
『
増
鏡
』
の
非
政
治
的
記
事
に
つ
い
て

皇
位
継
承
史
的
性
格
の
考
察

福
　
田
　
景
　
道

　
『
増
鏡
』
の
基
幹
に
は
皇
位
継
承
史
の
構
想
が
あ
る
。
そ
れ
に

即
応
し
て
、
　
『
増
鏡
』
の
有
力
皇
族
は
一
律
に
天
皇
位
や
天
皇
家

　
　
　
ハ
　
ロ

の
惣
領
権
（
家
長
権
）
を
希
求
す
る
。
一
方
、
先
行
歴
史
物
語
の

中
心
だ
っ
た
上
級
貴
族
は
皇
位
継
承
者
の
人
選
に
対
す
る
影
響
力

を
失
い
、
皇
位
継
承
過
程
に
翻
弄
さ
れ
、
天
皇
家
惣
領
の
権
勢
に

従
属
す
る
だ
け
の
存
在
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
新
時
代
の

主
役
と
し
て
台
頭
し
た
武
士
階
級
も
皇
位
継
承
者
決
定
の
一
要
因

と
し
て
機
能
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
　
『
増
鏡
』
の
世
界
で

は
、
天
皇
家
内
部
で
自
律
的
に
進
行
す
る
皇
位
継
承
過
程
を
主
軸

に
、
そ
の
過
程
の
投
影
と
し
て
の
各
治
世
の
実
態
が
宮
廷
社
会
全

体
を
巻
き
込
み
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

　
以
上
の
推
論
は
別
稿
に
お
い
て
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
す

べ
て
の
記
事
が
こ
の
仮
説
に
無
条
件
に
合
致
す
る
わ
け
で
は
も
と

よ
り
な
い
。
そ
も
そ
も
『
増
鏡
』
に
は
多
種
多
様
な
記
事
が
雑
然

と
混
在
す
る
印
象
が
強
く
、
そ
れ
が
作
品
全
体
の
統
一
的
な
把
捉

を
著
し
く
困
難
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
主
要
な
出
来
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
る
と
い
う
評
価
と
、
記
事
の
選
択
に
偏
り
が
あ

　
　
　
　
　
パ
　
レ

る
と
い
う
見
方
と
が
併
存
し
得
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
主
要
記
事
の
う
ち
、
皇
位
継
承
者
や
そ
の
候
補
者
の
運
命
に
か

か
わ
る
出
生
・
元
服
・
立
坊
・
即
位
・
譲
位
・
出
家
・
死
去
な
ど

の
精
叙
は
言
う
に
及
ば
ず
、
そ
れ
ら
に
付
随
し
て
浮
沈
す
る
貴
族

各
門
流
の
諸
相
は
皇
位
継
承
過
程
と
い
う
機
軸
に
容
易
に
結
び
付

く
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
皇
位
の
帰
趨
と

無
関
係
と
し
か
思
わ
れ
な
い
記
事
も
ま
た
少
な
く
な
い
。
特
に
物

語
的
に
叙
述
さ
れ
る
恋
愛
・
情
事
の
記
事
、
詳
述
さ
れ
る
行
事
・

儀
式
の
記
録
な
ど
が
皇
位
継
承
史
と
い
う
枠
内
に
収
ま
り
難
い
の

は
明
白
で
あ
る
。
地
位
や
身
分
を
超
越
し
た
異
性
間
の
結
び
付
き

や
宮
廷
の
文
化
的
水
準
を
誇
示
す
る
盛
儀
は
、
皇
位
や
官
職
を
め

ぐ
る
政
治
的
争
闘
と
は
本
質
的
に
無
縁
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
れ
ら
は
松
村
鱒
司
氏
が
『
増
鏡
』
の
内
実
を
三
大
別
し
た
中
の

二
要
素
に
相
当
し
、
決
し
て
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿

で
は
こ
の
種
の
記
事
を
「
非
政
治
的
記
事
」
と
見
な
し
て
以
下
に

検
討
す
る
。

　
　
一

第
十
巻
「
老
の
な
み
」

の
後
半
は
、
北
山
准
后
と
呼
ば
れ
る
西
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園
寺
実
氏
室
貞
子
の
九
十
賀
の
描
出
に
費
や
さ
れ
る
。
い
か
に
驚

異
的
な
長
寿
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
女
性
の
私
的
な
慶
事
が
、

ど
の
皇
室
行
事
よ
り
も
は
る
か
に
詳
し
く
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
後
深
草
・
亀
山
両
院
の
外
祖
母
、
大
宮

院
・
東
二
条
院
の
実
母
、
太
政
大
臣
実
氏
の
正
室
と
し
て
稀
有
の
幸

運
に
恵
ま
れ
て
は
い
る
が
、
彼
女
の
生
家
四
条
家
は
大
納
言
を
上

限
と
す
る
家
柄
に
過
ぎ
ず
、
皇
位
と
の
身
分
的
懸
隔
は
絶
大
な
も

の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
盛
典
の
異
常
な
詳
述
は
皇
位
継

承
史
構
想
を
認
め
る
に
際
し
て
の
大
き
な
支
障
に
な
り
か
ね
な
い
。

　
と
は
い
え
、
　
『
増
鏡
』
の
叙
述
は
賀
宴
の
主
催
者
大
宮
院
（
後

嵯
峨
院
后
姑
子
、
貞
子
の
娘
）
を
中
心
と
す
る
宮
廷
社
会
全
体
の

文
化
水
準
の
顕
示
に
終
始
す
る
感
が
あ
り
、
北
山
准
后
本
人
の
姿

は
ほ
と
ん
ど
文
面
に
現
れ
て
い
な
い
。
上
皇
や
女
院
が
北
山
第
に

参
集
し
た
時
点
か
ら
記
述
が
始
ま
り
、
前
も
っ
て
行
わ
れ
た
家
庭

内
の
祝
賀
は
省
筆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
皇
室
中
心
の
描
き
方
と
言

え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
最
も
脚
光
を
浴
び
る
の
が
大
宮
院
で
あ
る

事
実
も
看
過
で
き
な
い
。
准
后
貞
子
は
天
下
の
貴
顕
す
べ
て
の
祖

と
し
て
藤
原
道
長
室
倫
子
に
譬
え
ら
れ
る
が
、
彼
女
に
対
す
る
賛

辞
は
そ
れ
だ
け
で
、
以
後
は
大
宮
女
院
の
栄
華
の
称
賛
に
筆
が
尽

く
さ
れ
て
い
る
。
二
子
と
一
孫
の
治
世
に
会
っ
た
未
曾
有
の
幸
運

が
驚
嘆
さ
れ
、
　
「
い
さ
x
か
も
御
心
に
あ
は
ず
思
し
結
ぼ
る
x
一

ふ
し
も
な
く
、
め
で
た
く
お
は
し
ま
す
さ
ま
、
来
し
か
た
も
た
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

ひ
な
く
、
行
末
も
ま
れ
に
や
あ
ら
ん
」
（
三
六
九
頁
）
と
ま
で
絶
賛

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
よ
う
に
二
帝
以
上
を
生
み
出

し
た
穏
子
・
安
子
・
彰
子
・
璋
子
の
実
例
と
の
比
較
を
通
し
て
大

宮
院
の
優
越
性
が
説
か
れ
る
。
女
院
へ
の
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
賛
美

は
、
資
料
と
な
っ
た
『
と
は
ず
が
た
り
』
な
ど
に
は
見
ら
れ
ず
、

『
増
鏡
』
が
独
自
に
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
筆
致
か
ら

は
、
彼
女
の
栄
華
は
天
皇
の
生
母
で
あ
る
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
勢
威
に
よ
っ
て
母
貞
子
の
賀
宴
が
盛
大
に
挙
行
で
き
た

と
い
う
趣
意
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
盛
儀
が
克
明
に
記
録
さ
れ
る

の
は
宮
廷
社
会
の
健
在
ぶ
り
を
子
孫
の
類
ま
れ
な
繁
操
を
誇
る
准

后
貞
子
を
契
機
に
し
て
立
証
す
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以

上
に
姑
子
の
主
催
し
た
御
賀
で
あ
る
点
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
貴
族
階
級
に
と
ど
ま
る
貞
子
で

は
な
く
皇
族
に
列
す
る
姑
子
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

西
園
寺
姑
子
と
い
う
貴
族
女
性
で
は
な
く
、
国
母
．
皇
族
と
し
て

の
大
宮
院
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
　
『
増
鏡
』
で
貴
族
諸
流
よ
り
も
は
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ヱ

か
に
天
皇
家
に
関
心
が
払
わ
れ
る
と
見
る
仮
説
は
、
貞
子
．
姑
子

ら
の
女
性
の
扱
い
方
に
も
見
事
に
当
て
は
ま
る
。
そ
し
て
、
こ
の

傾
向
は
以
下
の
よ
う
に
情
事
の
描
出
に
お
い
て
も
ま
た
適
合
す
る

と
思
わ
れ
る
。

　
恋
愛
・
情
事
を
中
心
と
す
る
記
事
は
決
し
て
少
な
く
な
い
が
、

そ
の
す
べ
て
に
皇
室
関
係
者
が
一
方
の
当
事
者
と
な
る
の
も
顕
著

　
　
　
　
　
パ
　
ロ

な
特
色
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
至
尊
の
血
統
を
受
け
継
ぐ
尊
貴
性

に
基
づ
い
て
自
ら
帝
王
の
后
妃
と
な
る
資
格
を
備
え
る
皇
女
か
、

情
事
に
よ
っ
て
院
や
帝
の
后
妃
に
な
る
権
利
を
獲
得
し
た
女
性
の

い
ず
れ
か
が
必
ず
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
交
情
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ

王
朝
の
み
や
び
の
伝
統
が
存
続
す
る
実
態
を
示
し
、
あ
る
い
は
退
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れ
レ

廃
的
社
会
相
を
描
い
て
流
転
の
実
相
を
具
現
す
る
と
し
て
も
、
后

妃
と
そ
れ
に
（
嘩
ず
る
女
性
の
情
事
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
否
定
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
恋
愛
・
情
事
は
皇
子
女
誕
生
の
前
提
で
あ
る
点
、

后
妃
は
皇
子
の
母
后
と
な
り
得
る
点
に
留
意
す
る
と
、
院
・
帝
・

后
妃
が
関
与
す
る
こ
れ
ら
の
記
事
に
は
皇
位
継
承
候
補
者
と
し
て

の
皇
胤
誕
生
の
可
能
性
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
り
、
皇
位

継
承
史
的
構
想
と
密
接
に
関
係
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
ま
ず
、
后
妃
と
臣
下
の
恋
愛
・
情
事
の
多
さ

が
注
目
さ
れ
る
。
新
陽
明
門
院
（
近
衛
基
平
女
位
子
）
は
、
亀
山

院
妃
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
な
が
ら
松
殿
兼
嗣
父
子
と
通
じ
て
一
女

を
儲
け
る
が
、
そ
の
記
事
は
語
り
手
の
老
尼
を
し
て
「
さ
の
み
か
x

る
御
事
ど
も
を
さ
へ
き
こ
ゆ
る
こ
そ
、
物
い
ひ
さ
が
な
き
罪
さ
り

所
な
け
れ
ど
、
　
（
中
略
）
遠
き
人
の
御
事
は
、
今
は
な
に
の
苦
し

か
ら
ん
」
　
（
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」
三
九
二
頁
）
と
弁
明
さ
せ
る

ほ
ど
の
異
彩
を
放
つ
。
新
陽
明
門
院
は
宮
廷
社
会
の
退
廃
を
体
現

す
る
人
物
に
定
位
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
女
は
す
で
に
皇

子
誕
生
記
事
で
も
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
亀
山
上
皇
の
女

御
と
な
り
、
院
号
を
う
け
、
皇
子
（
啓
仁
親
王
）
を
出
産
し
、
産

養
の
祝
儀
を
経
て
皇
子
に
親
王
宣
下
が
あ
っ
た
こ
と
が
ま
ず
特
記

さ
れ
る
（
第
九
「
草
枕
」
三
五
六
頁
）
。
続
い
て
、
懐
妊
・
継
仁

親
王
の
生
誕
・
歩
き
初
め
・
親
王
宣
下
が
記
さ
れ
る
が
、
同
時
に

両
親
王
の
夭
折
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
（
第
十
「
老
の
な
み
」
三
六

五
・
三
六
六
頁
）
。
こ
れ
ら
の
新
陽
明
門
院
関
係
記
事
を
一
連
の

も
の
と
見
る
と
、
屈
指
の
名
門
近
衛
家
の
期
待
を
担
っ
た
一
女
性

に
よ
る
皇
嗣
産
出
が
寸
前
で
挫
折
し
、
挙
げ
句
の
果
て
に
臣
下
と

の
不
祥
事
に
よ
っ
て
汚
名
を
残
す
に
至
る
運
命
の
数
奇
さ
が
湧
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
近
衛
家
の
外
戚
関
係
締
結

政
策
の
失
敗
を
示
す
と
同
時
に
、
亀
山
院
の
尊
貴
な
血
を
伝
流
さ

せ
る
一
つ
の
経
路
が
閉
ざ
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
亀
山
院
妃
輪
子
女
王
と
源
有
房
の
恋
愛
事
件
（
第
十
一
「
さ
し

ぐ
し
」
）
に
も
同
様
の
構
図
が
見
い
だ
せ
る
。
本
来
皇
胤
を
生
む

べ
き
高
貴
な
女
性
が
そ
れ
を
果
た
す
代
わ
り
に
臣
下
と
の
間
に
御

子
を
儲
け
て
し
ま
う
と
い
う
展
開
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

前
斎
宮
憬
子
内
親
王
が
後
深
草
院
と
情
を
交
わ
し
、
院
の
心
が
遠

の
く
と
西
園
寺
実
兼
と
人
目
を
忍
ぶ
仲
に
な
り
、
さ
ら
に
は
誤
解

か
ら
二
条
師
忠
と
も
関
係
を
も
ち
、
出
産
を
経
験
す
る
経
緯
（
第

九
「
草
枕
」
）
も
同
断
で
あ
ろ
う
。
彼
女
た
ち
は
い
ず
れ
も
皇
胤

を
儲
け
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
が
ら
果
た
せ
ず
、
最
終
的
に
は
臣
下

と
の
不
本
意
な
関
係
に
身
を
委
ね
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

後
嵯
峨
院
の
二
皇
女
の
死
が
、
臣
下
の
「
忍
び
で
」
参
る
行
為
に

基
づ
く
「
あ
さ
ま
し
き
御
事
」
　
（
懐
妊
）
が
生
じ
た
故
と
さ
れ
る

筆
致
（
第
八
「
あ
す
か
川
」
三
三
五
頁
、
第
十
「
老
の
な
み
」
三

六
六
頁
）
な
ど
に
も
類
似
の
構
図
が
感
得
で
き
る
。
父
院
に
愛
育

さ
れ
た
二
皇
女
は
、
本
来
は
国
母
の
有
資
格
者
な
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
情
事
が
注
目
さ
れ
た
上
で
皇
位
継
承
者
の
誕
生
が
告
げ

ら
れ
る
例
も
あ
る
。
後
宇
多
帝
が
堀
川
具
守
女
基
子
に
密
か
に
通

じ
て
後
二
条
帝
を
誕
生
さ
せ
た
こ
と
は
簡
略
に
し
か
記
さ
れ
な
い

が
、
　
「
い
と
や
む
ご
と
な
き
御
宿
世
な
る
べ
し
」
と
肯
定
的
に
承

認
さ
れ
て
い
る
（
第
十
「
老
の
な
み
」
三
六
八
頁
）
。
兄
公
宗
に
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恋
慕
さ
れ
た
洞
院
実
雄
女
倍
子
は
西
園
寺
公
相
女
嬉
子
と
亀
山
帝

の
寵
愛
を
競
う
こ
と
で
も
印
象
深
い
が
、
結
局
は
実
兄
の
恋
情
に

囚
わ
れ
ず
に
後
宇
多
帝
を
儲
け
る
の
で
あ
る
（
第
七
「
北
野
の
雪
」
）
。

こ
れ
ら
は
情
事
が
将
来
の
皇
位
を
決
す
る
好
例
と
な
る
。
仲
恭
．

四
条
・
後
深
草
帝
の
各
誕
生
記
事
に
お
け
る
東
一
条
院
（
後
京
極

良
経
女
立
子
）
・
藻
壁
門
院
（
九
条
道
家
女
靖
子
）
．
大
宮
院
の

生
母
と
し
て
の
役
割
も
、
基
子
・
倍
子
と
類
似
す
る
面
も
あ
る
。

ま
た
、
入
内
・
立
后
・
御
産
記
事
な
ど
も
、
同
様
に
皇
位
継
承
史

構
想
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
亀
山
院
が
異

母
妹
樺
子
内
親
王
・
洞
院
実
雄
二
女
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
女

性
と
の
間
に
子
女
を
儲
け
た
と
い
う
記
事
が
頻
出
す
る
の
も
、
皇

子
が
皇
位
継
承
者
に
な
る
可
能
性
が
わ
ず
か
で
も
あ
っ
た
と
見
な

さ
れ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
北
山
准
后
九
十
賀
で
大
宮

院
が
主
役
に
な
る
の
も
後
嵯
峨
院
の
妻
后
と
し
て
皇
位
継
承
過
程

に
か
か
わ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
　
『
増
鏡
』
の
恋
愛
記
事
の
多
さ
と
詳
し
さ
の

背
景
に
は
、
皇
位
継
承
者
誕
生
の
可
能
性
へ
の
強
い
関
心
が
見
い

だ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
登
場
す
る
女
性
が
貴
族
出

身
者
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
皇
胤
の
存
在
が
外
戚
の
地
位

に
結
び
付
く
実
態
よ
り
も
、
純
粋
に
皇
室
内
部
で
の
嗣
子
決
定
の

有
様
に
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
先
行
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

物
語
に
対
す
る
『
増
鏡
』
の
独
自
性
な
の
で
あ
る
。

　
『
増
鏡
』
の
女
性
は
皇
位
継
承
へ
の
第
一
段
階
と
し
て
の
皇
子

出
産
に
関
与
し
な
け
れ
ば
恋
物
語
や
盛
儀
の
主
人
公
に
は
な
り
得

な
い
と
い
う
現
象
は
、
『
増
鏡
』
世
界
全
体
が
皇
位
継
承
過
程
を
機

軸
に
展
開
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
初
め
て
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
二

　
北
山
准
后
九
十
賀
の
記
事
に
お
い
て
は
、
盛
儀
の
経
過
の
詳
述

だ
け
で
な
く
、
参
集
し
た
人
物
の
丹
念
な
記
載
も
顕
著
な
特
色
と

な
る
。
御
賀
当
日
の
「
両
院
・
御
門
・
春
宮
・
大
宮
院
・
東
二
条

院
・
今
出
川
院
・
春
宮
大
夫
」
の
出
座
が
列
挙
的
に
記
さ
れ
、
公

卿
の
列
席
者
と
し
て
関
白
兼
平
以
下
十
七
人
の
呼
称
が
書
き
連
ね

ら
れ
て
い
る
（
三
七
一
頁
）
。
続
く
遊
宴
の
場
面
で
も
数
箇
所
に

参
加
者
名
の
列
記
が
繰
り
返
さ
れ
、
御
賀
の
記
事
の
長
さ
を
助
長

す
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
列
挙
形
式
は
『
増
鏡
』
全
般
に
わ

た
っ
て
見
い
だ
せ
る
特
色
で
、
叙
述
の
冗
漫
さ
が
指
摘
さ
れ
る
原

因
と
も
な
っ
て
い
る
。
中
で
も
、
後
嵯
峨
院
五
十
賀
の
試
楽
で
は

四
十
二
人
の
参
加
が
淡
々
と
記
さ
れ
、
そ
の
う
ち
二
十
九
の
公
卿

名
が
完
全
に
羅
列
さ
れ
る
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
（
第
八
「
あ
す
か
川
」

三
二
九
・
三
三
〇
頁
）
。

　
こ
れ
に
は
『
平
家
勤
語
』
の
「
公
卿
揃
」
な
ど
の
人
名
列
挙
の

影
響
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
儀
式
の
壮
麗
な
さ
ま
を
数
壷
的
に
実
証

す
る
役
割
を
見
い
だ
し
て
も
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
廷
臣
の
列
記
が
省
略
さ
れ
る
際
に
頻
出
す
る
「
世
に
あ
る
か

ぎ
り
の
上
達
部
・
殿
上
人
仕
う
ま
つ
る
」
　
（
第
五
「
内
野
の
雪
」

三
〇
九
頁
）
、
　
「
よ
き
上
達
部
あ
ま
た
仕
う
ま
つ
ら
る
」
　
（
同
）
、

「
そ
の
ほ
か
の
上
達
部
は
、
例
の
き
ら
く
し
き
か
ぎ
り
、
残
る

は
す
く
な
し
」
　
（
第
七
「
北
野
の
雪
」
三
二
二
頁
）
な
ど
の
言
辞

か
ら
見
て
も
、
省
略
さ
れ
な
い
列
挙
記
事
は
治
天
の
君
の
も
と
に
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全
貴
族
・
全
宮
廷
が
結
集
す
る
壮
観
を
誇
示
す
る
意
図
に
基
づ
く

の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
詳
述
に
は
、
盛

儀
を
主
宰
し
た
者
の
権
勢
の
証
左
と
し
て
の
意
義
や
、
盛
儀
を
支

え
た
時
代
の
政
権
の
実
力
を
証
明
す
る
根
拠
と
し
て
の
意
義
が
認

め
ら
れ
る
。
ま
た
、
風
雅
な
御
幸
を
繰
り
返
す
後
嵯
峨
院
に
つ
い

て
「
い
さ
x
か
も
思
し
結
ぼ
る
x
事
な
く
、
め
で
た
き
御
あ
り
さ

ま
な
れ
ば
、
つ
か
う
ま
つ
る
人
ム
Y
ま
で
も
、
思
ふ
事
な
き
世
な

り
。
」
　
（
第
六
「
お
り
る
る
雲
」
三
一
五
・
三
一
六
頁
）
と
述
べ

ら
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
帝
王
の
感
情
に
ま
で
追
従
す
る
廷
臣
の
弱

体
化
と
、
廷
臣
が
完
全
に
統
轄
さ
れ
る
理
想
的
治
世
が
想
像
さ
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
主
眼
は
廷
臣
に
は
な
く
、
皇
位
継
承

者
や
そ
れ
を
基
盤
に
権
勢
を
振
る
う
天
皇
家
惣
領
に
存
す
る
の
で

あ
る
。

　
貴
族
の
最
高
位
で
あ
る
摂
政
・
関
白
に
し
て
も
、
皇
位
に
比
し

て
は
る
か
に
軽
い
扱
い
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。
別
稿
で
論
じ
た

よ
う
に
、
九
条
道
家
一
門
の
繁
栄
の
表
徴
と
し
て
摂
関
職
が
重
視

さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
摂
関
職
そ
の
も
の
や
そ
の
交
替
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ど

し
て
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
払
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
摂
関
と
言
え
ど
も
『
増
鏡
』
世
界
の
一
般
貴
族
と
同
等
に
各

治
世
を
彩
る
た
め
の
存
在
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

花
園
帝
即
位
に
際
し
て
記
さ
れ
る
鷹
司
冬
平
の
摂
政
叙
任
は
「
あ

る
べ
き
限
り
の
こ
と
ど
も
、
ふ
る
き
に
か
は
ら
で
、
め
で
た
く
過

ぎ
行
」
　
（
第
十
二
「
浦
千
鳥
」
四
〇
九
頁
）
と
い
う
祝
辞
に
連
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
新
帝
の
治
世
の
予
祝
に
参
与
す
る
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
道
家
時
代
の
九
条
家
と
実
氏
・
実
兼
を
中
心
と
す
る
西
園
寺
家

の
二
家
門
は
、
歴
史
の
現
実
の
投
影
と
し
て
、
そ
の
栄
華
の
有
様

の
叙
述
に
か
な
り
意
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
特
に
西
園
寺
家
の
繁

栄
は
『
増
鏡
』
著
作
の
契
機
と
見
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
ほ
ど
で

　
（
1
9
）

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
家
が
脚
光
を
浴
び
る
の
は
『
増
鏡
』
全

編
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
特
殊
で
部
分
的
な
現
象
と

考
え
ら
れ
る
。
一
貫
し
て
留
意
さ
れ
る
天
皇
家
と
の
差
は
歴
然
と

し
て
い
る
。
そ
の
う
え
道
家
・
実
氏
・
実
兼
ら
が
鎌
倉
政
権
の
意

向
を
体
現
す
る
関
東
申
次
の
地
位
に
よ
っ
て
宮
廷
政
治
を
領
導
し

た
実
態
に
比
べ
る
と
作
品
内
に
占
め
る
位
置
は
ま
だ
十
分
で
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
西
園
寺
家
な
ど
が
関
東
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

次
の
特
権
に
立
脚
し
て
皇
位
継
承
を
左
右
し
た
事
実
が
看
過
さ
れ

る
点
か
ら
は
、
む
し
ろ
天
皇
家
に
従
属
す
る
し
か
な
い
『
増
鏡
』

の
貴
族
層
の
限
界
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
鎌

倉
政
権
や
武
家
が
『
増
鏡
』
世
界
の
構
成
要
素
と
な
ら
な
い
の
に

連
動
し
て
、
そ
れ
ら
と
の
連
携
に
基
づ
く
九
条
家
や
西
園
寺
家
の

支
配
力
も
叙
述
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
西
園
寺
家
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族
諸
家
の
立
場
に

立
っ
て
描
か
れ
る
場
面
は
多
い
。
第
五
「
内
野
の
雪
」
巻
の
久
仁

親
王
（
後
深
草
帝
）
誕
生
記
事
に
活
写
さ
れ
る
西
園
寺
実
氏
一
家

の
期
待
と
喜
び
、
第
七
「
北
野
の
雪
」
巻
の
掉
尾
を
飾
る
世
仁
親

王
（
後
宇
多
帝
）
誕
生
に
お
け
る
外
祖
父
洞
院
実
雄
ら
の
喜
び
と

西
園
寺
側
の
失
意
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

権
勢
を
誇
る
は
ず
の
西
園
寺
家
も
与
え
ら
れ
た
運
命
を
甘
受
す
る

に
終
始
し
て
、
そ
の
専
権
の
片
鱗
さ
え
見
せ
な
い
の
で
あ
る
。
貴

族
中
心
の
『
栄
花
物
語
』
な
ど
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
、
　
『
増
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鏡
』
で
は
特
定
の
貴
族
が
宮
廷
社
会
を
主
導
す
る
さ
ま
は
無
視
さ

れ
て
、
皇
権
に
従
属
し
て
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
一
面
だ
け
が
受
け

継
が
れ
、
顕
在
化
し
て
い
る
。

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
呼
称
を
列
挙
さ
れ
る
宮
廷
貴
族
は
、
歴

史
的
現
実
に
お
い
て
ど
ん
な
に
権
勢
を
誇
っ
て
い
て
も
、
　
『
増
鏡
』

で
は
上
皇
や
天
皇
の
忠
実
な
臣
下
の
役
割
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。

た
と
え
上
皇
や
天
皇
を
凌
駕
し
、
皇
位
の
行
方
を
決
す
る
政
治
力

の
所
有
者
で
あ
っ
て
も
、
作
品
世
界
に
あ
っ
て
は
天
皇
家
中
心
の

盛
儀
を
彩
色
す
る
存
在
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
　
『
増
鏡
』
で
行
事
・
儀
式
が
人
名
列
挙
に
よ
っ
て

詳
述
さ
れ
る
の
は
理
想
的
治
世
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　
各
治
世
の
行
幸
が
精
叙
さ
れ
る
の
も
天
皇
の
賛
美
を
意
図
す
る

た
め
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
逆
に
行
幸
が
記
さ
れ
な
い
天
皇
は

治
世
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
後

伏
見
帝
の
治
世
が
短
期
間
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
「
わ
づ
か
に
三
年

に
て
降
り
さ
せ
給
へ
れ
ば
、
な
に
事
の
は
へ
も
な
し
」
と
嘆
か
れ

る
が
、
続
く
「
此
春
は
、
春
日
の
社
に
御
幸
な
ど
あ
る
べ
し
と
て
、

世
の
中
ま
だ
き
よ
り
お
も
し
ろ
き
事
に
い
ひ
あ
へ
り
つ
る
に
、
か

い
し
め
り
て
い
と
さ
う
ム
Y
し
」
の
一
節
に
よ
っ
て
行
幸
が
実
現

し
な
か
っ
た
点
に
「
は
へ
も
な
し
」
の
原
因
が
も
と
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
（
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」
三
九
七
頁
）
。
　
「
春
日
社
に
行

幸
あ
り
し
こ
そ
、
あ
り
が
た
き
ほ
ど
い
ど
み
つ
く
し
、
お
も
し
ろ

う
も
侍
け
れ
」
　
（
第
一
「
お
ど
ろ
の
し
た
」
二
五
八
頁
）
と
、
同

じ
春
日
社
へ
の
行
幸
実
現
に
よ
っ
て
順
徳
朝
が
美
化
さ
れ
る
の
と

好
対
照
を
な
す
。
ま
た
、
　
「
こ
の
御
代
に
も
、
い
み
じ
き
行
幸
ど

も
、
ゆ
＆
し
き
事
多
か
り
し
か
ど
、
年
の
つ
も
り
に
何
事
も
さ
だ

か
な
ら
ず
、
月
日
な
ど
お
ぼ
ろ
に
侍
れ
ば
、
中
く
聞
こ
え
ず
」

（
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」
三
九
六
頁
）
と
省
略
さ
れ
る
伏
見
帝
の

治
世
に
つ
い
て
は
、
盛
事
の
健
在
が
一
応
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
れ

と
と
も
に
、
こ
の
治
世
を
賛
美
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
も
窺

知
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
行
幸
の
扱
わ
れ
方
に
は
、
　
『
増
鏡
』
に
お

け
る
各
治
世
の
注
目
度
が
反
映
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
後

深
草
帝
・
亀
山
帝
・
後
醍
醐
帝
な
ど
の
治
世
が
行
幸
記
事
に
よ
っ

て
華
美
に
装
飾
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
安
定
し
た
理
想
的
な
治

世
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
意
図
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

後
鳥
羽
院
・
後
嵯
峨
院
ら
の
御
幸
が
多
大
に
詳
し
く
記
さ
れ
る
の

も
事
情
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。

　
和
歌
関
係
記
事
、
特
に
勅
撰
集
撰
進
記
事
が
多
く
、
比
較
的
詳

し
い
の
も
『
増
鏡
』
の
一
特
色
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
れ
ロ

治
世
の
安
定
を
証
明
す
る
働
き
が
見
い
だ
せ
る
。
し
か
も
、
そ
こ

で
は
二
条
家
・
京
極
家
な
ど
の
貴
族
主
導
の
和
歌
活
動
よ
り
も
後

鳥
羽
院
・
後
嵯
峨
院
・
後
醍
醐
帝
の
三
人
に
重
点
が
置
か
れ
て
い

て
、
三
帝
王
を
中
心
と
動
る
『
増
鏡
』
全
体
の
構
想
に
符
合
す
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
貴
族
よ
り
も
天
皇
家
が
重
視
さ
れ
、

勅
撰
集
撰
進
の
継
続
が
天
皇
家
惣
領
の
継
承
過
程
に
連
動
す
る
と

も
見
な
せ
る
。
ま
た
、
宗
教
関
係
の
行
事
も
数
多
く
記
載
さ
れ
る

が
、
そ
れ
ら
も
飴
世
を
加
護
し
、
皇
位
継
承
過
程
を
導
く
も
の
と

捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
　
『
増
鏡
』
に
お
け
る
各
種
儀
式
・
行
事
の
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精
叙
は
治
世
の
反
映
で
あ
る
と
と
も
に
治
世
の
未
来
像
を
暗
示
し
、

皇
位
継
承
史
構
想
と
密
接
に
か
か
わ
る
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
三

　
と
こ
ろ
で
、
十
九
巻
本
（
流
布
本
）
系
『
増
鏡
』
の
固
有
本

文
に
目
を
転
ず
る
と
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
貴
族
主
体
の
行
事
が

描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
顕
著
な
例
と
な
る
の
は
、
久
我
（
土
御

門
）
家
の
法
華
八
講
と
西
園
寺
家
の
熊
野
参
り
の
箇
所
で
あ
る
。

ま
ず
前
者
に
お
い
て
は
そ
の
盛
儀
が
「
内
の
御
八
講
に
も
劣
ら
ず
」

と
ま
で
言
わ
れ
、
祖
先
の
「
公
務
の
日
な
り
と
も
、
暇
を
申
し
て

こ
の
八
議
に
あ
ふ
べ
し
」
と
い
う
朝
廷
を
軽
侮
す
る
遺
言
が
遵
守

さ
れ
る
さ
ま
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
否
定
的
な
評
言
を
伴
っ
て
は

い
る
が
、
臣
下
の
私
的
な
行
事
が
天
皇
家
の
盛
儀
に
勝
る
こ
と
を

趣
旨
と
す
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
参
加
者
に
は
一
門
の
高
官
の

み
が
六
人
列
挙
さ
れ
、
　
「
殿
上
人
は
ま
し
て
数
し
ら
ず
」
と
付
加

さ
れ
て
天
皇
家
の
行
事
と
同
じ
方
法
で
盛
大
さ
が
強
調
さ
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ

で
あ
る
（
第
五
「
内
野
の
雪
」
ω
二
八
八
頁
）
。
後
者
に
お
い

て
も
「
昔
の
ふ
る
き
御
幸
ど
も
に
も
、
や
や
た
ち
ま
さ
る
程
」
と

天
皇
家
を
凌
駕
す
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
、
西
園
寺
公
経
の
流
れ
を

汲
む
公
卿
八
人
の
列
記
と
「
殿
上
人
は
三
十
余
人
侍
り
け
り
」

の
一
句
が
添
え
ら
れ
る
（
同
三
〇
二
頁
）
。
久
仁
親
王
（
後
深

草
）
の
立
太
子
の
記
事
の
光
輝
が
外
戚
の
栄
華
に
も
目
を
向
け
さ

せ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
西
園
寺
一
門
の
公
卿
の
み
が
参
集
す
る

壮
観
が
た
し
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
臣
下
の
家
門
隆

盛
が
天
皇
家
を
超
え
る
ほ
ど
に
賛
美
さ
れ
て
い
る
稀
有
な
場
合
で

あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
近
衛
家
の
法
事
、
二
条
家
の
八
講
、
　
一
条

家
の
結
縁
灌
頂
、
鷹
司
家
の
法
事
な
ど
が
略
記
さ
れ
る
。
貴
族

が
主
催
し
、
皇
室
が
ま
っ
た
く
関
与
し
な
い
行
事
が
数
多
く
記
載

さ
れ
る
点
に
十
九
巻
本
の
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
女
院

が
主
体
と
な
り
、
か
つ
皇
位
継
承
者
（
上
皇
・
天
皇
・
東
宮
な

ど
）
が
一
切
か
か
わ
ら
な
い
記
事
も
十
九
巻
本
に
偏
在
す
る
。
こ

れ
ら
を
重
く
見
る
と
、
　
『
増
鏡
』
が
皇
位
、
皇
位
継
承
過
程
を

中
心
に
統
括
で
き
る
と
い
う
仮
設
は
成
り
立
ち
難
く
な
る
で
あ
ろ

う
。　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
す
べ
て
十
九
巻
本
特
有
記
事
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
十
九
巻
本
『
増
鏡
』
に
皇
位
継
承

者
が
関
与
し
な
い
行
事
が
収
載
さ
れ
る
傾
向
は
、
十
七
巻
本
と
異

質
な
本
文
を
有
す
る
巻
々
に
関
し
て
だ
け
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

十
七
巻
本
と
共
通
す
る
部
分
は
ま
っ
た
く
事
情
を
異
に
す
る
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
十
七
巻
本
に
依
拠
し
て

『
増
鏡
』
を
把
捉
す
る
場
合
に
は
、
逆
に
、
す
べ
て
の
行
事
に
皇

位
継
承
者
が
か
か
わ
る
と
い
う
一
貫
性
が
相
対
的
に
抽
出
で
き
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
本
稿
の
要
諦
が
あ
る
。

　
な
お
、
伊
藤
敬
氏
ら
に
よ
っ
て
近
年
提
起
さ
れ
る
十
九
巻
本

（
流
布
本
）
原
態
説
は
精
緻
な
論
証
に
基
づ
く
所
説
が
多
く
含
ま

れ
、
看
過
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
鎌
倉
時
代
の
九
勅
撰
集
の
う

ち
『
続
後
撰
集
』
だ
け
が
な
ぜ
か
記
載
さ
れ
な
い
翼
状
を
十
七
巻

本
が
改
修
さ
れ
た
際
に
生
じ
た
欠
落
と
見
な
す
な
ど
、
説
得
力
に

富
む
論
拠
も
多
い
。
し
か
し
、
十
九
巻
本
特
有
の
「
煙
の
末
々
」
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と
い
う
巻
名
が
他
の
巻
名
と
輪
名
方
法
を
異
に
す
る
な
ど
不
都
ム
ロ

な
徴
証
も
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
十
九
巻
本
で
は
摂
関
職

の
叙
任
を
一
貫
し
て
記
す
方
針
が
あ
っ
た
の
が
十
七
巻
本
に
改
修

さ
れ
て
欠
落
が
生
じ
た
と
す
る
伊
藤
氏
の
見
解
に
対
し
て
反
証
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ

提
示
し
た
こ
と
も
あ
る
。
両
系
統
を
め
ぐ
る
争
点
の
中
に
は
、
観

点
を
変
え
る
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
結
果
が
得
ら
れ
る
場
合
も
含

ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
流
転
史
観
が
瀕
著
に
現
れ

る
点
で
十
九
巻
本
の
す
ぐ
れ
た
統
一
性
が
指
摘
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
十
七
巻
本
の
方
が
統
一
性
に
お
い
て
勝
る
と
い
う
見
方
も
成

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
さ

り
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
本
稿
で
提
唱
す
る
皇
位

継
承
史
的
把
捉
方
法
が
正
し
け
れ
ば
、
十
七
巻
本
に
統
一
性
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

め
る
根
拠
の
一
つ
に
は
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
仮

に
十
七
巻
本
が
改
修
本
で
あ
る
と
す
る
と
、
問
題
の
二
巻
だ
け
で

な
く
、
全
巻
に
わ
た
っ
て
明
確
な
方
針
を
も
っ
て
改
稿
さ
れ
て
い

る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
現
存
す
る

両
系
統
に
は
直
接
の
関
係
は
な
く
、
も
っ
と
複
雑
な
改
修
の
経
緯

が
想
定
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
四

　
『
増
鏡
』
の
非
政
治
的
記
事
は
宮
廷
生
活
史
的
性
格
の
主
要
因

と
な
る
だ
け
で
な
く
、
皇
位
継
承
史
的
性
格
の
形
成
に
も
十
分
貢

献
し
て
い
る
。
行
事
、
儀
式
、
情
事
な
ど
の
一
見
皇
位
継
承
過
程

と
無
縁
に
見
え
る
記
事
も
、
実
際
に
は
皇
位
中
心
に
形
成
さ
れ
て

お
り
、
皇
位
継
承
史
の
構
想
に
基
づ
い
て
配
置
さ
れ
て
い
る
と
考

え
て
支
障
が
な
い
。

　
『
増
鏡
』
の
構
想
の
中
心
に
皇
位
が
位
置
す
る
こ
と
を
示
す
徴

証
は
多
方
面
か
ら
抽
出
で
き
る
。
先
行
歴
史
物
語
の
主
役
だ
っ
た

貴
族
階
級
も
皇
位
継
承
過
程
に
呪
縛
さ
れ
、
天
皇
家
惣
領
に
従
属

す
る
形
で
し
か
『
増
鏡
』
世
界
に
登
場
を
許
さ
れ
な
い
点
は
既
述

し
た
。
本
質
的
に
皇
位
に
対
立
す
る
面
を
も
つ
将
軍
の
座
も
、
皇

位
に
準
ず
る
も
の
あ
る
い
は
皇
位
を
補
佐
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ

　
　
ハ
け
レ

て
い
る
。
先
例
を
超
え
る
特
異
な
事
例
の
ほ
と
ん
ど
が
皇
位
に
か

　
　
パ
　

か
わ
る
。
皇
位
を
象
徴
す
る
三
種
の
神
器
へ
の
関
心
の
強
さ
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぞ

か
ら
、
皇
位
の
至
上
性
を
証
明
す
る
意
図
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
皇
位
が
継
承
さ
れ
る
経
緯
に
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
が

傍
証
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
述
べ
た
よ
う
に
、

『
増
鏡
』
の
基
調
を
な
す
対
照
的
な
二
家
系
を
並
立
さ
せ
る
構
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ

は
皇
位
継
承
過
程
に
お
い
て
も
っ
と
も
鮮
明
に
見
い
だ
せ
る
。
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
お
ロ

趣
事
象
の
反
復
に
よ
る
明
暗
の
対
比
も
同
様
で
あ
る
。
予
言
記
事

や
先
例
の
操
作
に
よ
っ
て
脚
色
さ
れ
る
の
も
皇
位
継
承
過
程
で
あ
っ

パ
ま

た
。
皇
位
の
変
転
に
主
要
な
関
心
が
置
か
れ
た
か
ら
こ
そ
後
鳥
羽

院
か
ら
後
醍
醐
帝
ま
で
の
期
鋼
が
歴
史
叙
述
の
対
象
に
選
ば
れ
た

と
思
わ
れ
る
こ
と
も
既
述
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
　
『
増
鏡
』
で
は
皇
位
継
承
過
程
が
極
度

に
重
視
さ
れ
て
い
る
と
見
な
せ
る
で
あ
ろ
う
。
非
政
治
的
記
事

も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
孤
立
し
て
独
自
に
宮
廷
文
化
を
誇
示
す
る
か
に

見
え
な
が
ら
も
、
　
『
増
鏡
』
全
体
の
構
想
上
は
皇
位
継
承
史
と
い

う
機
軸
の
周
辺
に
整
然
と
配
備
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ

る
。
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注
（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
n
）

（
1
2
）

　
黒
田
俊
雄
「
分
裂
す
る
天
皇
家
」
　
（
同
著
『
蒙
古
襲
来
』
日
本

の
歴
史
8
、
昭
4
0
、
中
央
公
論
社
刊
）
参
照
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
の
世
界
一
「
皇
位
継
承
」
の
意
義
を
め
ぐ
っ

て
一
」
　
（
『
日
本
文
芸
論
叢
』
二
号
、
昭
5
8
・
3
）
。

　
和
田
英
松
「
増
鏡
の
研
究
」
　
（
『
日
本
文
学
講
座
』
三
巻
、
昭

9
、
改
造
社
刊
。
同
著
『
重
修
増
鏡
詳
解
』
〈
昭
1
0
、
明
治
書
院

刊
V
・
『
国
史
説
苑
』
〈
昭
1
4
、
明
治
書
院
刊
V
に
再
録
）
な
ど
。

　
石
井
順
子
「
増
鏡
の
性
格
」
　
（
『
国
文
』
七
号
、
昭
3
2
・
7
）

な
ど
。

　
松
村
博
司
著
『
歴
史
物
語
』
　
（
昭
3
6
、
塙
書
房
刊
）
初
版
二
七

三
～
二
七
五
頁
、
改
訂
版
二
八
八
～
二
九
〇
頁
。

　
『
増
鏡
』
　
（
十
七
巻
本
）
の
本
文
は
、
時
枝
誠
記
・
木
藤
才
蔵

校
注
「
増
鏡
」
　
（
『
神
皇
正
統
記
・
増
鏡
』
日
本
古
典
文
学
大
系

8
7
、
昭
4
0
、
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
る
。

木
藤
才
蔵
「
『
増
鏡
』
の
構
想
と
叙
述
」
　
（
『
国
語
と
国
文
学
』

三
八
巻
六
号
、
昭
3
6
・
6
。
後
に
同
著
『
中
世
文
学
試
論
』
〈
昭

5
9
、
明
治
書
院
刊
V
に
再
録
）
参
照
。

　
木
藤
才
蔵
前
掲
論
文
（
7
）
、
前
掲
拙
稿
（
2
）
な
ど
参
照
。

伊
藤
敬
著
『
増
鏡
考
説
－
流
布
本
考
1
』
　
（
平
4
、
新
典
社
刊
）

三
四
二
頁
参
照
。

　
（
7
）
に
同
じ
。

　
伊
藤
敬
著
前
掲
書
（
9
）
三
一
二
～
三
四
六
頁
参
照
。

　
こ
れ
は
『
大
鏡
』
で
挿
話
を
も
っ
て
重
視
さ
れ
る
女
性
が
原
則

と
し
て
帝
・
東
宮
の
后
妃
に
限
ら
れ
る
点
に
符
号
す
る
。
と
も
に

（
1
3
）

（　　　（

1514
　　））

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（　　　　　　　　　（

21　　20
）　　　　　　　　　　）

皇
位
継
承
候
補
者
を
産
出
す
る
存
在
と
し
て
の
女
性
に
注
目
し
て

い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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
1
」
　
（
『
日
本

文
芸
論
叢
』
一
号
、
昭
5
7
・
3
）
参
照
。

　
臣
下
と
の
不
祥
事
の
前
に
「
初
め
は
御
お
ぼ
え
あ
る
や
う
な
り

し
か
ど
、
次
第
に
か
れ
ム
Y
な
る
御
事
に
て
、
御
ひ
と
り
寝
が
ち

な
り
。
」
と
亀
山
院
の
寵
愛
が
衰
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
、
展
開

を
た
す
け
て
い
る
（
二
五
八
頁
）
。

　
前
掲
拙
稿
（
2
）
参
照
。

　
木
藤
才
蔵
「
『
増
鏡
』
に
及
ぼ
し
た
平
家
物
語
の
影
響
」

（
『
国
文
目
白
』
六
号
、
昭
4
2
・
2
。
同
署
前
掲
書
く
7
V
に
再

録
）
参
照
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
に
み
ら
れ
る
宮
廷
貴
族
諸
流
の
盛
衰
－
外
戚

か
ら
近
臣
へ
一
」
　
（
『
国
語
教
育
論
叢
』
一
号
、
平
3
・
9
）
参

照
。　

（
1
6
）
に
同
じ
。

　
（
1
6
）
に
同
じ
。

　
宮
内
三
二
郎
「
増
鏡
と
西
園
寺
家
－
増
鏡
は
西
園
寺
家
々
門
史

で
も
あ
る
一
」
　
（
『
国
語
国
文
薩
摩
路
』
一
六
号
、
昭
4
7
．
1
。

同
署
『
と
は
ず
が
た
り
・
徒
然
草
・
増
鏡
新
見
』
〈
昭
5
2
、
明
治

書
院
刊
V
に
再
録
）
な
ど
。

　
森
茂
暁
著
『
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
』
　
（
平
3
、
思
文
閣
出
版

刊
）
な
ど
参
照
。

　
井
上
宗
雄
「
『
増
鏡
』
と
和
歌
」
　
（
山
岸
徳
平
他
編
『
大
鏡
・

増
鏡
』
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
一
四
巻
、
昭
5
1
、
角
川
書
店
刊
）
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30　　　　　29　28　　　　　27
）　　　　　　　　　）　　　）　　　　　　　　　）

（　　　（

3231
）　　　）

な
ど
参
照
。

　
深
津
睦
夫
「
『
増
鏡
』
の
勅
撰
集
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
『
皇

学
館
論
叢
』
一
五
巻
四
号
、
昭
5
7
・
8
）
。

　
深
津
睦
夫
「
『
増
鏡
』
一
「
王
法
仏
法
相
依
論
」
一
」
　
（
『
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
七
巻
一
二
号
、
平
4
・
1
2
）
参
照
。

　
十
九
巻
本
『
増
鏡
』
の
本
文
は
、
井
上
宗
雄
著
『
増
鏡
（
上
．

中
）
』
　
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
昭
5
4
・
5
8
刊
）
所
収
の
「
増
補
本

系
本
文
」
に
よ
る
。

　
伊
藤
敬
「
続
『
増
鏡
』
流
布
本
考
」
　
（
『
藤
女
子
大
学
国
文
学

会
雑
誌
』
三
一
号
、
昭
5
8
・
6
）
、
同
著
前
掲
書
（
9
）
一
五
三

～
一
六
三
頁
な
ど
。

　
松
村
博
司
前
掲
書
（
5
）
初
版
二
八
二
頁
、
吉
岡
幹
子
コ
条

冬
良
と
『
増
鏡
』
」
　
（
『
後
藤
重
郎
教
授
停
年
退
官
記
念
国
語
国

文
学
論
集
』
昭
5
9
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
刊
）
な
ど
。

　
前
掲
拙
稿
（
1
6
）
。
た
だ
し
、
伊
藤
氏
の
前
掲
書
（
9
）
で
は

再
び
同
様
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
て
、
拙
論
と
対
立
す
る
。

　
伊
藤
敬
前
掲
書
（
9
）
な
ど
。

　
深
津
睦
夫
前
掲
論
文
（
2
3
）
の
注
に
「
現
存
本
の
形
と
し
て
は

十
七
巻
本
の
方
が
筋
が
通
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
と
あ
る
。

　
高
橋
宏
幸
「
増
鏡
論
」
　
（
『
史
料
と
研
究
』
四
号
、
昭
5
0
．
6
）

は
、
十
九
巻
本
系
原
態
説
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
西
園
寺

家
の
栄
華
を
強
調
す
る
十
九
巻
本
特
有
記
事
に
つ
い
て
は
、
　
「
偏
っ

た
記
述
」
と
見
な
し
、
十
七
巻
本
の
方
に
統
一
性
を
認
め
て
い
る
。

　
前
掲
拙
稿
（
2
）
参
照
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
に
お
け
る
過
去
と
現
在
一
「
先
例
」
の
機
能

（
3
3
）

（
3
4
）

（
3
5
）

（
3
6
）

（
3
7
）

に
つ
い
て
一
」
　
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
二
四
巻
二
号
、

人
文
・
社
会
科
学
、
平
2
・
1
2
）
参
照
。

　
佐
藤
勢
紀
子
「
『
増
鏡
』
の
皇
位
継
承
観
－
三
種
の
神
器
を
め

ぐ
っ
て
一
」
　
（
源
了
圓
他
編
『
国
家
と
宗
教
　
日
本
思
想
史
論
集
』

平
4
、
思
文
閣
出
版
刊
）
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
の
基
調
一
二
家
系
対
照
と
明
暗
循
環
の
構
図

1
」
　
（
『
文
芸
研
究
』
一
二
八
集
、
平
3
・
9
）
．
「
『
増
鏡
』

と
両
統
問
題
」
　
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
二
五
巻
、
人
文
．

社
会
科
学
、
平
3
・
1
2
）
。

　
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
1
」
　
（
『
菊
田
茂
男
教
授
退
官
記
念
　
日
本
文
芸

の
潮
流
』
平
5
、
桜
楓
社
、
刊
行
予
定
）
。

　
拙
稿
「
『
増
鏡
』
の
予
言
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
『
島
根
大
学

教
育
学
部
紀
要
』
二
六
巻
、
人
文
・
社
会
科
学
、
平
4
．
1
2
）
お

よ
び
前
掲
拙
稿
（
3
2
）
参
照
。

　
拙
稿
「
歴
史
物
語
の
系
譜
と
『
増
鏡
』
1
継
承
性
と
自
律
性
の

観
点
か
ら
一
」
　
（
『
島
大
国
文
』
二
〇
号
、
平
3
．
1
2
）
．

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

平
4
・
3
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
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