そ
の
こ
と
が
各
「
伝
」
に
採
録
さ
れ

て
い
る
。
良
房
・
伊
引
・
義
懐
は
正
系
で
は
な
い
が
、
良
房
は
人

臣
初
の
摂
政
・
太
政
大
臣
と
し
て
「
列
伝
序
」
で
も
脚
光
を
浴
び

て
お
り
特
例
で
あ
ろ
う
。
伊
ヂ
と
義
懐
の
場
合
も
逸
話
に
含
ま
れ

て
の
記
載
で
あ
り
例
外
的
と
言
え
る
。
正
系
の
基
経
・
忠
平
．
道

長
・
頼
通
は
純
然
た
る
記
録
で
あ
る
。
兼
家
は
冷
泉
・
円
融
朝
に

は
執
政
し
な
か
っ
た
の
に
「
外
舅
」
の
立
場
が
明
記
さ
れ
る
。
一

方
、
円
融
朝
の
兼
通
と
一
条
朝
の
道
隆
・
道
兼
は
摂
関
職
に
あ
り

な
が
ら
外
戚
関
係
の
記
載
は
な
い
。
兼
家
は
正
系
で
、
兼
通
．
道

隆
・
道
兼
は
傍
系
で
あ
っ
た
。
正
系
だ
け
に
外
戚
関
係
が
堅
固
で

あ
る
か
の
よ
う
な
筆
致
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
正
系
に
連
な
る
真

楯
が
贈
太
政
大
臣
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
（
「
藤
氏
物
語
」
）
の
も
、

外
戚
に
擬
装
す
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
『
大
鏡
』
の
贈
太
政
大

臣
は
外
戚
と
直
結
す
る
の
で
西
廻
。

　
藤
原
氏
「
正
系
」
の
外
戚
化
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
天
皇

家
の
「
正
統
」
も
、
正
系
を
中
心
と
す
る
藤
原
氏
と
の
血
縁
の
深

さ
に
よ
っ
て
特
立
す
る
。
「
天
皇
本
紀
」
に
「
母
后
」
の
記
事
が

付
載
さ
れ
る
の
は
、
実
は
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。

　
傍
流
天
皇
の
花
山
院
・
三
条
院
に
は
「
母
后
」
記
事
の
か
わ
り

に
天
皇
在
位
を
阻
害
す
る
よ
う
な
逸
話
が
収
載
さ
れ
る
の
は
す
で

に
述
べ
た
。
「
文
徳
天
皇
紀
」
「
陽
成
院
紀
」
に
、
「
母
后
」
の

年
譜
に
続
い
て
在
原
業
平
と
「
后
」
と
の
不
祥
事
件
が
あ
る
の
も

皇
統
の
将
来
に
か
げ
り
を
残
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
朱
雀
・
冷
泉
院
の
「
紀
」
に
は
母
后
は
言
及
さ
れ
ず
、
そ

れ
ぞ
れ
の
同
母
弟
村
上
天
皇
・
円
融
院
の
「
紀
」
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
表
層
的
に
は
、
傍
系
の
天
皇
の
「
紀
」
に
母
后
が
な
く
、

正
統
の
と
こ
ろ
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
、
正
統
天
皇
の
「
紀
」
に
「
母
后
」
の
存
在
感
が
集

中
さ
れ
、
そ
の
結
果
「
正
統
」
と
外
家
と
の
連
結
の
強
さ
、
後
見

の
強
さ
が
顕
在
化
す
る
。
「
正
系
」
が
天
皇
と
の
連
繋
に
よ
っ
て

補
強
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
正
統
」
も
外
戚
に
補
佐
さ
れ
て
確
定
す

る
。
藤
原
氏
と
血
縁
関
係
を
も
た
な
い
宇
多
天
皇
に
も
正
統
で
あ

る
た
め
か
、
「
御
母
、
洞
院
の
后
と
申
。
」
（
「
宇
多
天
皇
紀
」
四

六
頁
）
と
・
簡
略
な
が
ら
も
母
后
の
記
事
が
添
・
え
ら
れ
て
裁
．

ま
た
、
安
子
が
贈
后
と
異
な
っ
て
陰
翳
を
減
じ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
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「
円
融
院
紀
」
が
正
統
の
「
紀
」
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

山ノ￥

　
『
大
鏡
』
の
皇
位
継
承
者
（
天
皇
・
東
宮
）
に
関
係
す
る
記
事

は
、
「
大
臣
列
伝
」
の
正
系
決
定
史
的
構
馳
と
同
趣
の
秩
序
を
も

つ
。
『
大
鏡
』
の
軌
道
を
定
め
る
の
は
道
長
を
中
心
と
す
る
臣
下

の
群
像
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
皇
室
も
ま
た
固
有
の
自
律
的

世
界
を
形
成
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
日
付
表
記
に
照
ら

し
て
も
独
自
の
方
針
で
皇
位
の
移
動
が
た
ど
ら
れ
る
の
が
明
ら
か

に
な
華

　
『
大
鏡
』
で
は
、
皇
位
を
継
承
で
き
な
か
っ
た
り
、
維
持
で
き

な
か
っ
た
人
物
に
は
怨
霊
・
物
の
怪
が
付
き
ま
と
う
。
そ
れ
が

「
正
統
」
を
峻
別
す
る
。
外
戚
の
優
劣
が
皇
位
継
承
を
左
右
し
、

そ
の
結
果
、
皇
族
や
貴
族
に
怨
恨
を
も
つ
も
の
を
生
み
出
す
。
そ

れ
が
怨
霊
と
し
て
作
用
し
て
正
統
と
傍
系
を
選
別
す
る
と
い
う
見

方
も
成
り
立
つ
。
本
来
外
戚
に
祟
る
悪
霊
が
そ
の
血
を
承
け
る
皇

胤
の
即
位
・
立
坊
を
阻
止
す
る
場
合
も
多
い
。
「
天
皇
紀
」
の
中

に
「
母
后
」
の
記
事
が
含
ま
れ
る
構
成
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

外
戚
関
係
も
「
正
統
」
を
顕
在
化
さ
せ
る
。
特
に
、
「
正
系
」
藤

原
氏
と
の
血
縁
の
締
結
が
「
正
統
」
の
要
件
と
な
る
。
「
正
系
」

は
怨
霊
・
物
の
怪
な
ど
を
超
越
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
傍

系
天
皇
は
道
長
に
も
軽
視
さ
れ
廊
γ
「
正
統
」
は
一
層
具
現
す
る
。

　
『
大
鏡
』
世
界
の
事
実
上
の
発
端
、
光
孝
天
皇
と
基
経
の
密
着

も
も
と
も
と
は
血
縁
関
傭
を
基
盤
に
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

「
正
統
」
と
「
正
系
」
は
母
系
か
ら
見
る
と
同
一
の
起
源
を
も
つ

こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
遡
及
す
れ
ば
、
藤
原
不
比
等
が
天
智
天

皇
の
実
子
と
見
な
さ
れ
て
い
痢
）
・
「
正
統
」
と
「
正
系
」
は
母
后

や
妻
后
を
通
じ
て
だ
け
で
は
な
く
て
、
起
源
的
に
も
同
族
視
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
「
正
系
」
は
「
正
統
」
の
権
威
に
依
存
す
る
だ
け

で
な
く
、
神
聖
な
血
脈
に
連
な
っ
て
超
絶
す
る
。
一
方
、
　
「
正
統
」

は
「
正
系
」
の
血
縁
的
連
帯
意
識
に
基
づ
く
後
見
に
よ
っ
て
特
立

す
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
『
大
鏡
』
の
巻
頭
に
淡
々
と
し
た
「
天
皇
本
紀
」

が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
が
同
時
に
「
大
臣
列
伝
」
の
序
説
で
あ
っ
た

の
も
首
肯
で
き
る
。
「
正
統
」
を
機
軸
と
す
る
皇
位
継
承
過
程
は

「
列
伝
」
の
「
正
系
」
決
定
の
根
拠
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
簡
潔

な
「
本
紀
」
に
は
厳
格
な
秩
序
が
あ
っ
た
。
は
じ
め
に
明
示
さ
れ

た
皇
位
の
連
続
と
秩
序
を
、
各
「
伝
」
が
ど
の
よ
う
に
受
容
し
、

吸
収
す
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
天
皇
の
外
戚
に
な
れ
な
か
っ
た

り
、
外
戚
に
な
っ
て
も
傍
系
皇
胤
の
そ
れ
で
あ
っ
て
は
、
『
大
鏡
』

の
「
正
系
」
で
は
な
い
。
「
正
統
」
と
「
正
系
」
は
互
い
に
血
縁
を

必
要
と
す
る
点
で
、
必
然
的
に
相
依
し
、
補
完
し
合
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
正
統
」
や
「
正
系
」
は
、
そ
の
栄
光
の
実
態
よ
り
も
、

そ
の
選
別
の
過
程
に
関
心
が
も
た
れ
葡
ず
「
正
系
」
決
定
過
程
や

「
正
統
」
継
承
過
程
の
追
求
に
『
大
鏡
』
の
目
的
の
一
つ
が
存
す

る
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
天
皇
本
紀
」
は
「
大
臣
列
伝
」

の
序
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
。
最
初
に
引
用
し
た
世
次
の
言
辞

も
十
全
に
理
解
さ
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
正
統
」
や
「
正
系
」
の
徹
底
的
な

究
明
の
姿
勢
は
『
栄
花
物
語
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
『
大
鏡
』
の

独
創
し
た
世
界
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
正
統
」
を
追
及
す
る
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

想
が
『
水
鏡
』
や
「
増
鏡
』
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
註
1
　
引
用
は
、
松
村
博
司
氏
校
注
『
大
鏡
』
（
日
本
古
典
文
学
大

　
　
　
　
　
系
2
1
、
昭
和
3
5
年
、
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、

　
　
　
　
　
（
）
内
の
補
足
説
明
は
適
宜
論
者
が
加
え
た
。
以
下
同
じ
。

　
　
　
2
　
山
岸
徳
平
氏
「
大
鏡
略
説
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六

　
　
　
　
　
号
、
昭
和
n
年
1
1
月
）
、
松
村
博
司
氏
著
『
歴
史
物
語
』
（
塙

　
　
　
　
　
書
房
、
昭
和
3
6
年
刊
）
、
松
本
治
久
氏
著
『
大
鏡
の
主
題
と

　
　
　
　
　
構
想
』
（
笠
間
書
院
、
昭
和
5
4
年
刊
）
な
ど
参
照
。

　
　
　
3
　
こ
の
あ
と
に
は
「
す
べ
か
ら
く
は
神
武
天
皇
を
は
じ
め
た

　
　
　
　
　
て
ま
つ
り
て
、
つ
ぎ
く
の
み
か
ど
の
御
次
第
を
お
ぼ
え
申

　
　
　
　
　
べ
き
な
り
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
れ
は
い
と
、
き
み
＼

　
　
　
　
　
と
を
け
れ
ば
、
た
マ
ち
か
き
ほ
ど
よ
り
申
さ
ん
と
思
に
侍
り
。

　
　
　
　
　
文
徳
天
皇
と
申
み
か
ど
お
は
し
ま
し
き
。
…
…
」
と
つ
づ
く
。

　
　
　
4
　
こ
の
形
式
は
『
水
鏡
』
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
今

　
　
　
　
　
鏡
』
に
も
「
こ
の
次
の
帝
は
後
冷
泉
院
と
申
し
き
3
（
竹
鼻

　
　
　
　
　
績
氏
訳
注
『
今
鏡
（
上
）
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
昭
和
5
9
年

　
　
　
　
　
刊
、
一
五
一
頁
）
と
い
う
記
述
が
見
え
る
が
、
『
今
鏡
』
に

　
　
　
　
　
天
皇
の
追
号
を
表
わ
す
標
題
は
な
い
。

　
　
　
5
　
丸
山
真
男
氏
「
歴
史
意
識
の
『
古
層
ヒ
（
『
歴
史
思
想
集
』

　
　
　
　
　
〈
日
本
の
思
想
6
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
4
7
年
刊
〉
解
説
）
参
照
。

　
　
　
6
　
阿
部
秋
生
氏
「
『
大
鏡
』
覚
書
（
二
）
」
（
『
文
学
』
第
五
十

78910121113

五
巻
第
十
一
号
、
昭
和
6
2
年
n
月
）
。

岩
橋
小
弥
太
氏
「
世
継
考
」
（
同
氏
著
『
上
代
史
籍
の
研
究

第
二
集
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
3
3
年
刊
）
、
松
村
博
司
氏
前

掲
書
（
2
）
な
ど
参
照
。

「
道
長
伝
（
上
）
」
後
半
部
（
い
わ
ゆ
る
「
藤
氏
物
語
」
）

に
は
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
鎌
足
・
不
比
等
に
藤
原
氏

外
戚
権
力
の
原
点
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

今
中
寛
司
氏
「
『
大
鏡
』
一
の
摂
関
時
代
史
観
」
（
古
代
学
協

会
編
『
摂
関
時
代
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
4
0
年

刊
）
、
山
中
裕
氏
「
大
鏡
の
歴
史
批
判
の
性
格
」
（
『
国
文

学
』
第
十
一
巻
第
二
号
、
昭
和
4
1
年
勿
月
）
、
同
氏
著
『
平

安
朝
文
学
の
史
的
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
4
9
年
刊
）
三

九
〇
頁
、
拙
稿
「
『
大
鏡
』
「
大
臣
列
伝
」
に
お
け
る
栄
華

の
実
現
－
外
戚
関
係
と
子
孫
繁
栄
－
」
（
『
日
本
文
芸
論

叢
』
第
一
号
、
昭
和
5
7
年
3
月
）
な
ど
参
照
。

山
中
裕
氏
前
掲
書
（
9
）
、
倉
本
一
宏
氏
「
『
栄
花
物
語
』

に
お
け
る
「
後
見
」
に
つ
い
て
」
（
山
中
裕
氏
編
『
栄
花
物

語
研
究
　
第
二
集
』
高
科
書
店
、
6
3
年
刊
）
な
ど
参
照
。

両
帝
と
も
外
祖
父
（
伊
引
・
兼
家
）
も
喪
っ
て
い
た
。

当
時
の
外
戚
の
範
囲
は
、
母
方
の
祖
父
・
伯
叔
父
ま
で
で

あ
っ
た
。
土
田
直
鎮
氏
「
摂
関
政
治
の
特
質
」
（
井
上
光
貞

氏
他
編
『
日
本
歴
史
大
系
1
　
原
始
・
古
代
』
山
川
出
版
社
、

昭
和
5
9
年
刊
）
な
ど
参
照
。

冨
田
節
子
氏
「
平
安
時
代
中
期
に
於
け
る
立
后
事
情
と
外
戚

関
係
－
特
に
道
長
の
場
合
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
日
本
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女
子
大
学
紀
要
文
学
部
』
第
八
号
、
昭
和
3
3
年
1
2
月
）
参

照
。拙

稿
（
9
）
参
照
。

森
田
悌
氏
著
『
王
朝
政
治
』
（
教
育
社
歴
史
新
書
、
昭
和
5
4

年
刊
）
、
角
田
文
衛
氏
著
『
平
安
人
物
志
』
上
・
下
（
法
蔵

館
、
昭
和
5
9
・
6
0
年
刊
）
、
安
西
廻
夫
氏
著
『
歴
史
物
語
の
史

実
と
虚
構
1
円
融
院
の
周
辺
一
』
（
桜
楓
社
、
昭
和
6
2
年
刊
）

な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
。

原
田
隆
吉
氏
「
『
大
鏡
』
『
栄
華
物
語
』
そ
の
他
」
（
古
川

哲
史
氏
他
編
『
日
本
思
想
史
講
座
第
一
巻
　
古
代
の
思
想
』
雄

山
閣
、
昭
和
硯
年
刊
）
。

拙
稿
「
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
忠
平
の
栄
華
」
（
『
日
本
文

芸
論
稿
』
第
十
二
・
十
三
合
併
号
、
昭
和
5
8
年
7
月
）
参
照
。

17

ﾉ
同
じ
。

『
栄
花
物
語
』
や
『
後
拾
遺
集
』
な
ど
に
は
、
道
長
の
返
歌

と
さ
れ
て
い
る
。

鎌
足
一
不
比
等
－
房
前
－
真
楯
－
内
麻
呂
－
冬
嗣
一
長
良
－

基
経
－
忠
平
－
師
輔
一
兼
家
一
道
長
－
頼
通
と
続
く
直
系
が

『
大
鏡
』
の
「
正
系
」
で
あ
る
。
小
松
茂
人
氏
「
『
大
鏡
』

の
人
間
」
（
『
文
学
』
第
十
一
巻
第
五
号
、
昭
和
1
8
年
5
月
）
、

同
氏
「
大
鏡
の
人
間
像
」
（
『
国
文
学
』
第
二
巻
第
十
二
号
、

昭
和
3
2
年
1
2
月
）
参
照
。

拙
稿
「
『
大
鏡
』
「
太
政
大
臣
道
長
（
上
）
」
後
半
部
の
性

格
」
（
『
論
叢
』
第
三
十
七
号
、
昭
和
6
1
年
3
月
）
参
照
。

拙
稿
「
『
大
鏡
』
「
大
臣
列
伝
」
の
考
察
一
冬
嗣
流
藤
原

232425262728

氏
「
正
系
」
決
定
過
程
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
論
叢
』
第
三

十
五
号
、
昭
和
6
0
年
3
月
）
参
照
。

佐
藤
正
英
氏
「
日
本
に
お
け
る
歴
史
観
の
一
特
質
i
「
正

統
」
を
め
ぐ
っ
て
i
」
（
『
理
想
』
第
四
三
一
号
、
昭
和
4
4

年
4
月
）
、
相
良
享
氏
「
持
続
の
価
値
」
（
同
氏
著
『
日
本

人
の
心
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
5
9
年
刊
）
な
ど
参
照
。

芳
賀
矢
一
氏
「
歴
史
物
語
」
（
『
芳
賀
矢
一
遺
著
』
冨
山
房
、

昭
和
3
年
刊
）
、
増
淵
勝
一
氏
「
大
鏡
の
歴
史
性
i
道
長

の
栄
花
の
由
来
と
そ
の
実
体
f
」
（
『
立
正
女
子
大
学
短
期

大
学
部
研
究
紀
要
』
第
十
四
号
、
昭
和
4
5
年
1
2
月
）
、
松
村

博
司
氏
著
『
栄
花
物
語
全
注
釈
（
三
）
』
（
角
川
書
店
、
昭
和

47
N
刊
）
二
〇
〇
頁
な
ど
参
照
。

小
松
茂
人
氏
前
掲
論
文
（
2
0
）
、
竹
内
宇
生
氏
「
大
鏡
に

現
れ
た
怪
異
・
霊
異
f
世
継
の
歴
史
観
の
一
端
に
つ
い

て
一
」
（
『
中
古
文
学
論
放
』
第
一
号
、
昭
和
5
5
年
n
月
）
、

塚
原
鉄
雄
氏
「
大
鏡
構
成
と
怪
異
現
象
」
（
『
人
文
研
究
』
第

三
十
六
巻
第
八
分
冊
、
昭
和
5
9
年
1
2
月
）
な
ど
参
照
。

小
一
条
院
は
冷
泉
院
の
孫
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
冷
泉
院
の
血

を
う
け
る
花
山
院
・
三
条
院
や
為
尊
・
敦
道
親
王
も
元
方
に

崇
ら
れ
た
と
見
な
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
大
鏡
』
に

は
直
接
表
記
さ
れ
な
い
。

「
い
と
あ
や
し
く
な
ら
せ
給
に
し
御
心
あ
や
ま
ち
も
、
た
ず

御
物
の
け
の
し
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
に
こ
そ
は
は
べ
め
り
し

か
。
」
（
「
伊
引
伝
」
一
四
九
頁
）
と
あ
る
。

「
斉
言
・
道
長
に
わ
れ
は
は
ま
れ
ぬ
る
ぞ
」
と
言
っ
て
憤
死
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し
た
誠
信
の
怨
恨
も
な
ぜ
か
道
長
に
は
及
ば
な
い
（
「
為
光

伝
」
一
六
〇
頁
）
。

中
村
康
夫
氏
「
栄
花
物
語
正
篇
に
お
け
る
〈
み
か
ど
〉
造
型

上
の
問
題
（
一
）
一
そ
の
性
格
・
資
質
等
に
関
す
る
記
述

を
中
心
に
一
」
（
『
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
』
第
二
号
、
昭
和

48
N
6
月
）
。

拙
稿
（
9
）
参
照
。

22

ﾉ
同
じ
。

「
光
孝
天
皇
紀
」
の
「
こ
の
御
時
に
、
ふ
ぢ
つ
ぼ
の
う
へ
の

御
つ
ぼ
ね
の
く
ろ
ど
は
あ
き
た
る
と
、
き
、
は
べ
る
は
、
ま

こ
と
に
や
。
」
（
四
五
頁
）
も
「
后
」
な
ど
が
関
与
す
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
不
明
で
あ
る
。

22

ﾉ
同
じ
。

拙
稿
「
『
大
鏡
』
の
編
年
史
的
側
面
1
『
栄
花
物
語
』
の

克
服
と
追
認
1
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
．

社
会
科
学
）
』
第
二
十
二
巻
第
二
号
、
昭
和
6
3
年
1
2
月
刊
行

予
定
）
参
照
。

小
峯
和
明
氏
「
大
鏡
の
語
り
1
菩
提
講
の
光
と
影
t
」

（『

ｶ
学
』
第
五
十
五
巻
第
十
号
、
昭
和
6
2
年
1
0
月
）
参
照
。

光
孝
帝
の
母
と
基
経
の
母
と
は
同
母
姉
妹
で
あ
っ
た
（
「
基

経
伝
」
）
。

光
孝
帝
は
天
智
帝
の
血
統
を
受
け
継
ぐ
。

34
ﾉ
同
じ
。

拙
稿
「
『
水
鏡
』
構
想
論
序
説
一
政
治
史
的
側
面
と
『
大

鏡
』
の
継
承
t
」
（
『
論
叢
』
第
三
十
八
号
、
昭
和
6
1
年
n
月
）
、

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

て
！
」
（
『
日
本
文
芸
論
叢
』
第
二
号
、
昭
和
5
8
年
3
月
）

参
照
。

（
本
学
助
教
授
）
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