
『
増
鏡
』
に
み
ら
れ
る
宮
廷
貴
族
諸
流
の
盛
衰

外
戚
か
ら
近
臣
へ

福
　
田
　
景
　
道

　
　
　
　
　
　
一

　
『
増
鏡
』
は
武
家
優
勢
の
時
代
の
公
家
社
会
を
対
象
と
す
る
。

そ
れ
は
か
っ
て
の
王
朝
貴
族
が
隆
盛
を
誇
っ
た
時
代
と
は
隔
絶
し

て
、
公
家
勢
力
の
退
潮
が
著
し
い
社
会
で
あ
っ
た
。
し
か
も
『
増

鏡
』
に
お
い
て
関
東
の
武
家
政
権
に
対
抗
し
得
る
の
は
「
治
天
の

君
」
（
政
治
上
の
実
権
を
も
つ
上
皇
や
天
皇
）
の
み
で
あ
っ
て
、

摂
政
関
白
や
有
力
公
卿
は
も
は
や
宮
廷
社
会
の
代
表
者
で
は
な
か

　
　
　
　
　
　
ユ
ロ

つ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
宮
廷
社
会
最
大
の
関
心
事
と
も
言
え
る

皇
位
継
承
に
貴
族
諸
家
が
能
動
的
に
対
処
す
る
場
面
も
皆
無
に
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
政
治
的
影
響
力
を
著
し
く
減
退
さ
せ
た
存
在
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

る
と
し
て
も
、
『
増
鏡
』
中
に
は
か
な
り
頻
繁
に
宮
廷
貴
族
層
の

動
向
が
描
出
さ
れ
る
。
ま
ず
目
に
着
く
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
宮
廷

行
事
・
儀
式
が
描
写
さ
れ
る
際
に
、
参
加
し
た
貴
族
の
本
名
や
官

職
名
が
か
な
り
克
明
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
数
名
か

ら
数
十
名
が
淡
々
と
列
挙
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
羅
列
の
弊

を
厭
わ
な
い
叙
述
態
度
は
他
の
歴
史
物
語
に
は
類
例
が
見
い
だ
し

難
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
列
挙
さ
れ
る
人
物
の
大
部
分
が
貴

族
階
級
に
属
し
、
大
臣
・
公
卿
以
上
の
貴
顕
は
ほ
と
ん
ど
省
略
さ

れ
て
い
な
い
。
『
平
家
物
語
』
の
「
公
卿
揃
」
な
ど
の
影
響
も
無

　
　
　
　
　
ハ
　
レ

視
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
『
増
鏡
』
が
典
拠
と
し
た
資
料
に

す
で
に
実
名
が
列
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
忠
実
に
転
載
し
た
結

果
で
あ
ろ
う
。
そ
の
転
載
の
過
程
に
人
名
が
そ
れ
ほ
ど
省
略
さ
れ

な
か
っ
た
の
は
、
『
増
鏡
』
の
記
録
的
性
格
に
基
く
と
も
思
わ
れ

る
し
、
儀
式
の
壮
麗
だ
っ
た
事
実
を
数
に
よ
っ
て
証
明
す
る
た
め

で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
と
に
か
く
『
増
鏡
』
に

お
い
て
個
々
の
廷
臣
が
完
全
に
看
過
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
は
確
認
で
き
る
。

　
ま
た
、
『
増
鏡
』
に
は
皇
位
継
承
者
の
決
定
が
有
力
皇
胤
の
明

暗
を
峻
別
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
、
そ
こ
に
、
生
滅
流
転
の
歴
史
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
運
命
の
変
転
を
体
験
す
る
の

は
皇
統
に
属
す
る
者
だ
け
で
は
な
い
。
帝
や
東
宮
の
人
選
に
対
す

る
影
響
力
の
行
使
は
不
可
能
と
し
て
も
、
そ
の
人
選
が
臣
下
の
運

命
を
左
右
し
な
い
は
ず
は
な
い
。
あ
る
皇
統
に
自
家
の
存
亡
を
ゆ

だ
ね
て
い
た
廷
臣
は
皇
位
の
移
動
に
伴
う
境
遇
の
反
転
を
免
れ
な
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い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
実
相
を
も
『
増
鏡
』
は
注
視
す
る
。
政
権
交

代
に
伴
っ
て
「
昨
日
ま
で
時
の
花
と
見
え
し
人
々
」
が
失
脚
し
、

「
世
に
年
ご
ろ
埋
も
れ
た
り
し
人
々
」
が
顕
職
に
復
帰
し
、
ま
た
、

権
力
の
所
在
地
に
「
人
々
参
り
つ
ど
ふ
」
と
い
う
有
様
が
再
三
に

わ
た
っ
て
表
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
人
々
」
が
上
達
部
．

殿
上
人
を
確
か
に
含
み
、
主
に
公
卿
以
上
の
宮
廷
貴
族
を
表
す
こ

と
は
、
前
後
に
紹
介
さ
れ
る
具
体
的
人
名
か
ら
容
易
に
推
察
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
宮
廷
貴
族
層
の
追
及
は
、
『
増
鏡
』
の
本
質
究
明

に
と
っ
て
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
二

　
『
増
鏡
』
に
は
巻
初
か
ら
月
輪
関
白
兼
実
や
土
御
門
通
親
な
ど

の
権
力
者
が
そ
の
相
貌
の
一
端
を
覗
か
せ
、
定
家
・
良
経
．
宮
内

卿
・
秀
能
・
家
隆
ら
の
歌
才
が
次
々
に
照
射
さ
れ
る
が
、
廷
臣
の

主
役
と
し
て
最
初
に
脚
光
を
浴
び
る
の
は
九
条
道
家
と
言
え
よ

う
。
道
家
は
、
四
代
将
軍
の
父
、
仲
恭
朝
の
摂
政
と
し
て
ま
ず
登

場
し
（
二
七
一
・
二
七
二
頁
）
、
そ
の
後
、
女
樽
子
を
後
堀
河
帝

に
入
内
さ
せ
た
と
き
に
は
、
関
白
と
し
て
不
動
の
権
勢
を
手
中
に

し
て
い
る
（
二
八
四
頁
）
。
関
白
の
座
を
嫡
子
教
実
に
譲
っ
て
か

ら
も
「
わ
が
御
身
は
大
殿
と
て
、
后
宮
（
樽
子
）
の
御
親
な
れ
ば
、

思
ひ
な
し
も
や
ん
事
な
き
に
、
御
子
ど
も
さ
へ
い
み
じ
う
栄
へ
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

さ
ま
、
た
め
し
な
き
ほ
ど
な
り
。
」
（
二
八
五
頁
）
と
一
族
の
栄
達

を
誇
る
。
螺
子
・
教
実
の
ほ
か
に
鎌
倉
将
軍
頼
経
・
天
台
座
主
慈

源
・
三
井
寺
長
吏
行
昭
・
興
福
寺
別
当
円
実
・
仁
和
寺
御
室

　
ハ
ク
ロ

法
助
を
輩
出
し
て
天
下
の
要
職
を
独
占
す
る
栄
華
が
驚
嘆
さ
れ
て

い
る
（
同
）
。
さ
ら
に
、
「
天
の
下
は
さ
な
が
ら
大
殿
（
道
家
）
の

御
心
の
ま
x
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（
二
九
三
頁
）
。
道

家
の
三
男
子
（
教
実
・
良
実
・
実
経
）
が
摂
関
職
を
歴
任
し
た
偉

観
は
、
師
輔
・
兼
家
・
忠
通
の
三
子
摂
徳
の
先
例
が
引
か
れ
て
過

去
の
栄
光
の
時
代
の
再
現
を
思
わ
せ
た
上
で
、
さ
ら
に
わ
ず
か
な

先
例
の
瑕
瑾
が
剔
抉
さ
れ
て
、

　
　
（
以
前
の
三
子
摂
鋒
の
場
合
は
）
い
づ
れ
も
御
末
ま
で
は
御

　
　
は
せ
ざ
り
し
に
、
こ
の
三
所
の
流
れ
た
え
ず
、
久
し
き
藤
波

　
　
に
て
た
ち
栄
へ
給
へ
る
こ
そ
、
た
ぐ
ひ
な
き
や
ん
事
な
さ
な

　
　
め
れ
。
末
の
世
に
も
あ
り
が
た
く
や
侍
ら
ん
。
（
三
〇
二
頁
）

と
『
増
鏡
』
中
で
も
最
大
級
の
賛
辞
が
贈
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
家
の
栄
華
が
『
増
鏡
』
で
か
な
り
重
要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
は
、

以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
一
連
の
摂
関
職
継
承
記
事
か
ら
も
察
知

で
き
る
。

　
第
七
「
北
野
の
雪
」
ま
で
は
摂
関
の
叙
任
の
経
過
は
ほ
ぼ
正
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

に
辿
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
各
叙
任
が

均
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
今
（
土
御
門
帝
治
世
）
の
摂
政
は
、
院
（
後
鳥
羽
院
）
の
御

　
　
時
の
関
白
基
通
の
大
臣
。
そ
の
後
は
後
京
極
殿
良
経
と
き
こ
え

　
　
給
し
、
い
と
久
し
く
お
は
し
き
。
此
大
臣
は
い
み
じ
き
歌
の

　
　
聖
に
て
、
（
下
略
）
（
二
五
四
頁
）

　
こ
の
後
に
は
、
後
鳥
羽
院
と
「
お
な
じ
御
心
」
で
和
歌
に
親
し

む
摂
政
良
経
が
、
『
新
古
今
集
』
撰
進
事
業
で
も
極
め
て
重
要
な

働
き
を
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
あ
る
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摂
関
叙
任
記
事
は
そ
れ
自
体
に
主
眼
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
和
歌

の
道
に
お
け
る
良
経
の
功
績
の
記
事
に
叙
述
を
導
く
役
割
を
果
た

す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
『
新
古
今
集
』
撰
集
の
偉
業
を

導
き
出
す
契
機
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

そ
の
良
経
任
摂
政
の
こ
と
に
さ
ら
に
付
随
し
て
近
衛
基
通
が
関
白

・
摂
政
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
も

成
り
立
つ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
以
前
の
箇
所
に
基
通
の
摂

関
職
の
こ
と
が
編
年
ど
お
り
に
記
さ
れ
て
い
て
も
よ
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
い
と
久
し
く
お
は
し
き
」
と
明
記

さ
れ
る
良
経
よ
り
も
基
通
の
摂
政
在
任
期
間
の
方
が
実
は
長
い
の

　
　
　
　
ロ

で
あ
る
。
歌
人
良
経
に
比
較
し
て
、
基
通
へ
の
注
目
度
が
低
い
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
二
人
以
上
の
摂
関
就
任
が
同
時

に
記
載
さ
れ
る
場
合
は
、
一
人
の
就
任
に
付
随
し
て
他
の
就
任
が

遡
っ
て
記
さ
れ
る
傾
向
が
指
摘
で
き
る
。
す
べ
て
の
摂
関
職
叙
任

に
同
等
に
関
心
が
持
た
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
ほ
ど
は
、
家
実
の
大
臣
関
白
に
て
お
は
し
つ
れ
ど
、
御

　
　
譲
位
の
と
き
、
左
大
臣
道
家
の
大
臣
、
摂
政
に
な
り
給
。
（
二

　
　
七
二
頁
）
・

　
　
嘉
禎
三
年
よ
り
は
、
岡
の
屋
の
大
臣
兼
経
、
摂
政
に
て
い
ま

　
　
せ
し
か
ば
、
そ
の
ま
x
に
、
今
の
御
代
の
は
じ
め
も
関
白
と

　
　
き
こ
え
つ
れ
ど
も
、
三
月
廿
五
日
、
左
の
大
臣
良
実
に
わ
た

　
　
り
ぬ
。
こ
の
殿
も
、
光
明
峯
寺
殿
（
道
家
）
の
御
二
郎
君
な

　
　
り
。
（
二
九
六
・
二
九
七
頁
）

　
こ
の
二
例
で
は
近
衛
家
実
・
兼
経
父
子
が
付
随
的
で
あ
る
。
九

条
道
家
・
良
実
父
子
の
摂
政
関
白
就
任
が
近
衛
家
の
二
人
の
そ
れ

よ
り
も
明
ら
か
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
こ
の
程
は
光
明

峯
寺
殿
道
家
又
関
白
に
て
お
は
す
る
。
」
（
二
八
四
頁
）
の
一
文
が
、

道
家
女
噂
子
が
父
の
威
光
を
背
景
に
前
関
白
家
実
女
を
圧
倒
し
て

天
皇
の
寵
愛
を
独
占
す
る
根
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
る
例
も
あ

る
。
家
実
女
が
一
時
と
き
め
い
た
と
い
う
記
述
は
あ
っ
て
も
結
局

は
道
家
女
の
光
輝
を
引
き
立
て
て
し
ま
う
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
摂

政
教
実
の
早
世
が
惜
し
ま
れ
な
が
ら
も
道
家
の
三
度
執
政
の
栄
誉

が
賞
賛
さ
れ
（
二
八
九
頁
）
、
道
家
の
三
男
実
経
の
摂
政
就
任
は

前
述
の
三
兄
弟
摂
鋒
の
壮
観
賛
美
の
一
節
を
導
き
（
三
〇
二
頁
）
、

良
実
・
実
経
の
摂
関
職
還
任
も
確
実
に
記
録
さ
れ
み
（
三
二
二
・

三
二
四
頁
）
。
こ
の
父
子
四
人
の
経
歴
に
限
る
と
、
教
実
が
関
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
ロ

か
ら
摂
政
へ
転
じ
た
事
実
と
実
経
の
わ
ず
か
二
日
間
の
関
白
職
と

の
二
件
が
『
増
鏡
』
に
見
い
だ
せ
な
い
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
九
条
道
家
と
そ
の
三
男
子
の
摂
関
歴
任
は
、
一
家
の
栄
達
ぶ

り
が
称
揚
さ
れ
る
の
に
伴
っ
て
、
叙
任
の
事
実
が
原
則
と
し
て
看

過
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
近
衛
流
の
摂
関
職
は
か
な
り
省
筆
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤

敬
氏
は
土
御
門
朝
以
降
「
北
野
の
雪
」
ま
で
の
摂
関
は
流
布
本
系

（
十
九
巻
本
系
）
本
文
で
は
完
全
に
、
古
本
系
（
十
七
巻
本
系
）

で
は
近
衛
兼
経
・
基
平
父
子
の
各
一
回
を
除
い
て
洩
れ
な
く
記
載

　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
ロ

さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
帝
の
成
長
に
応
じ
て
摂

政
が
関
白
に
移
っ
た
り
、
新
帝
受
禅
の
際
に
前
朝
の
関
白
が
そ
の

ま
ま
摂
政
ま
た
は
関
白
に
と
ど
ま
る
場
合
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な

叙
任
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
近
衛
系
で
は
兼
経
・
基
平
の
他
に
家

実
の
摂
政
と
関
白
、
兼
平
の
摂
政
在
任
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
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と
に
な
る
。
こ
れ
は
十
一
件
中
の
五
件
で
あ
り
、
九
条
系
の
十
件

中
二
件
を
大
き
く
上
回
る
。
近
衛
家
で
記
載
さ
れ
る
の
は
、
基
通

の
摂
政
、
家
実
の
関
白
と
摂
政
両
職
、
兼
経
の
摂
政
と
関
白
、
兼

平
の
関
白
の
六
回
だ
が
、
こ
の
う
ち
基
通
摂
政
・
家
実
摂
政
．
兼

経
摂
関
両
職
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
付
随
的
な
紹
介
に
過

ぎ
ず
、
道
家
父
子
に
比
し
て
存
在
感
に
欠
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

残
る
二
回
の
う
ち
兼
平
の
場
合
は
、

　
　
（
帝
か
ら
女
御
へ
の
消
息
を
）
関
白
書
か
せ
給
け
り
。
（
中

　
　
略
）
又
御
消
息
ま
い
る
。
（
中
略
）
こ
た
み
も
殿
書
か
せ
給

　
　
め
り
。
こ
の
比
、
殿
と
き
こ
ゆ
る
は
、
太
政
大
臣
兼
平
の

　
　
大
臣
、
岡
の
屋
殿
（
兼
経
）
の
御
弟
ぞ
か
し
。
後
に
は
照

　
　
念
院
殿
と
申
た
り
。
御
手
勝
れ
て
め
で
た
く
書
か
せ
給
し

　
　
よ
。
（
ゴ
二
一
～
三
二
一
頁
）

と
い
う
も
の
で
、
前
出
の
良
経
の
歌
道
と
同
様
に
能
筆
を
も
っ
て

注
目
さ
れ
て
い
る
。
帝
と
女
御
と
の
交
情
や
才
能
賞
賛
に
付
随
し

な
け
れ
ば
、
兼
平
の
関
白
職
就
任
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
近
衛
家
関
係
で
最
後
に
残
っ
た
の
は

承
久
の
乱
後
の
家
実
の
叙
任
記
事
で
あ
る
。

　
　
家
実
の
大
臣
、
又
摂
政
に
な
り
返
ら
せ
給
て
、
よ
ろ
づ
を
き

　
　
て
の
給
も
、
さ
ま
ぐ
に
引
か
へ
た
る
世
な
り
か
し
．
（
二

　
　
八
三
頁
）

と
あ
っ
て
、
簡
潔
な
が
ら
家
実
の
権
勢
奪
回
の
様
子
が
窺
え
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
「
さ
ま
ぐ
に
ひ
き
か
へ
た
る
世
」
に
な
っ
た

こ
と
を
示
す
一
連
の
記
事
の
一
部
分
を
形
成
す
る
と
も
考
え
ら

れ
、
九
条
家
の
場
合
に
比
べ
て
摂
関
職
そ
の
も
の
へ
の
関
心
度
は

高
く
な
い
。
九
条
家
や
後
鳥
羽
院
側
か
ら
の
視
座
で
、
変
転
す
る

政
局
を
慨
嘆
す
る
姿
勢
も
看
取
で
き
る
。
な
お
、
十
七
巻
本
に
な

い
兼
経
と
基
平
の
叙
任
が
十
九
巻
本
系
に
は
記
さ
れ
る
と
い
う
伊

　
　
　
　
　
ぼ
ロ

藤
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
兼
経
の
場
合
は
「
岡
屋
殿
の
摂
政
の
御

程
也
」
と
割
注
の
形
で
示
さ
れ
て
い
て
、
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に

問
題
が
あ
る
。
問
題
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
筆
致
か
ら
は
叙
任

の
記
録
に
目
的
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
こ
う
し
て
、
十
九
巻
本
系
の
み
に
あ
る
基
平
の
任
関
白
記
事
を

唯
一
の
例
外
と
し
て
、
「
北
野
の
雪
」
ま
で
の
近
衛
流
の
摂
関
職

は
そ
れ
自
体
が
注
目
さ
れ
る
場
合
は
皆
無
に
近
い
と
い
う
こ
と
に

　
　
は
ロ

な
る
。
そ
う
す
る
と
、
九
条
流
の
場
合
も
道
家
の
栄
華
に
関
連
し

て
特
筆
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
摂
関
職
一
般
が
重
視
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
と
見
な
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
道
家
の
三
度
執

政
や
三
兄
弟
摂
鋒
が
賛
嘆
さ
れ
る
の
も
結
局
は
道
家
一
門
流
の
繁

栄
が
摂
関
職
独
占
に
具
現
す
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い

換
え
れ
ば
、
摂
関
の
地
位
や
そ
の
移
動
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
な

く
、
摂
関
に
託
し
て
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
道
家
と
そ
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ロ

子
の
栄
進
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
道
家
の

実
父
良
経
の
叙
任
記
事
で
さ
え
も
摂
政
職
の
権
勢
に
は
主
眼
が
な

か
っ
た
。
『
増
鏡
』
に
捉
え
ら
れ
る
道
家
の
栄
華
の
範
囲
に
良
経

の
業
績
は
含
ま
れ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
増
鏡
』
の
文
面
か
ら

は
良
経
と
道
家
の
親
子
関
係
は
決
し
て
読
み
取
れ
な
い
。

　
右
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
、
「
北
野
の
雪
」
に
続
く
「
あ
す
か
川
」

以
降
の
摂
関
叙
任
が
ほ
と
ん
ど
省
略
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
傍
証

で
き
る
。
道
家
の
三
男
子
が
摂
関
職
を
継
ぐ
の
は
編
年
の
上
で
は
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「
北
野
の
雪
」
ま
で
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
末
尾
ま
で
、
九
条
流
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ロ

近
衛
流
の
区
別
な
く
大
部
分
の
摂
関
職
が
看
過
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
例
外
的
に
花
園
帝
即
位
の
際
に
鷹
司
冬
平
の
叙
任
が
肯
定

的
に
記
載
さ
れ
て
は
い
る
。

　
　
十
一
月
十
六
日
御
即
位
、
摂
政
後
照
念
院
殿
冬
平
、
今
日
御

　
　
悦
申
あ
り
て
、
や
が
て
行
幸
に
ま
い
り
給
ふ
。
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
。
（
四
〇
九
頁
）

　
こ
の
例
は
、
依
然
と
し
て
摂
関
が
常
置
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
、

昔
な
が
ら
の
宮
廷
の
秩
序
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し

て
、
安
定
政
権
が
築
か
れ
た
と
い
う
印
象
を
も
た
せ
る
点
に
主
旨

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
め
で
た
さ
に
も
か
か
わ
ら

ず
花
園
帝
の
治
世
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
な
い
ま
ま
に
譲
位
を
む
か

え
る
対
照
表
現
（
四
一
二
頁
）
も
こ
の
推
定
を
た
す
け
る
。
反
対

に
、
摂
関
職
に
よ
っ
て
政
情
の
不
安
定
、
生
々
流
転
の
実
相
が
提

示
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
伏
見
帝
の
即
位
後
、
二
条
師
忠
、
近
衛

家
基
、
九
条
忠
教
、
家
基
、
鷹
司
兼
忠
の
順
に
摂
関
職
が
「
い
と

し
げ
う
」
変
転
し
た
と
い
う
記
述
が
そ
れ
で
あ
る
（
三
八
○
頁
）
。

摂
関
自
体
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
な
い
の
が
さ
ら
に
明
白
に
な

る
。　

形
骸
化
し
た
摂
関
職
が
移
動
し
て
も
『
増
鏡
』
の
政
局
に
は
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ロ

と
ん
ど
影
響
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
中
で
、
結
局
道
家
一
門

関
係
に
限
っ
て
は
作
品
中
で
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ

れ
も
一
門
の
顕
栄
を
証
明
す
る
目
的
に
貢
献
す
る
も
の
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
摂
関
職
に
象
徴
さ
れ
る
道
家
一
家
の
躍
進
は
何
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
増
鏡
』
で
は
ま
ず
天

皇
と
の
姻
戚
関
係
締
結
に
成
功
し
た
点
が
強
調
さ
れ
る
。
藻
壁
門

院
樽
子
に
よ
っ
て
後
堀
河
帝
の
後
宮
を
制
圧
し
た
道
家
は
「
后
宮

の
御
親
」
と
し
て
宮
廷
社
会
に
君
臨
す
る
（
二
八
五
頁
）
。
四
条

帝
の
外
祖
父
に
な
っ
て
か
ら
も
孫
女
彦
子
を
帝
に
入
内
さ
せ
て
長

期
政
権
の
足
場
を
築
く
（
二
九
三
頁
）
。
「
天
の
下
は
さ
な
が
ら
大

殿
の
御
心
の
ま
」
」
と
言
わ
れ
る
の
は
こ
の
時
で
あ
る
。
四
条
帝

の
夭
折
は
道
家
流
の
悲
し
み
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
二
九
四
頁
）
。

四
条
朝
の
永
続
は
外
戚
道
家
の
栄
華
の
保
障
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
増
鏡
』
の
歴
史
叙
述
の
対
象
に
な

る
期
間
に
、
摂
関
家
で
帝
の
外
家
に
な
っ
た
の
は
こ
の
時
の
道
家

家
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
摂
関
の
権
勢
の
根
源
を
外
戚
関
係

に
求
め
る
の
は
、
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
以
来
の
伝
統
を
継

受
す
る
一
面
が
『
増
鏡
』
に
も
あ
る
こ
と
に
基
く
の
で
あ
ろ
う
。

将
軍
頼
経
の
父
権
を
重
視
す
る
姿
勢
も
こ
れ
に
近
い
。

　
し
か
し
、
『
増
鏡
』
で
は
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
西
園
寺
公
経

と
の
連
繋
が
道
家
の
権
勢
の
要
件
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
「
（
道
家
の
）
北
の
方
は
公
経
の
大
臣
の
御
女
な
れ
ば
、

ま
し
て
世
の
重
く
な
び
き
奉
る
さ
ま
、
や
ん
ご
と
な
し
。
」
（
二
八

五
頁
）
、
「
北
政
所
の
父
は
、
公
経
の
大
臣
な
れ
ば
、
か
の
殿
と
ひ

と
つ
に
て
、
世
は
弥
御
心
の
ま
x
な
る
べ
し
。
」
（
二
八
九
頁
）
と

繰
り
返
さ
れ
、
西
園
寺
公
経
と
の
姻
戚
関
係
を
道
家
栄
華
の
主
因

と
す
る
姿
勢
さ
え
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
道
家
の
次
に
廷
臣
の
主

役
に
な
る
の
は
こ
の
西
園
寺
家
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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三

　
西
園
寺
を
中
心
と
す
る
北
山
別
荘
の
偉
容
に
起
筆
さ
れ
る
「
内

野
の
雪
」
以
後
、
『
増
鏡
』
で
は
例
外
的
に
多
く
の
紙
幅
が
西
園

寺
家
に
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
比
類
の
な
さ
は
す
で
に
先
行
研
究
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
ロ

よ
っ
て
十
分
に
論
究
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
帝
と
の
姻
戚

関
係
が
特
に
重
視
さ
れ
る
傾
向
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
後
嵯
峨
帝
の
中
宮
に
な
っ
て
い
た
西
園
寺
実
氏
女
姑
子

（
大
宮
院
）
が
里
邸
で
久
仁
親
王
（
後
の
後
深
草
帝
）
を
出
産
す

る
経
緯
が
詳
述
さ
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
少
し
前
に
西
園
寺
を

御
堂
関
白
道
長
の
法
成
寺
に
匹
敵
さ
せ
た
筆
が
、
今
度
は
『
紫
式

部
日
記
』
や
『
栄
花
物
語
』
に
あ
る
道
長
外
孫
敦
成
親
王
（
後
一

条
帝
）
誕
生
の
場
面
を
模
し
て
、
一
家
の
栄
華
を
確
定
的
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
ロ

男
皇
子
誕
生
を
装
飾
す
る
の
で
あ
る
。
宮
廷
貴
族
の
全
盛
期
と
し

て
回
顧
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
道
長
の
権
力
構
造
に
西
園
寺
家
の
立
場

を
同
一
化
す
る
意
図
が
窺
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
実
氏
一
家
は
一
層

の
繁
栄
を
謳
歌
す
る
。
理
想
的
先
例
を
さ
ら
に
凌
駕
す
る
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ロ

栄
華
が
誇
張
さ
れ
る
。
「
来
し
か
た
行
く
す
ゑ
も
た
め
し
あ
ら
じ
」

（
三
一
四
頁
）
と
絶
賛
さ
れ
た
高
野
御
幸
な
ど
の
後
嵯
峨
院
時
代

の
盛
事
が
、
西
園
寺
家
の
栄
耀
と
し
て
も
賛
嘆
さ
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
記
事
が
延
々
と
続
く
。
「
こ
の
家
の
面
目
今
日
に
待
」
（
三
〇

五
頁
）
・
「
た
め
し
な
き
我
身
」
（
三
〇
九
頁
）
と
発
声
す
る
実

氏
の
満
悦
も
表
出
さ
れ
る
。
実
氏
次
女
公
子
（
東
二
条
院
）
の
入

内
、
北
山
准
后
（
実
氏
室
貞
子
）
九
十
の
賀
、
実
兼
女
鐘
子
（
永

福
門
院
）
の
入
内
な
ど
の
西
園
寺
関
係
の
盛
儀
が
異
様
に
詳
し
い
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
外
戚
で
あ
る
こ
と
に
支
え
ら
れ
た
栄

誉
な
の
で
あ
る
。
摂
関
家
の
家
格
を
も
た
な
い
実
氏
が
后
（
公
子
）

・
国
母
（
姑
子
）
の
親
、
帝
（
後
深
草
）
の
祖
父
に
な
る
稀
有
な

栄
え
が
賞
賛
さ
れ
（
ご
二
三
頁
）
、
実
氏
室
が
「
天
の
下
み
な
こ

の
に
ほ
ひ
な
ら
ぬ
人
は
な
し
」
と
言
わ
れ
て
道
長
室
倫
子
に
例
え

ら
れ
（
三
六
八
頁
）
、
大
宮
院
姑
子
が
二
帝
の
母
后
で
あ
る
だ
け

で
な
く
孫
の
後
宇
多
帝
の
治
世
を
も
体
験
す
る
め
で
た
さ
が
道
長

女
彰
子
な
ど
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
国
母
に
も
比
肩
で
き
な
い
と
ま
で

強
弁
さ
れ
る
（
三
六
九
・
三
七
〇
頁
）
。
西
園
寺
家
の
強
靭
な
外

戚
関
係
へ
の
賛
辞
が
執
拗
に
重
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
ロ

っ
て
、
外
戚
関
係
を
唯
一
の
栄
華
の
条
件
と
見
な
す
傾
向
の
あ
る

『
栄
花
物
語
』
『
大
鏡
』
以
来
の
「
世
継
」
の
系
譜
を
、
『
増
鏡
』

が
堅
実
に
継
承
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

　
た
だ
し
、
先
行
の
歴
史
物
語
と
『
増
鏡
』
が
本
質
的
に
異
な
る

点
が
あ
る
。
『
増
鏡
』
に
お
い
て
は
、
外
戚
関
係
の
確
定
は
宮
廷

社
会
を
主
導
す
る
条
件
に
は
な
り
得
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
西
園
寺
家
は
実
は
外
戚
関
係
確
保
の
前
か
ら
す
で
に
権

勢
を
把
握
し
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
徴
証
が
見
い
だ
せ

る
。　

　
君
だ
ち
一
所
下
し
き
こ
え
て
、
将
軍
に
な
し
奉
ら
せ
給
べ
く
、

　
　
公
経
の
大
臣
に
申
の
ぽ
せ
け
れ
ば
、
あ
へ
な
ん
と
思
す
と
こ

　
　
ろ
に
、
九
条
右
大
臣
道
家
の
上
は
、
こ
の
大
臣
の
御
女
な
り
。

　
　
そ
の
御
腹
の
若
君
（
頼
経
）
、
二
に
な
り
給
を
、
下
し
き
こ

　
　
え
ん
と
、
九
条
殿
の
た
ま
へ
ば
、
御
孫
な
ら
ん
も
お
な
じ
こ

　
　
と
と
思
し
て
、
定
め
給
ぬ
。
（
二
七
〇
・
二
七
一
頁
）
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＼

　
源
実
朝
暗
殺
後
の
摂
家
将
軍
実
現
に
際
し
て
、
京
都
政
権
を
代

表
す
る
西
園
寺
公
経
が
、
自
分
の
血
縁
に
連
な
る
と
い
う
理
由
で

九
条
頼
経
を
将
軍
に
定
め
た
、
と
い
う
文
意
で
あ
る
。
こ
の
件
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
オ
ロ

主
導
的
立
場
に
公
経
を
置
く
の
は
『
増
鏡
』
独
自
の
見
解
ら
し
い
。

こ
の
時
大
納
言
に
過
ぎ
な
か
っ
た
公
経
に
そ
こ
ま
で
の
権
限
や
勢

威
が
あ
っ
た
と
見
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
西
園
寺
家
は
公
経
の

父
実
宗
の
頃
か
ら
徐
々
に
頭
角
を
表
し
た
が
、
公
経
の
発
言
が
宮

廷
を
動
か
す
よ
う
に
な
る
の
は
や
は
り
承
久
乱
後
と
し
な
け
れ
ば

　
　
　
ハ
ぬ
ロ

な
ら
な
い
。
ま
た
、
右
の
一
節
か
ら
は
、
後
の
九
条
道
家
の
権
勢

が
公
経
女
を
北
の
方
に
し
た
点
に
依
拠
す
る
事
態
（
二
八
五
・
二

八
九
頁
）
が
す
で
に
こ
の
段
階
で
到
来
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印

象
を
受
け
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
公
経
が
九
条
家
と
結
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
ロ

こ
と
で
台
頭
し
た
事
情
に
も
矛
盾
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
承
久
乱

の
活
躍
や
外
孫
後
深
草
帝
の
践
祚
を
待
た
な
い
で
も
西
園
寺
家
は

相
当
の
権
力
を
有
し
て
い
た
と
い
う
理
解
が
『
増
鏡
』
の
叙
述
の

根
底
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
態
度
は
西
園
寺
家
の
権
威

失
墜
後
に
も
同
様
に
見
い
だ
せ
る
。
元
弘
の
後
醍
醐
帝
挙
兵
失
敗

後
に
行
わ
れ
た
光
厳
帝
受
禅
時
の
「
西
園
寺
大
納
言
公
宗
に
事
の

よ
し
申
て
、
春
宮
御
位
に
即
き
給
。
」
（
四
五
四
頁
）
と
い
う
一
文

で
あ
る
。
西
園
寺
の
家
名
は
略
さ
れ
な
い
。
こ
の
頃
の
西
園
寺
家

は
関
東
申
次
の
特
権
を
ほ
と
ん
ど
活
用
で
き
な
く
な
っ
て
い

　
ハ
ハ
ロ

た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
増
鏡
』
で
は
依
然
と
し
て
枢
要

な
立
場
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
結
果
に
な
る
。

　
つ
ま
り
、
『
増
鏡
』
の
西
園
寺
一
統
は
、
外
戚
に
な
る
か
否
か

を
最
重
要
な
関
心
事
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
、
終

始
一
貫
し
て
権
力
を
保
持
し
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

権
勢
を
背
景
に
こ
の
家
は
天
皇
の
外
戚
に
な
る
の
が
当
為
の
よ
う

に
扱
わ
れ
る
。
永
福
門
院
鐘
子
（
実
兼
女
）
と
広
義
門
院
寧
子
（
公

衡
女
）
が
そ
れ
ぞ
れ
後
伏
見
帝
と
花
園
帝
の
准
母
と
し
て
国
母
の

地
位
を
手
中
に
し
（
三
九
七
・
四
〇
九
頁
）
、
光
厳
帝
妃
に
な
っ

た
実
衡
女
が
当
然
立
后
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
（
四
七
七
頁
）
、

関
東
調
伏
の
祈
薦
を
隠
す
た
め
と
言
わ
れ
る
後
醍
醐
帝
中
宮
禧
子

（
実
兼
女
）
の
懐
妊
に
さ
え
皇
子
誕
生
を
期
待
す
る
（
四
三
九
頁
）
。

こ
の
よ
う
な
疑
似
的
外
戚
関
係
が
こ
の
家
の
も
の
に
限
っ
て
着
実

に
記
し
止
め
ら
れ
る
。
『
増
鏡
』
の
西
園
寺
家
は
常
に
権
勢
家
で

あ
り
、
外
家
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
に
支
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
真
の
外
戚
関
係
が
完
成
し
た
場
合
に
は
そ

の
権
勢
に
輝
き
が
加
わ
り
、
栄
華
が
賛
美
さ
れ
る
。
同
じ
よ
う
に

外
戚
に
な
る
こ
と
に
成
功
し
て
も
、
洞
院
家
や
堀
川
家
が
そ
れ
ほ

ど
の
権
勢
が
獲
得
で
き
な
い
旨
が
記
さ
れ
る
の
と
対
照
的
で
あ

る
。　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
権
勢
が
何
に
基
づ
く
の
か
、
い
か
に
し

て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
遂
に
言
及
さ
れ

な
い
。
そ
の
卓
越
し
た
処
世
術
以
上
に
、
関
東
申
次
の
地
位
を
世

襲
的
に
占
有
し
た
点
、
す
な
わ
ち
武
家
政
権
に
親
近
し
た
点
に
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

そ
西
園
寺
家
の
勢
威
の
源
泉
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
に
、
『
増

鏡
』
は
そ
の
こ
と
に
は
一
切
触
れ
な
い
。
皇
位
継
承
に
鎌
倉
幕
府

が
干
渉
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
明
記
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
に
大

き
く
関
与
し
た
は
ず
の
関
東
申
次
の
職
権
が
完
全
に
黙
殺
さ
れ
る

の
は
著
し
い
偏
向
で
あ
ろ
う
。
廷
臣
の
武
家
政
権
と
の
関
係
が
隠
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パ
ぶ
レ

蔽
さ
れ
る
の
は
『
増
鏡
』
の
顕
著
な
特
色
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
西
園
寺
家
の
全
体
像
を
知
る
上
に
最
も
大
き
な
障
害
と
な

る
。　

『
増
鏡
』
が
歴
史
叙
述
の
対
象
に
選
ん
だ
百
五
十
余
年
間
に
は
、

宮
廷
貴
族
以
外
の
外
戚
は
出
現
し
な
か
っ
た
。
平
清
盛
が
安
徳
帝

の
外
祖
父
で
あ
っ
た
の
は
前
代
に
属
す
る
。
外
戚
関
係
を
希
求
し

た
源
頼
朝
の
後
宮
政
策
は
頓
挫
し
た
。
と
に
か
く
、
旧
時
代
以
来

の
貴
族
世
界
に
外
戚
の
権
益
は
維
持
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
外
戚
関
係
を
重
視
す
る
こ
と
は
王
朝
盛
時
の
宮
廷
社

会
の
秩
序
の
持
続
を
確
認
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
西
園
寺
の
外
戚
関
係
が
表
面
化
し
て
、
武

家
の
勃
興
を
端
的
に
反
映
す
る
関
東
申
次
が
沈
潜
し
て
文
面
に
現

れ
な
い
こ
と
が
納
得
で
き
る
。
同
様
に
摂
政
・
関
白
の
座
も
武
家

に
侵
犯
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
摂
関
職
独
占
が
道
家
一

門
の
栄
華
の
徴
証
に
な
り
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
西
園
寺
家
の

外
戚
関
係
や
九
条
家
の
摂
関
職
が
貴
族
の
栄
光
の
時
代
を
鮮
明
に

再
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
王
朝
盛
時
と
同
質
な
世
界
だ
け
を
叙

述
の
対
象
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
『
増
鏡
』
の
基
本
姿
勢
が
瞥
見

で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
摂
関
時
代
的
栄
光
が
持
続
し
て
い
る
と
認
定
さ

れ
る
と
き
に
、
『
増
鏡
』
の
権
臣
は
脚
光
を
浴
び
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
摂
関
家
や
西
園
寺
家
の
よ
う
に
確
固
と
し
た
基
盤
を
保

有
で
き
な
い
廷
臣
が
宮
廷
社
会
の
大
多
数
を
占
め
て
い
た
点
も
留

意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
び
レ

　
系
図
の
文
章
化
が
『
栄
花
物
語
』
の
一
要
素
だ
っ
た
。
『
大
鏡
』

や
『
今
鏡
』
の
主
要
部
分
は
系
図
そ
の
も
の
を
機
軸
に
し
て
成
り

立
っ
て
い
た
。
先
行
歴
史
物
語
は
上
級
貴
族
の
家
系
を
顕
現
さ
せ

る
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
増
鏡
』

か
ら
厖
大
に
登
場
す
る
貴
族
諸
流
の
系
図
を
本
文
か
ら
読
み
取
る

こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
各
種
の
盛
儀
に
各
家
か
ら
多
数
の
参
列

者
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
示
さ
れ
て
も
、
個
々
の
廷
臣
の
立
場
を
支

え
る
出
自
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
西
園
寺
の

家
系
が
重
視
さ
れ
た
り
、
摂
政
関
白
経
験
者
の
所
属
す
る
家
が
呼

称
な
ど
か
ら
判
明
す
る
の
は
、
重
層
的
な
外
戚
関
係
を
も
つ
家
門

や
廟
堂
の
首
座
を
代
々
継
承
す
る
家
系
が
こ
の
時
代
に
も
な
お
存

続
し
て
い
る
こ
と
を
誇
示
す
る
意
図
に
直
結
す
る
。
西
園
寺
の
家

名
以
外
に
も
、
外
戚
関
係
に
関
連
し
て
、
土
御
門
・
花
山
院
・
堀

川
な
ど
の
清
華
家
・
大
臣
家
相
当
の
家
名
が
頻
出
す
る
こ
と
も
あ

る
。
過
去
の
追
懐
が
一
部
の
家
系
を
顕
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
以
外
の
大
部
分
の
廷
臣
は
、
数
の
上
で
は
宮
廷
の
主
要
な
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
ロ

員
で
あ
る
の
に
、
所
属
す
る
家
門
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
い
。

　
源
有
房
は
亀
山
院
妃
倫
子
女
王
と
の
恋
愛
物
語
と
内
大
臣
栄
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ル
ロ

で
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
。
邦
良
東
宮
践
祚
運
動
の
た
め
に
下
っ

た
鎌
倉
の
地
で
東
宮
の
急
死
を
知
っ
て
剃
髪
す
る
悲
劇
の
主
人
公

は
六
条
中
納
言
有
忠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
有
房
の
嫡
子
が
有
忠

で
あ
る
こ
と
は
『
増
鏡
』
の
文
面
か
ら
は
到
底
読
み
取
れ
な
い
。

そ
の
有
忠
の
男
子
が
後
醍
醐
帝
の
隠
岐
配
流
に
同
行
し
た
千
種
忠
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ウ

顕
で
あ
る
こ
と
に
も
『
増
鏡
』
の
関
心
は
ま
っ
た
く
及
ば
な
い
。

『
増
鏡
』
の
方
針
は
明
白
で
あ
る
。
た
だ
し
、
例
外
的
に
大
納
言

昇
進
を
上
限
と
す
る
家
格
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　
　
こ
の
御
使
ひ
の
賞
に
や
、
宣
房
、
大
納
言
に
な
さ
れ
ぬ
。
い

　
　
と
い
み
じ
き
幸
ひ
也
。
親
は
三
位
ば
か
り
に
て
入
道
し
て
き
。

　
　
子
ど
も
な
ど
さ
え
い
と
き
よ
げ
に
て
、
あ
ま
た
あ
め
り
。
（
四

　
　
三
二
頁
）

　
　
勧
修
寺
の
殿
ば
ら
、
昔
よ
り
近
衛
司
な
ど
に
は
な
ら
ぬ
こ
と

　
　
に
て
あ
り
つ
れ
ど
、
内
（
後
醍
醐
帝
）
の
御
め
の
と
吉
田
の

　
　
大
納
言
定
房
、
過
ぎ
に
し
こ
ろ
従
一
位
し
て
、
い
と
め
づ
ら

　
　
し
く
め
で
た
け
れ
ば
、
今
は
上
臈
と
ひ
と
し
き
に
や
、
幼
き

　
　
子
の
宗
房
と
い
ふ
も
少
将
に
な
さ
る
。
（
四
四
一
頁
）

　
　
さ
て
も
日
野
の
大
納
言
俊
光
と
い
ひ
し
は
、
文
保
の
比
、
は

　
　
じ
め
て
大
納
言
に
な
り
に
し
を
、
い
み
じ
き
こ
と
に
時
の
人

　
　
い
ひ
騒
ぐ
め
り
し
に
、
そ
の
子
、
こ
の
ご
ろ
、
院
（
後
伏
見

　
　
院
）
の
執
権
に
て
資
名
と
云
。
又
大
納
言
に
な
り
ぬ
。
め
で

　
　
た
く
度
を
さ
へ
重
ね
ぬ
る
、
い
と
い
み
じ
か
め
り
。
前
の
御

　
　
代
に
も
、
定
房
一
品
し
、
宣
房
大
納
言
に
な
さ
れ
な
ど
せ
し

　
　
を
ば
、
か
う
ざ
ま
に
ぞ
人
思
い
ふ
め
り
し
。
（
四
七
六
．
四

　
　
七
七
頁
）

　
い
ず
れ
に
も
、
帝
・
院
の
寵
遇
に
よ
っ
て
家
格
の
制
約
を
克
服

し
て
の
躍
進
が
驚
嘆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
地
位
が
一
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
レ

終
わ
ら
な
い
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

治
天
下
に
登
用
さ
れ
た
近
臣
の
家
門
の
存
在
が
無
視
で
き
な
か
っ

た
こ
と
が
、
後
醍
醐
朝
を
中
心
に
比
較
的
新
し
い
時
代
に
認
め
ら

れ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
は
後
醍
醐
帝
周
辺
に
「
め
の
と
」
が
頻
出
す
る
点

に
符
合
す
る
。
こ
こ
に
言
う
「
め
の
と
」
（
乳
父
）
は
乳
母
の
父

と
い
う
本
来
の
意
味
が
消
失
し
て
、
養
君
を
公
私
に
わ
た
っ
て
後

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

身
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
『
増
鏡
』
の
「
め
の
と
」
は

天
皇
な
ど
の
地
位
の
維
持
安
泰
に
貢
献
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
養
君
か
ら
自
身
の
地
位
上
昇
と
い
う
形
の
恩
恵
を
受
け
る
立

場
に
限
定
さ
れ
る
。
彼
ら
は
皇
位
継
承
者
あ
る
い
は
そ
の
候
補
者

を
後
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
地
位
の
向
上
を
目
指
す
。

吉
田
定
房
は
「
内
の
御
め
の
と
」
と
明
記
さ
れ
る
（
四
一
九
．
四

四
一
頁
）
。
世
良
親
王
に
す
べ
て
を
託
し
た
源
大
納
言
親
房
（
四

三
五
・
四
四
一
頁
）
、
法
仁
法
親
王
の
後
身
花
山
院
大
納
言
師
賢

（
四
三
五
・
四
六
七
頁
）
、
阿
野
廉
子
腹
の
諸
親
王
を
一
時
期
後

見
し
た
西
園
寺
大
納
言
公
宗
（
四
六
七
頁
）
ら
が
こ
の
関
係
を
端

的
に
現
す
。
日
野
資
名
の
「
院
の
執
権
」
も
類
似
し
た
立
場
で
あ

る
し
、
万
里
小
路
宣
房
が
後
醍
醐
帝
の
寵
遇
に
よ
っ
て
昇
進
し
た

こ
と
も
疑
え
な
い
。
皇
統
と
個
人
的
に
結
び
付
く
こ
と
で
宮
廷
の

実
権
を
握
る
廷
臣
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来

は
外
戚
が
「
後
身
」
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
姻
戚
関

係
を
も
た
な
い
「
め
の
と
」
が
役
割
の
一
部
分
を
分
有
す
る
の
が

『
増
鏡
』
の
顕
著
な
特
色
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
外
戚
と
め
の
と
の
間
に
も
、
大
臣
（
公
）
と
大
納
言
（
卿
）

を
峻
別
す
る
の
と
同
じ
境
界
線
が
厳
然
と
存
す
る
の
も
看
過
で
き

な
い
。

　
な
お
、
こ
れ
に
類
似
し
た
関
係
は
鎌
倉
幕
府
に
も
見
い
だ
せ
る
。
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初
代
将
軍
頼
朝
は
「
君
の
後
身
」
と
さ
れ
る
が
（
二
六
七
頁
）
、

そ
の
頼
朝
に
対
し
て
は
北
条
時
政
が
「
私
の
後
身
」
に
位
置
付
け

ら
れ
る
（
二
六
八
頁
）
。
将
軍
を
差
し
置
い
て
執
権
高
時
が
「
鎌

倉
の
主
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
は
内
管
領
長
崎
入
道
円
基
が
「
わ
た

く
し
の
後
身
」
に
な
り
（
四
四
九
・
四
五
〇
頁
）
、
将
軍
守
邦
親

王
に
対
す
る
「
御
後
身
」
に
は
高
時
以
下
が
相
当
さ
せ
ら
れ
る
（
四

八
四
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
主
君
に
対
応
し
て
必
ず
「
後
身
」
が
い

る
状
態
が
一
般
的
な
政
権
の
構
図
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
将
軍
頼
経
・
頼
嗣
に
対
応
し
て
泰
時
・

時
頼
が
「
後
身
」
と
呼
ば
れ
る
（
二
九
四
・
三
〇
一
頁
）
。
将
軍

宗
尊
親
王
が
「
東
の
主
」
と
呼
ば
れ
（
三
〇
七
頁
）
、
時
頼
が
「
後

身
」
と
称
さ
れ
る
（
ゴ
ニ
一
五
頁
）
。
い
ず
れ
に
も
、
主
君
と
後
身

の
基
本
的
関
係
が
投
影
し
て
い
る
。
『
増
鏡
』
の
基
底
に
こ
の
図

式
が
厳
然
と
存
し
て
い
る
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
か
。
後
身
が
実

質
的
に
主
君
を
凌
ぐ
権
力
を
も
っ
て
い
て
も
、
こ
の
図
式
に
変
化

は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
姻
戚
関
係
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
に
こ

の
図
式
が
成
り
立
っ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。

　
主
君
と
の
個
人
的
な
関
係
に
よ
っ
て
興
起
す
る
の
が
『
増
鏡
』

の
多
く
の
廷
臣
に
与
え
ら
れ
た
唯
一
の
出
世
経
路
だ
っ
た
。
大
覚

寺
統
と
持
明
院
統
と
の
間
を
政
権
が
移
動
す
る
た
び
に
浮
沈
を
繰

り
返
す
の
は
彼
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
西
園
寺
家
を
は
じ
め

と
す
る
清
華
家
・
大
臣
家
や
摂
関
家
が
終
始
一
貫
し
て
相
応
の
地

位
を
保
つ
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
足
利
高
氏
の
六
波
羅
探
題
攻
略

の
後
、
流
浪
す
る
持
明
院
統
の
院
・
帝
や
後
二
条
系
の
東
宮
と
運

命
を
共
に
し
た
近
臣
と
し
て
名
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
右
衛
門
督
勧

修
寺
経
顕
・
左
兵
衛
督
油
小
路
隆
蔭
・
宰
相
柳
原
資
明
・
大
納
言

日
野
資
名
・
大
納
言
坊
城
俊
実
・
中
納
言
冷
泉
頼
定
等
の
中
級
貴

族
の
み
で
あ
り
、
西
園
寺
家
の
当
主
公
宗
は
北
山
に
帰
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
（
四
八
三
・
四
八
四
頁
）
。
東
宮
を
「
後
身
」
し
た
中

院
通
顕
も
自
邸
に
逃
れ
た
が
（
四
八
三
頁
）
、
彼
は
父
通
重
と
同

じ
内
大
臣
に
昇
っ
て
い
た
（
四
七
五
頁
）
。
ま
た
、
後
宇
多
院
が

邦
良
東
宮
に
任
用
を
依
頼
し
、
邦
良
急
逝
に
際
し
て
剃
髪
し
た
近

臣
も
全
員
が
大
納
言
以
下
だ
っ
た
（
四
二
八
・
四
三
四
頁
）
し
、

後
醍
醐
帝
追
放
に
よ
っ
て
、
官
職
を
奪
わ
れ
た
の
は
「
大
中
納
言

・
宰
相
す
べ
て
十
人
」
だ
っ
た
（
四
五
五
頁
）
。

五

　
『
増
鏡
』
に
は
王
朝
盛
時
以
来
の
外
戚
・
摂
関
の
権
威
が
強
調

さ
れ
な
が
ら
、
同
時
に
新
時
代
の
廷
臣
の
動
向
も
ま
た
視
界
に
入

っ
て
い
る
。
後
鳥
羽
院
時
代
か
ら
後
堀
河
・
四
条
朝
に
か
け
て
九

条
家
の
摂
関
職
が
際
立
ち
、
後
嵯
峨
院
と
そ
の
影
響
が
残
る
時
代

に
主
要
な
話
題
に
な
る
の
が
西
園
寺
・
洞
院
家
な
ど
の
外
戚
関
係

で
あ
っ
た
。
九
条
兼
実
や
内
大
臣
通
親
も
外
戚
と
し
て
し
か
紹
介

さ
れ
な
い
。
一
方
、
大
納
言
以
下
の
近
臣
の
政
治
的
活
躍
は
後
醍

醐
帝
を
中
心
と
す
る
末
尾
近
く
に
な
っ
て
か
ら
顕
著
に
な
る
。
定

房
・
宣
房
・
資
名
の
家
格
上
昇
も
後
醍
醐
帝
登
場
後
の
部
分
の
記

事
で
あ
っ
た
。
第
十
三
「
秋
の
み
山
」
の
「
内
（
後
醍
醐
帝
）
の

御
め
の
と
の
吉
田
の
前
大
納
言
定
房
」
（
四
一
九
頁
）
が
乳
父
を

意
味
す
る
「
め
の
と
」
の
最
初
の
用
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
後
「
め
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の
と
」
は
多
出
し
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
が
乳
母
と
関
係
し
な
い
。

御
子
左
家
は
後
醍
醐
帝
の
二
皇
子
（
尊
良
・
法
仁
）
の
外
戚
と
見

な
さ
れ
る
が
、
後
身
の
権
は
吉
田
定
房
と
花
山
院
師
賢
に
譲
っ
て

し
ま
っ
た
感
が
あ
る
（
四
三
五
頁
）
。
つ
ま
り
、
『
増
鏡
』
の
廷
臣

の
主
流
は
外
戚
や
摂
関
職
か
ら
院
・
帝
な
ど
の
近
臣
へ
と
変
遷
す

る
の
で
あ
る
。

　
『
増
鏡
』
で
は
、
承
久
の
後
鳥
羽
院
の
挙
兵
に
積
極
的
に
加
わ

っ
た
公
卿
に
「
七
条
院
（
後
鳥
羽
院
の
生
母
）
の
御
ゆ
か
り
の
殿

原
」
と
し
て
坊
門
大
納
言
忠
信
・
尾
張
中
納
言
清
経
．
中
御
門
大

納
言
宗
家
の
三
人
と
、
「
修
明
門
院
（
後
鳥
羽
院
妃
、
順
徳
院
生

母
）
の
御
は
ら
か
ら
」
の
甲
斐
の
宰
相
中
将
高
倉
範
茂
と
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
（
二
七
三
頁
）
。
こ
の
う
ち
、
清
経
は
諸
注
に
七
条

院
の
甥
坊
門
清
親
に
訂
正
さ
れ
、
中
御
門
宗
家
は
か
な
り
以
前
に

死
去
し
て
い
る
こ
と
か
ら
権
中
納
言
葉
室
宗
行
の
誤
り
と
見
な
さ

　
　
　
　
ぬ
ロ

れ
て
い
る
。
宗
家
・
宗
行
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
七
条
院
の
縁
戚

で
は
な
く
、
『
増
鏡
』
の
ど
こ
か
に
錯
誤
が
残
る
。
結
局
『
増
鏡
』

に
は
後
鳥
羽
院
や
順
徳
院
の
外
家
の
み
を
掲
出
す
る
姿
勢
だ
け
が

間
違
い
な
く
指
摘
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
後
鳥
羽
院
に
荷

担
し
た
の
は
外
戚
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
『
増
鏡
』
に
は
忠
信
の

養
子
参
議
信
成
も
掲
載
さ
れ
な
い
が
、
近
臣
一
条
宰
相
中
将
信
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ロ

・
前
中
納
言
藤
原
光
親
・
兵
衛
督
源
有
雅
ら
の
中
心
的
貴
族
の
名

も
脱
落
し
て
い
る
。
宗
行
も
元
来
は
院
の
近
臣
だ
っ
た
。
こ
の
ほ

か
、
久
我
内
大
臣
通
光
・
土
御
門
権
大
納
言
定
通
・
中
院
権
中
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
ロ

言
通
方
ら
の
有
力
者
も
乱
に
関
与
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
記
載
さ

れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
増
鏡
』
で
は
後
鳥
羽
院
ら
と
血
縁
で

繋
が
る
も
の
だ
け
が
抽
出
さ
れ
て
、
後
鳥
羽
院
政
が
外
戚
に
支
え

ら
れ
て
い
た
よ
う
な
印
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、

同
じ
く
倒
幕
を
企
図
し
た
後
醍
醐
帝
の
周
辺
に
は
中
納
言
日
野
資

朝
・
源
中
納
言
具
行
を
は
じ
め
と
す
る
十
数
名
の
近
臣
群
が
克
明

に
描
出
さ
れ
て
い
る
つ
こ
れ
も
『
増
鏡
』
の
廷
臣
の
主
力
が
外
戚

か
ら
近
臣
に
変
移
す
る
点
に
照
応
し
て
い
る
と
見
な
せ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ロ

　
『
増
鏡
』
で
は
村
上
源
氏
の
家
系
も
際
立
つ
。
西
園
寺
家
の
次

に
重
視
さ
れ
る
家
門
は
土
御
門
家
か
も
し
れ
な
い
。
十
九
巻
本
系

「
内
野
の
雪
」
に
は
西
園
寺
家
に
続
い
て
村
上
源
氏
一
門
の
公
卿

が
列
記
さ
れ
て
両
家
の
人
材
の
豊
富
さ
が
賛
嘆
さ
れ
て
い
る
（
上

・
二
八
八
・
三
〇
二
頁
）
が
、
そ
の
う
ち
、
土
御
門
と
称
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
ロ

一
門
流
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
土
御
門
帝
の
外
祖
父
通
親
の

名
が
見
え
（
二
五
四
頁
）
、
次
に
後
嵯
峨
帝
の
外
祖
父
通
宗
（
通

親
男
）
と
そ
の
弟
通
方
が
登
場
し
（
二
七
六
・
二
九
二
頁
）
、
後

嵯
峨
帝
践
祚
の
際
に
は
定
通
が
兄
通
宗
の
養
子
に
な
っ
て
外
伯
父

の
立
場
で
後
身
す
る
幸
運
が
明
記
さ
れ
る
（
二
九
五
頁
）
。
こ
の

よ
う
に
土
御
門
家
は
外
戚
関
係
に
よ
っ
て
栄
達
し
た
家
系
と
し
て

ま
ず
定
位
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
定
通
と
幕
府
と
の
縁
故
は

　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
ロ

看
過
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
「
後
土
御
門
内
大
臣
定
通
の
御
子
」

と
家
系
が
明
示
さ
れ
た
上
で
、
大
納
言
顕
定
が
後
嵯
峨
院
の
処
遇

を
恨
ん
で
遁
世
す
る
逸
話
が
紹
介
さ
れ
る
（
三
一
五
頁
）
。
こ
こ

に
院
と
の
個
人
的
関
係
が
表
面
化
し
、
続
い
て
顕
定
の
男
子
定
実

の
時
代
に
な
る
。

　
　
土
御
門
の
前
内
の
大
臣
定
実
、
六
月
に
太
政
大
臣
に
な
り
給

　
　
ふ
、
い
と
め
で
た
し
。
故
大
納
言
入
道
顕
定
の
、
本
意
な
か
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り
し
御
面
お
こ
し
給
へ
る
、
い
と
ゆ
」
し
。
院
（
亀
山
院
）

　
　
の
御
覚
え
の
人
な
る
う
へ
、
才
も
か
し
こ
く
を
は
す
れ
ば
、

　
　
世
に
用
い
ら
れ
給
へ
り
。
（
三
九
八
頁
）

と
、
定
実
が
院
の
信
任
に
よ
っ
て
累
進
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
帝

や
院
に
親
近
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
定
実
は
か
つ

て
亀
山
帝
と
と
も
に
東
宮
（
後
宇
多
）
の
灸
治
に
加
わ
っ
た
東
宮

大
夫
で
あ
っ
て
（
三
四
四
頁
）
、
帝
と
の
個
人
的
信
頼
関
係
が
知

ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
外
戚
か
ら
近
臣
へ
の
焦
点
の
移
行
は

名
門
土
御
門
家
の
上
に
も
典
型
的
に
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
『
増
鏡
』
の
廷
臣
描
出
は
、
王
朝
盛
時
の
余
光
で

も
あ
る
血
縁
や
摂
関
職
な
ど
の
形
式
的
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
た

の
が
、
終
末
部
に
近
づ
く
に
し
た
が
っ
て
天
皇
家
の
実
力
者
と
の

個
人
的
な
人
間
関
係
を
中
心
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は

家
格
に
捕
わ
れ
ず
人
材
登
用
に
努
め
た
後
醍
醐
帝
時
代
の
実
状
に

も
即
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
醍
醐
帝
中
心
に
激
動
し
た
現
実

を
対
象
に
加
え
な
が
ら
も
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
公
家
社
会
の
栄
光
を

あ
く
ま
で
も
追
及
し
よ
う
と
し
た
『
増
鏡
』
の
本
質
を
こ
こ
に
見

い
だ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
外
戚
・
摂
関
か
ら
中
級
貴
族
を
主
力
と
す
る
近
臣
へ
の

焦
点
移
動
は
、
摂
関
制
か
ら
院
政
へ
の
歴
史
的
推
移
に
対
応
す
る
。

『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
が
鮮
烈
に
描
き
出
し
た
摂
関
政
治
の

実
態
の
模
造
か
ら
、
『
今
鏡
』
か
ら
窺
知
さ
れ
る
院
政
期
の
権
臣

群
像
の
摘
出
へ
と
『
増
鏡
』
の
力
点
が
転
換
し
た
と
も
言
え
る
。

先
行
歴
史
物
語
に
見
ら
れ
る
貴
族
社
会
の
変
転
を
一
作
品
の
中
に

凝
縮
し
て
再
演
さ
せ
た
一
面
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
意
味
で
は

歴
史
物
語
の
系
譜
全
部
を
内
包
す
る
『
増
鏡
』
に
よ
っ
て
歴
史
物

語
製
作
の
歴
史
も
幕
を
下
ろ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
1注
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

　
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
〉
に
再
録
）
な
ど
参
照
。

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

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

　
こ
こ
に
言
う
宮
廷
貴
族
は
天
皇
と
同
族
的
関
係
を
も
つ
公
卿
・

殿
上
人
を
中
心
と
す
る
階
層
の
意
味
で
あ
る
。
黒
板
伸
夫
「
宮
廷

貴
族
の
思
想
」
（
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
四
号
、
昭
5
2
・
8
。
同
著

『
摂
関
時
代
史
論
集
』
〈
昭
5
5
、
吉
川
弘
文
館
刊
〉
に
再
録
）
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
著
『
中
世
文
学
試
論
』
〈
前
掲

（
1
）
〉
に
再
録
）
参
照
。

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

三
一
号
、
昭
4
3
・
1
0
）
、
伊
藤
敬
「
増
鏡
の
思
想
」
（
『
中
世
文
学
』

二
九
号
、
昭
5
9
・
5
）
・
「
増
鏡
の
思
想
（
続
）
」
（
『
藤
女
子
大

学
国
文
学
雑
誌
』
三
三
号
、
昭
5
9
・
6
）
・
「
増
鏡
の
思
想
（
完
）
」

（
同
三
四
号
、
昭
5
9
・
1
2
）
な
ど
参
照
。

　
『
増
鏡
』
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
）
か
ら
引
用
し
、
（
　
）
内
に
補
足
説
明
を
適
宜
補
っ
た
。
以
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（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

　　　　　　　　　ハ

131211
）　　　）　　　）

下
同
じ
。

　
十
九
巻
本
系
（
流
布
本
系
）
の
『
増
鏡
』
「
内
野
の
雪
」
に
法

助
の
灌
頂
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
本
来
法
親
王
に
伝
え

ら
れ
る
は
ず
の
仁
和
寺
の
御
室
に
例
外
的
に
法
助
が
な
っ
た
の
は

「
峰
殿
（
道
家
）
世
を
御
心
に
任
せ
た
り
し
頃
」
だ
っ
た
と
あ
り
、

当
時
の
道
家
の
権
勢
が
い
か
に
絶
大
で
あ
っ
た
か
が
明
示
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
十
九
巻
本
系
の
本
文
は
井
上
宗
雄
著
『
増
鏡
（
上

・
中
）
』
（
昭
5
4
、
5
8
、
講
談
社
学
術
文
庫
）
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
雑

誌
』
三
一
号
、
昭
5
8
・
6
）
。

　
『
公
卿
補
任
』
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
に
よ
る
と
、
良
経
の
摂

政
が
建
仁
二
（
二
一
〇
二
）
年
十
二
月
廿
五
日
か
ら
元
久
三
（
一

二
〇
六
）
年
三
月
七
日
ま
で
の
約
三
年
三
ヶ
月
間
な
の
に
対
し
て
、

基
通
の
場
合
は
建
久
九
（
二
九
八
）
年
正
月
十
一
日
か
ら
建
仁

二
（
一
二
〇
二
）
年
十
二
月
廿
五
日
ま
で
で
四
年
十
一
ケ
月
に
及

ぶ
。　

『
公
卿
補
任
』
で
は
実
経
の
一
回
目
の
関
白
職
は
寛
元
四
（
一

二
四
六
）
年
正
月
廿
八
日
と
同
廿
九
日
の
二
日
間
と
さ
れ
、
『
摂

関
補
任
次
第
』
（
群
書
類
従
所
収
）
に
は
「
寛
元
四
正
廿
二
関
白
。

次
日
摂
政
」
と
見
え
る
。

　
（
8
）
に
同
じ
。

　
（
8
）
に
同
じ
。

　
鈴
木
登
美
恵
氏
「
『
増
鏡
』
の
本
文
異
同
を
め
ぐ
っ
て
　
　
後

崇
光
院
本
の
検
討
か
ら
1
1
」
（
『
中
世
文
学
』
三
〇
号
、
昭
6
0
・

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

5
）
に
は
、
十
七
巻
本
に
比
し
て
十
九
巻
本
に
近
衛
家
関
係
記
事

が
極
め
て
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
摂
関
叙
任
に
限
っ
て
言

え
ば
十
九
巻
本
独
自
の
記
事
は
基
平
任
関
白
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
「
北
野
の
雪
」
ま
で
は
摂
関
叙
任
が
忠

実
に
記
さ
れ
て
い
る
流
布
本
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
を
改
修
し
て

成
立
し
た
古
本
で
は
兼
経
・
基
平
の
こ
と
が
脱
落
し
た
と
い
う
伊

藤
敬
氏
の
見
解
（
前
掲
論
文
〈
8
〉
）
は
成
り
立
た
な
い
の
で
は

な
い
か
。

　
伊
藤
敬
氏
前
掲
論
文
（
8
）
参
照
。

　
山
岸
徳
平
・
鈴
木
一
雄
編
『
大
鏡
・
増
鏡
』
（
鑑
賞
日
本
古
典

文
学
一
四
巻
、
昭
5
1
、
角
川
書
店
刊
）
二
三
三
～
≡
二
五
頁
。

　
宮
内
三
二
郎
「
兼
好
法
師
と
増
鏡
　
　
増
鏡
の
作
者
は
兼
好
で

は
あ
る
ま
い
か
　
　
」
（
私
家
版
、
昭
4
6
・
9
。
同
著
『
と
は
ず

が
た
り
・
徒
然
草
・
増
鏡
新
見
』
〈
昭
5
2
、
明
治
書
院
刊
〉
に
再

録
）
、
同
「
増
鏡
と
西
園
寺
家
－
　
－
増
鏡
は
西
園
寺
家
々
門
史
で

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

上
。
）
、
山
岸
徳
平
他
編
前
掲
書
（
1
0
）
壬
二
五
～
二
四
五
頁
、
佐

藤
敏
彦
「
古
典
の
摂
取
か
ら
見
た
『
増
鏡
』
の
叙
述
態
度
　
　
西

園
寺
家
関
係
の
記
事
を
中
心
に
し
て
　
　
」
（
『
解
釈
』
三
五
巻
八

号
、
平
元
・
8
）
な
ど
参
照
。

　
山
岸
徳
平
他
編
前
掲
書
（
1
6
）
二
三
六
頁
、
佐
藤
敏
彦
前
掲
論

文
（
1
7
）
参
照
。

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

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

人
文
・
社
会
科
学
編
、
平
2
・
1
2
）
参
照
。
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（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（　　　　　　　　　　　　　 （　　 （　　　　　　　　 （　　　　　　　　 （　　　 （28　　　　　　　27　26　　　　25　　　　24　23
）　　　　　　　　　　　 ）　　 ）　　　　　　　）　　　　　　　）　　 ）

　
拙
稿
「
『
大
鏡
』
の
構
想
と
皇
位
継
承
過
程
　
　
　
「
正
統
」
の

確
定
と
顕
在
化
　
　
」
（
『
島
大
国
文
』
　
一
七
号
、
昭
6
3
・
n
）
、

篠
原
昭
二
「
『
栄
花
物
語
』
『
大
鏡
』
の
歴
史
観
　
　
皇
位
と
権
勢

　
　
」
（
東
京
大
学
教
養
学
部
『
人
文
科
学
科
紀
要
』
九
一
輯
、

平
2
・
3
）
な
ど
参
照
。

　
『
愚
管
抄
』
に
頼
経
が
外
祖
父
公
経
に
養
育
さ
れ
た
こ
と
が
記

さ
れ
、
『
吾
妻
鏡
』
『
梅
松
論
』
『
承
久
記
（
慈
光
寺
本
）
』
『
承
久

軍
物
語
』
な
ど
か
ら
頼
経
の
外
祖
父
が
公
経
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
龍
粛
「
西
園
寺
家
の
興
隆
と
そ
の
財
力
」
（
同
著
『
鎌
倉
時
代

－
下
・
〔
京
都
〕
一
』
昭
3
2
、
春
秋
社
刊
）
、
多
賀
宗
隼
「
西
園

寺
家
の
台
頭
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
八
四
号
、
昭
4
7
・
1
）
、
山
本

博
也
「
関
東
申
次
と
鎌
倉
幕
府
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
六
編
八
号
、

昭
5
2
・
8
）
な
ど
参
照
。

　
（
2
2
）
に
同
じ
。

　
龍
粛
「
後
嵯
峨
院
の
素
意
と
関
東
申
次
」
（
前
掲
書
〈
2
2
〉
）
参

照
。　

龍
粛
著
前
掲
書
（
2
2
）
、
山
本
博
也
前
掲
論
文
（
2
2
）
な
ど
参

照
。　

（
2
）
に
同
じ
。

　
時
枝
誠
記
「
栄
花
物
語
を
読
む
ー
ー
そ
の
文
面
か
ら
系
図
を
読

み
と
る
た
め
の
国
語
学
的
方
法
　
　
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
四
一

巻
一
〇
号
、
昭
3
9
・
1
0
）
参
照
。

　
十
九
巻
本
の
「
内
野
の
雪
」
で
は
「
御
外
戚
の
弱
き
は
、
今
も

昔
も
か
か
る
（
親
王
が
出
家
す
る
こ
と
）
こ
そ
、
い
と
い
と
ほ
し

（　　　　（　　　　（　　（　　　　　　　（　　　　（　　　　（　　　　　　　（　　　　（
37　　　　36　　　　35　34　　　　　　　33　　　　32　　　　31　　　　　　　30　　　　29

）　　　　）　　　　）　）　　　　　　 ）　　　　）　　　　）　　　　　　 ）　　　　）

き
わ
ざ
な
り
け
れ
。
」
（
上
⊥
三
二
一
頁
）
と
寒
門
が
外
戚
に
な
っ

た
場
合
の
不
遇
が
嘆
か
れ
て
い
る
。

　
河
北
騰
「
『
増
鏡
』
の
文
学
性
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』

六
八
巻
一
号
、
平
3
・
1
）
な
ど
参
照
。

　
先
述
の
源
有
房
が
「
才
か
し
こ
く
て
」
大
臣
に
昇
っ
た
と
き
に

は
家
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
三
九
一
頁
）
。
特
定
の
治
天

下
の
寵
遇
に
よ
る
と
い
う
扱
い
で
は
な
い
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

　
橋
本
義
彦
「
乳
父
管
見
」
（
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
昭
5
1
、

吉
川
弘
文
館
刊
）
参
照
。

　
和
田
英
松
・
佐
藤
球
著
『
重
修
増
鏡
詳
解
』
（
大
1
4
、
明
治
書

院
刊
）
参
照
。

　
河
野
房
雄
「
承
久
京
方
張
本
公
卿
と
そ
の
家
系
－
権
中
納
言
按

察
使
藤
原
光
親
の
場
合
　
」
（
同
著
『
平
安
末
期
政
治
史
研
究
』

昭
5
4
、
東
京
堂
出
版
刊
）
参
照
。

　
（
3
3
）
に
同
じ
。

　
宮
内
三
二
郎
「
兼
好
法
師
と
増
鏡
　
　
増
鏡
の
作
者
は
兼
好
で

は
あ
る
ま
い
か
　
　
」
（
前
掲
〈
1
7
〉
）
な
ど
参
照
。

　
通
親
は
別
の
箇
所
で
「
土
御
門
の
内
の
大
臣
」
（
二
五
五
頁
）
、

「
土
御
門
内
大
臣
通
親
」
（
二
九
二
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
定
通
室
は
北
条
泰
時
の
姉
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
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