
『
増
境
』
と
轍
岐

『
増
鏡
』
の
歴
史
祭
の
中
心
に
は
天
皇
家
が
あ
る
。
皇
位
継
承
の
過
程
は

構
想
上
の
主
軸
に
な
っ
て
全
編
を
貫
流
し
、
宮
廷
貴
族
諸
門
流
の
浮
沈
も
看
過

(
2
)

さ
れ
な
い
。
ま
た
、
同
時
に
、
武
家
と
公
家
の
対
立
・
抗
争
に
も
相
応
の
紙
幅

が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
武
家
社
会
に
視
点
が
据
え
ら
れ
る
場
合
も
散
見

す
る
の
で
あ
る
。

も
の
の
ふ
(
3
)

特
に
、
第
二
「
新
島
守
」
の
巻
前
半
は
、
「
た
け
き
武
士
の
起
こ
り
」
を
説

く
こ
と
に
起
筆
さ
れ
、
源
平
両
氏
の
興
廃
や
鎌
倉
武
家
政
権
の
内
情
が
精
叙
さ

れ
る
な
ど
、
公
家
社
会
の
中
心
か
ら
遠
く
隔
た
る
東
国
に
視
点
を
限
定
す
る
。

平
氏
の
末
奇
「
平
四
郎
時
政
」
が
居
住
し
た
「
伊
豆
の
国
北
条
の
郡
」
、
源
氏

の
嫡
流
「
兵
衛
佐
頼
朝
」
の
流
刑
地
と
な
っ
た
同
じ
国
の
「
蛭
が
島
」
が
明
記

さ
れ
る
。
覇
権
を
手
に
し
た
頼
朝
が
拠
点
と
し
た
の
が
「
相
模
の
国
鎌
倉
の
里
」

で
あ
る
こ
と
も
知
ら
さ
れ
、
「
遠
江
の
国
橋
本
」
「
勿
来
の
関
」
「
修
善
寺
」
な

ど
の
東
国
地
名
が
紙
上
に
点
在
す
る
。
ま
た
、
こ
の
巻
の
承
久
の
乱
ま
で
の
部

分
で
は
鎌
倉
が
『
増
鏡
』
世
界
の
主
要
な
錘
台
と
な
る
。
第
一
巻
「
お
ど
ろ
の

『
増
鏡
』
に
お
け
る
「
地
方
」
と
「
中
央
」

一
九
九
二
年
三
月

し
た
」
に
活
写
さ
れ
る
公
家
勢
力
と
薪
島
守
」
前
半
の
主
役
で
あ
る
武
家
勢

力
と
は
、
承
久
の
乱
で
接
触
す
る
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
世
界
を
構
成

し
な
が
ら
併
存
し
て
い
る
と
も
理
解
で
き
、
鎌
倉
が
も
う
一
っ
の
「
中
央
」
と

(
4
)

な
っ
た
こ
の
時
代
の
実
情
の
反
映
と
も
見
な
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で

薪
島
守
」
は
も
う
一
っ
の
冒
頭
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
『
増
鏡
』
全
編
を
通
じ
て
の
武
家
や
東
国
の

占
め
る
割
合
は
公
家
や
京
都
の
そ
れ
に
比
べ
て
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
。
「
新
島

守
」
の
鎌
倉
.
東
国
に
し
て
も
、
京
・
都
と
対
等
に
対
立
す
る
も
の
と
は
な
っ

て
ぃ
な
い
面
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
頼
朝
は
武
家
の
棟
梁
と
は
位
置
付
け
ら
れ

ず
、
「
君
の
後
身
」
「
世
の
か
た
め
」
と
し
て
京
都
政
権
に
従
属
す
る
存
在
と
見

な
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
で
の
武
家
政
権
整
備
の
業
績
よ
り
も
二
度
の
上
京
が
強

調
さ
れ
、
征
夷
大
将
軍
の
地
位
よ
り
も
権
大
納
言
・
右
近
衛
大
将
任
官
が
特
記

さ
れ
て
、
左
衛
門
督
と
呼
ば
れ
る
長
子
頼
家
と
と
も
に
公
家
社
会
の
秩
序
の
中

に
明
ら
か
に
組
み
込
ま
れ
る
。
橋
本
や
勿
来
は
著
名
な
歌
枕
で
あ
り
、
和
歌
に

よ
っ
て
王
朝
的
驫
色
さ
れ
る
「
地
方
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
『
増
鏡
』
に
あ

る
の
は
、
あ
く
ま
で
都
の
周
縁
と
し
て
の
東
国
な
の
で
あ
る
。
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『
増
鏡
』
と
隠
岐

「
君
に
二
心
わ
れ
あ
ら
ぱ
や
は
」
の
詠
歌
と
と
も
に
三
代
将
軍
実
朝
が
登
場

す
る
と
、
鎌
倉
の
京
都
へ
の
従
属
関
係
は
さ
ら
に
顕
著
に
な
る
。
実
朝
任
右
大

臣
の
大
饗
に
関
す
る
記
事
で
は
、
京
か
ら
勧
請
さ
れ
た
鶴
岡
八
幡
宮
に
お
い
て
、

「
京
よ
り
尊
者
を
は
じ
め
上
達
部
・
殿
上
人
多
く
」
列
席
す
る
中
で
行
わ
れ
た

こ
と
が
大
き
な
意
味
を
も
た
さ
れ
る
。
実
朝
暗
殺
の
闘
は
「
都
」
と
「
鎌
倉
」

が
融
合
し
た
こ
の
場
で
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
暗
殺
事
件
に
起
因
し
て
誕

生
し
た
摂
家
将
軍
は
鎌
倉
の
「
都
」
化
を
さ
ら
に
促
進
す
る
。
『
増
鏡
』
中
の

将
軍
頼
経
は
、
九
条
道
家
の
息
男
の
一
人
と
し
て
、
ま
た
西
園
寺
公
経
の
外
孫

と
し
て
彼
ら
の
権
勢
の
基
盤
に
な
り
、
栄
華
実
現
の
一
翼
を
担
う
存
在
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
た
っ
て
『
増
鏡
』
に
お
け
る
将
軍
の
地
位
は
大
臣
・
公
卿
な
ど
と
異

な
ら
な
く
な
り
、
公
家
社
会
の
秩
序
に
吸
収
さ
れ
た
と
言
っ
て
ょ
い
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
親
王
将
軍
の
出
現
を
見
る
と
、
将
軍
の
地
位
は
一
貫
し
て
天
皇
位
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
「
ま
こ
と
に
大
や
け
に
な
り
給
は
ず
ば
、
こ

れ
(
将
軍
)
よ
り
ま
さ
る
事
、
な
に
事
か
あ
ら
ん
」
(
三
0
八
頁
)
、
「
御
位
な

ど
の
か
は
る
気
色
に
異
な
ら
ず
」
舎
一
九
三
頁
)
、
「
た
ゞ
受
禅
の
心
ち
ぞ
す
る
」

会
一
九
四
頁
)
な
ど
と
、
将
軍
交
代
に
際
し
て
皇
位
と
の
等
質
化
の
表
明
が
繰

(
5
)

り
返
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
将
軍
位
が
公
家
社
会
の
一
角
を
占
め
る
よ
う

に
な
る
の
に
伴
っ
て
、
将
軍
が
在
住
す
る
鎌
倉
も
京
都
と
同
質
の
地
に
変
じ
る

の
で
あ
る
。
上
達
部
・
殿
上
人
の
鎌
倉
常
住
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

(
将
軍
惟
康
親
王
は
)
此
ご
ろ
権
中
納
言
に
て
、
右
大
将
か
ね
給
へ
れ
ば
、

御
随
身
ど
も
、
花
を
折
ら
せ
て
さ
う
ぞ
き
あ
へ
る
さ
ま
、
宮
こ
め
き
て
お

(
第
十
一
「
さ
し
ぐ
し
」
三
九
二
頁
)

も
し
ろ
し
0

(
将
軍
下
向
を
武
士
が
迎
え
る
さ
ま
は
)
宮
こ
に
た
と
へ
ぱ
、
行
幸
に
し

か
る
べ
き
大
臣
な
ど
の
仕
ま
つ
り
給
へ
る
に
ょ
そ
へ
ぬ
べ
し
。

福
田
景
道

(
同
、
三
九
四
頁
)

な
ど
と
鎌
倉
の
「
都
」
化
が
図
ら
れ
、
「
関
の
東
を
宮
こ
の
外
と
て
、
を
と
し

む
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
り
」
(
三
九
四
頁
)
と
い
う
揚
言
ま
で
も
深
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
鎌
倉
を
京
都
と
質
的
に
対
立
す
る
世
界
と
見
な
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
た
、
将
軍
に
対
し
て
は
執
権
が
「
後
身
」
で
あ
り
、
執
権
に
対
し

て
は
内
管
領
が
「
後
身
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
、
主
君
に
は
常
に
補
佐
す
る

「
後
身
」
が
存
在
す
る
と
い
う
鎌
倉
政
権
の
基
本
的
な
構
図
が
見
い
だ
さ
れ
る

こ
れ
は
『
増
鏡
』
の
捉
え
る
「
都
」
の
政
治
機
構
に
お
け
る
基
本
的
構
図

゛
)
、

力

(
6
)

の
投
影
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
『
増
鏡
』
の
鎌
倉
・
東
国
は
小
「
都
」

の
一
面
が
顕
著
で
、
「
地
方
」
と
し
て
「
中
央
」
の
対
極
に
は
位
置
付
け
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
足
柄
・
箱
根
山
な
ど
を
境
界
に
国
士
を
東
西
に
分
断
す

る
例
な
ど
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
異
質
な
世
界
と
見
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
しま

た
、
『
増
鏡
』
に
は
水
無
瀬
殿
、
鳥
羽
殿
、
宇
治
、
吹
田
、
熊
野
、
一
局
野

な
ど
の
都
周
辺
へ
の
御
幸
の
有
様
が
し
ば
し
ば
態
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
も
都

と
本
質
的
に
異
質
な
世
界
は
展
開
し
て
い
な
い
。
洛
外
へ
の
御
幸
は
そ
こ
で

「
都
」
的
文
化
生
活
を
営
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
一
種
の
「
都
」
拡
張
運
動

と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
も
「
都
」
に
等
質
化
さ
れ
る
鎌

倉
と
同
様
で
、
「
地
方
」
と
し
て
の
性
格
は
見
い
だ
せ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
『
増
鏡
』
に
は
基
本
的
に
「
都
」
的
世
界
の
み
が
追
求
さ
れ
る

が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
流
刑
地
だ
け
は
「
都
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い

゛
)
、

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
来
、
流
罪
の
目
的
は
「
都
」
(
中
央
)
か
ら
の
追
放

で
あ
り
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
は
流
刑
地
は
反
「
都
」
的
世
界
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
地
が
遠
隔
の
離
島
で
あ
れ
ぱ
「
都
」
と
の
質
的
隔
離
も
著
し
い

〔369〕
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で
あ
ろ
う
。

実
際
、
数
多
く
の
辺
境
の
国
々
が
流
刑
地
に
選
ぱ
れ
、
『
増
鏡
』
に
も
数
例

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
増
鏡
』
で
は
そ
の
中
で
も
隠
岐
国
に
関

す
る
記
事
の
み
際
立
っ
て
多
く
、
隠
岐
以
外
の
流
刑
国
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
承
久
の
乱
で
は
、
後
鳥
羽
院
の
隠
岐

以
外
に
、
順
徳
院
の
佐
渡
、
土
御
門
院
の
阿
波
、
六
条
宮
雅
成
親
王
の
但
馬
、

冷
泉
宮
頼
仁
親
王
の
備
前
な
ど
が
配
流
の
地
と
な
っ
た
が
、
後
鳥
羽
院
の
隠
岐

で
の
有
様
が
入
倉
活
写
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
他
の
流
請
生
活
は
ま
っ
た
く

と
言
っ
て
ょ
い
ほ
ど
描
か
れ
て
い
な
い
。
『
六
代
勝
事
記
』
や
『
承
久
記
』
こι

は
、
順
徳
院
遠
流
の
経
緯
も
詳
し
く
、
雅
成
・
頼
仁
の
流
刑
も
明
記
さ
れ
る
の

に
、
『
増
鏡
』
に
は
順
徳
院
の
配
流
生
活
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
雅
成
ら
は
痕
跡

(
8
〕

さ
え
と
ど
め
な
い
。
『
承
久
記
』
な
ど
に
詳
し
い
後
鳥
羽
院
近
臣
の
遠
国
で
の

(
9
)

処
刑
も
『
増
鏡
』
に
は
ま
っ
た
く
記
さ
れ
な
い
。
一
方
、
元
弘
の
乱
に
関
し
て

は
、
後
醍
醐
帝
・
尊
良
親
王
に
加
え
て
、
花
山
院
師
賢
他
七
名
の
近
臣
の
配
流

(
川
)

や
処
刑
の
事
情
が
刻
記
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
流
刑
地
で
の
苦
難

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
後
醍
醐
先
帝
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
描
写
は
詳

細
を
極
め
る
。
つ
ま
り
、
流
請
生
活
の
描
出
を
後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
に
限
定

す
る
の
が
『
増
鏡
』
の
特
色
な
の
で
あ
る
。
隠
岐
に
お
い
て
両
帝
王
は
さ
か
ん

に
都
で
の
出
来
事
を
懐
古
し
、
都
と
隠
岐
島
と
を
頻
繁
に
比
較
し
て
涙
す
る
が
、

こ
れ
に
ょ
っ
て
隠
岐
が
反
「
都
」
的
世
界
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
隠
岐

配
流
は
「
都
の
外
に
移
し
奉
る
」
(
二
七
五
頁
)
た
め
で
あ
る
し
、
そ
の
地
は

「
人
離
れ
里
遠
き
島
」
全
七
九
頁
)
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

『
増
鏡
』
の
隠
岐
は
、
具
体
性
を
も
っ
て
描
か
れ
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
流
刑
地

で
あ
り
、
「
中
央
」
に
対
す
る
「
地
方
」
、
「
都
」
に
対
す
る
「
部
」
の
性
格
が

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
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)
第
八
号

例
外
的
に
明
確
に
付
与
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
増
鏡
』
か
ら
う
か
が
え
る
隠
岐
島
の
有
様
は
、
票
は
さ
れ

る
が
、
正
確
さ
と
実
在
感
に
欠
け
る
面
が
あ
る
。
実
際
に
現
地
に
渡
航
し
て
い

な
く
て
も
十
分
に
想
像
で
補
え
る
範
囲
の
描
写
し
か
な
く
、
両
度
の
隠
岐
流
請

生
活
を
実
見
し
た
者
の
筆
録
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
箇
所
は
皆
無
と
言
っ

(
U
)

て
ょ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
連
の
蒙
古
襲
来
の
記
事
の
叙
述
方
法
に
類
似

す
る
が
、
隠
岐
に
関
す
る
記
述
の
方
が
は
る
か
に
詳
細
で
あ
り
、
関
心
の
高
さ

に
お
い
て
隠
岐
は
蒙
古
に
対
し
て
も
特
異
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品

は
流
刑
地
と
し
て
の
隠
岐
の
歴
史
的
考
察
に
適
さ
な
い
反
面
「
中
央
」
(
都
)

に
と
っ
て
の
「
隠
岐
」
(
あ
る
い
は
「
地
方
」
)
の
心
象
や
機
能
は
十
分
に
察
知

さ
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
『
増
鏡
』
世
界
形
成
に
「
隠
岐
」
が
ど

の
よ
う
に
貢
献
し
て
い
る
か
が
注
目
さ
れ
る
。

一
九
九
二
年
二
月

多
様
な
階
層
の
多
数
の
人
物
が
多
年
に
わ
た
っ
て
隠
岐
で
の
流
請
生
活
を
送
っ

分
)た

。
そ
の
中
で
、
尊
貴
さ
に
お
い
て
特
立
す
る
の
が
後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
で

あ
る
。
両
者
は
、
ま
た
、
鎌
倉
の
武
家
政
権
の
倒
滅
を
企
図
し
て
果
た
し
得
ず
、

そ
の
結
果
治
天
の
君
と
い
う
至
高
の
地
位
か
ら
一
転
し
て
隠
岐
流
人
の
境
涯

に
身
を
お
と
す
と
い
う
独
特
の
体
験
を
も
共
有
す
る
。
そ
れ
ら
の
経
緯
は
諸
書

に
多
影
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
『
六
代
勝
事
記
』
『
承
久
記
』
『
増
鏡
』

『
太
平
記
』
『
神
皇
正
統
記
』
『
梅
松
論
』
な
ど
の
歴
史
文
学
作
品
の
好
個
の
素

材
と
な
っ
て
人
口
に
謄
爽
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
各
作
品
の
対
象
と
さ
れ
る
期
間
(
時
代
)
か
ら
み
て
、
二
貴
顕
の

二
後
鳥
羽
院
と
後
醍
帝
の
近
似
性
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『
増
鏡
」
と
隠
岐

悲
劇
的
生
を
と
も
に
一
作
品
内
に
取
り
上
げ
得
る
の
は
『
増
鏡
』
と
『
神
皇
正

統
記
』
だ
け
で
あ
り
、
両
度
の
隠
岐
流
訥
の
実
情
を
と
も
に
内
包
す
る
作
品
は

『
増
鏡
』
に
限
ら
れ
る
。
『
六
代
勝
事
記
』
や
『
承
久
記
』
の
成
立
時
に
は
後

醍
醐
帝
は
未
だ
存
在
せ
ず
、
『
太
平
記
』
の
世
界
に
後
鳥
羽
院
が
登
場
す
る
余

地
は
な
い
。
『
梅
論
』
に
は
後
醍
醐
帝
の
配
流
の
有
様
が
あ
る
程
度
記
さ
れ

る
が
、
後
鳥
羽
院
の
そ
れ
は
な
い
。
ま
た
、
『
神
皇
正
統
記
』
に
は
配
所
で
の

生
活
は
ま
っ
た
く
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
『
増
鏡
』
は
二
帝
王

の
隠
岐
で
の
体
験
を
対
比
的
に
形
象
化
す
る
唯
一
の
文
学
作
品
と
し
て
注
目
に

値
す
る
。
史
上
二
回
し
か
な
い
治
天
の
君
の
隠
岐
流
人
生
活
が
と
も
に
『
増
鏡
』

一
書
の
中
に
包
含
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
増
鏡
』
に
お
い
て
は
、
両
度
の
至
尊
の
流
請
は
単
に
作
品
に

)し

内
包
さ
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
作
品
の
機
構
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
別
稿
で
論
及
し
た
よ
う
に
、
編
年
的
歴
史
叙
述
の
起
点
と
な
る
後
鳥

羽
院
が
同
時
に
観
念
的
な
「
始
原
」
と
し
て
全
編
を
制
御
し
、
そ
れ
に
対
応
し

て
中
心
的
存
在
の
後
醍
醐
帝
が
最
末
尾
か
ら
作
品
全
体
を
統
制
す
る
こ
と
で

(
n
)

『
増
鏡
』
の
統
一
性
は
保
た
れ
て
い
る
。
形
式
的
な
首
尾
と
実
質
的
な
首
尾
と

が
後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
の
存
在
に
ょ
っ
て
一
致
す
る
と
こ
ろ
に
作
品
世
界
統

一
の
根
因
が
見
い
だ
せ
る
。
『
増
鏡
』
に
は
、
後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
の
類
似

体
験
を
首
尾
に
配
置
す
る
構
想
が
底
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
応
じ
て
、
後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
の
人
格
・
属
性
ま
で
も
が
類
似
さ

せ
ら
れ
て
い
る
。
後
醍
醐
帝
は
後
鳥
羽
院
と
同
様
に
和
歌
の
道
に
す
ぐ
れ
た
帝

王
と
し
て
造
型
さ
れ
、
『
続
千
載
隹
杏
撰
進
が
事
実
に
反
し
て
後
醍
醐
帝
の
功

(
Ⅱ
)

績
に
加
え
ら
れ
る
の
も
そ
の
目
的
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。
一
方
在
位
中
に
和
歌

(
巧
)

を
詠
ん
だ
明
証
の
な
い
後
鳥
羽
帝
の
治
世
が
和
歌
で
ξ
れ
る
仮
構
は
、
在
位

福
田
景
道

の
天
皇
と
し
て
和
歌
に
親
し
ん
だ
後
醍
醐
帝
に
類
同
さ
せ
る
効
果
を
伴
う
。

増
鏡
に
あ
っ
て
は
、
両
者
は
和
歌
の
道
に
秀
で
た
す
ぐ
れ
た
為
政
者
と
し

て
の
共
通
性
を
堅
持
し
て
い
る
と
一
言
え
る
。

ま
た
、
後
醍
醐
帝
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
後
鳥
羽
院
に
対
す
る
評

価
が
強
く
規
制
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
承
久
の
大
敗
に
主
眼

を
置
く
『
六
代
勝
事
記
』
で
は
後
鳥
羽
院
は
「
悪
王
」
に
も
た
と
え
ら
れ
る
な

ど
酷
評
さ
れ
、
『
承
久
記
』
『
神
皇
正
統
記
』
な
ど
で
も
一
様
に
政
治
行
動
が
非

難
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
『
増
鏡
』
で
は
一
転
し
て
理
想
的
な
為
政
者
と
見
な

さ
れ
て
、
同
情
的
に
描
か
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
一
時
的
に
と
は
い
ぇ
公
家
の
天

下
一
統
を
果
た
し
た
後
醍
醐
帝
が
一
応
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
に
伴
っ
て
、

亀
)

同
様
に
造
型
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
の
評
価
も
肯
定
に
転
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
増
鏡
』
に
は
承
久
の
後
鳥
羽
院
と
元
弘
の
後
醍
醐
帝
と
を
同
一
化
す
る
構

介
)

想
が
た
し
か
に
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
後
醍
醐
帝
あ
る
い
は
大
覚
寺
統
が
政

(
W
)

治
的
に
擁
護
さ
れ
て
い
る
と
は
判
断
で
き
な
い
が
、
首
尾
の
二
帝
王
が
照
応
す

る
こ
と
が
『
増
鏡
』
の
性
格
を
大
き
く
規
定
す
る
こ
と
は
問
違
い
な
い
。
た
だ

し
、
二
帝
王
の
照
応
は
作
品
世
界
の
基
層
を
伏
流
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
、
表
層

に
顕
在
化
す
る
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
照
条
直
接
表
現
さ
れ
る
例
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
多
く
な
い
例
の
大
部
分
が

一
連
の
隠
岐
配
流
記
事
の
中
に
見
い
だ
せ
る
点
で
あ
る
。
隠
岐
流
訥
に
お
い
て

後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
の
共
通
性
は
は
じ
め
て
表
面
化
す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
隠
岐
へ
護
送
さ
れ
る
途
次
の
各
所
で
、
後
醍
醐
帝
の
境
遇
は
後
鳥
羽

院
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。

ふ
り
に
し
事
を
思
し
出
づ
る
に
も
、
た
ち
返
ま
た
世
を
や
す
く
思
さ
ん
事

の
い
と
か
た
け
れ
ぱ
、
よ
ろ
づ
今
を
と
ぢ
め
に
こ
そ
と
、
思
し
め
ぐ
ら
す
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に
、
人
や
り
な
ら
ず
、
口
惜
し
き
契
り
加
は
り
け
る
前
の
世
の
み
ぞ
、
つ

き
せ
ず
う
ら
め
し
き
。

(
第
十
六
「
久
米
の
さ
ら
山
」
四
五
八
頁
)

三
日
月
の
中
山
に
て
、
む
か
し
後
鳥
羽
院
の
仰
ら
れ
け
ん
事
思
し
出
づ

る
さ
へ
、
げ
に
^
か
り
け
る
た
め
し
な
り
。

伝
へ
聞
く
昔
が
た
り
ぞ
う
か
り
け
る
そ
の
名
ふ
り
ぬ
る
三
日
月
の
松

(
同
、
四
六
四
豆

こ
の
よ
う
に
、
後
鳥
羽
院
配
流
の
「
ふ
り
に
し
事
」
に
想
到
し
、
同
じ
行
路

を
辿
っ
た
院
の
故
事
を
反
劉
し
て
、
先
帝
後
醍
醐
は
自
己
の
運
命
を
後
鳥
羽
院

の
そ
れ
に
重
ね
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
「
後
鳥
羽
院
の
隠
岐
に
移
ら
せ
給
け
む

時
な
ど
も
、
さ
こ
そ
あ
り
け
め
・
・
:
・
・
」
(
四
五
九
頁
)
と
い
う
拓
叩
り
手
の
言
辞

も
あ
る
。
第
三
「
藤
衣
」
末
尾
(
二
九
一
頁
)
に
死
去
し
た
こ
と
誕
さ
れ
て

(
9
)

か
ら
ほ
と
ん
ど
文
面
に
現
れ
な
か
っ
た
後
鳥
羽
院
が
、
後
醍
醐
帝
の
隠
岐
へ
の

道
行
に
際
し
て
突
如
と
し
て
注
目
を
集
め
、
後
醍
醐
帝
と
の
類
似
性
が
確
認
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
梅
松
論
』
な
ど
で
両
者
の
相
違
が
強
調
さ
れ
る
の
と
対

比
す
る
と
、
『
増
鏡
』
の
独
自
性
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
後
醍
醐
帝
は
隠
岐
に
着
い
て
か
ら
も

御
身
の
上
は
さ
し
を
か
れ
て
、
ま
づ
か
の
い
に
し
へ
の
事
思
し
出
づ
。
か
、

る
^
に
^
を
つ
く
し
^
け
ん
^
心
の
う
ち
、
い
か
ぱ
か
り
な
り
け
ん
と
、

あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
く
思
さ
る
、
に
も
、
今
は
た
、
さ
ら
に
か
く
さ
す

ら
へ
ぬ
る
も
、
何
に
ょ
り
思
ひ
立
ち
し
事
ぞ
、
か
の
御
心
の
末
や
果
た
し

遂
ぐ
る
と
思
ひ
し
ゆ
へ
也
。
苔
の
下
に
も
あ
は
れ
と
思
さ
る
ら
ん
か
し
と
、

か
き
集
め
つ
き
せ
ず
な
ん
。
(
第
十
六
「
久
米
の
さ
ら
山
」
四
六
五
頁
)

と
後
鳥
羽
院
の
無
念
に
思
い
を
は
せ
、
自
身
の
倒
幕
計
画
は
院
の
遺
志
を
受
け

継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
。
意
外
な
こ
と
に
、
こ
こ
に
至
る
ま
で

の
記
事
に
お
い
て
は
、
後
醍
醐
帝
の
挙
兵
は
後
鳥
羽
院
の
そ
れ
と
は
関
係
付
け

ら
れ
て
ぃ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
正
中
の
変
の
原
因
は
、
大
覚
寺

統
を
正
統
と
決
す
る
後
嵯
峨
院
の
遺
言
を
鎌
倉
政
権
が
結
果
的
に
無
視
し
た
点

に
求
め
ら
れ
て
い
る
(
第
十
四
「
春
の
別
れ
」
)
。
後
鳥
羽
院
の
残
し
た
宿
願
を

後
醍
醐
帝
が
達
成
し
た
と
い
う
構
図
は
、
隠
岐
流
請
を
体
験
し
て
は
じ
め
て
顕

現
す
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
増
鏡
』
に
お
い
て
は
後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
は
倒
幕
の
軍
事
行
動
や
和

歌
へ
の
傾
倒
に
ょ
っ
て
同
一
化
さ
れ
る
よ
り
も
、
隠
岐
と
い
う
「
地
方
」
を
介

し
て
は
る
か
に
堅
固
に
結
び
付
く
の
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
三
月

山
陰
地
域
研
究
(
伝
統
文
化
)
第
八
号

後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
は
こ
の
上
な
い
尊
貴
性
を
も
ち
な
が
ら
、
娜
の
地
を

漂
泊
し
た
。
こ
の
点
を
強
調
す
る
『
増
鏡
』
世
界
の
根
底
に
は
、
す
で
に
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
貴
種
流
離
譚
の
話
型
を
見
い
だ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
タ
。

『
増
鏡
』
の
流
離
が
貴
種
流
離
譚
と
か
か
わ
る
と
す
る
な
ら
、
流
離
の
苦
難

を
経
験
し
た
後
の
後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
の
運
命
の
対
照
が
注
目
さ
れ
る
。
神

ま
た
は
貴
人
が
罪
の
犯
し
に
ょ
っ
て
地
方
に
流
離
し
て
辛
苦
す
る
と
い
う
条
件

は
『
増
鏡
』
の
両
者
に
等
し
く
合
致
す
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
次
の
段
階
に
は

顕
著
な
差
異
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
辛
苦
の
果
て
に
「
は
か
な
い
生
を

終
え
る
も
の
」
と
「
幸
福
に
転
じ
て
都
に
帰
る
も
の
」
に
こ
の
話
型
の
結
末
が

分
)

大
き
く
分
岐
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
後
鳥
羽
院
が
前
者
に
後
醍
醐
帝
が
後
者
に

照
合
す
る
と
み
て
間
違
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
両
帝
王
は
同
一
化
さ
れ
る
一

方
で
厳
し
く
分
別
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
る
。
『
増
鏡
』
の
構
想
の
中
で
同
一
人

三
異
郷
(
異
界
)
と
し
て
の
隠
岐
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『
増
鏡
』
と
隠
岐

格
と
言
っ
て
ょ
い
ほ
ど
類
型
化
さ
れ
る
両
者
の
運
命
の
帰
結
は
相
反
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
醍
醐
帝
帰
京
の
際
の
次
の
一
節
に
象
徴
さ
れ
る
。

(
帰
還
の
行
列
を
見
る
た
め
の
)
車
な
ど
う
ち
続
き
た
る
さ
ま
、
あ
り
し

^
く
だ
り
に
は
こ
よ
な
く
ま
さ
れ
り
。
^
見
け
る
人
の
中
に
、

む
か
し
だ
に
沈
む
う
ら
み
を
隠
岐
の
海
に
波
た
ち
返
今
ぞ
か
し
こ
き

昔
の
こ
と
な
ど
思
ひ
あ
は
す
る
に
や
あ
り
け
ん
。

条
十
七
「
月
草
の
花
」
四
八
六
豆

「
芦
の
後
鳥
羽
院
と
「
今
」
の
後
醍
醐
帝
は
帰
京
の
成
否
に
ょ
っ
て
峻
別

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
が
こ
こ
に
対
比
さ
れ
る
の
は
両
者
の
運
命
に
類

似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
点
に
基
づ
く
に
違
い
な
い
。
後
醍
醐
帝
は
後
鳥
羽
院
と

途
中
ま
で
同
一
の
運
命
を
辿
り
な
が
ら
、
貴
種
流
離
譚
の
結
末
に
相
当
す
る
段

階
に
お
い
て
背
反
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
建
武
新
政
権
が

短
期
問
で
瓦
解
し
た
事
実
が
あ
っ
て
も
現
行
『
増
鏡
』
の
結
尾
は
後
醍
醐
帝
の

壮
挙
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
隠
岐
で
朽
ち
果
て
た
後
鳥
羽

院
と
と
に
か
く
都
に
帰
還
し
た
後
醍
醐
帝
の
相
違
は
軽
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
貴
種
流
離
譚
の
話
型
に
照
ら
し
て
『
増
鏡
』
に
お
け
る
二
帝
王
を
対

比
す
る
と
、
後
醍
醐
帝
に
関
す
る
記
事
に
貴
種
流
離
譚
的
要
素
が
多
出
す
る
の

に
対
し
て
、
後
鳥
羽
院
に
関
し
て
は
離
島
生
活
の
悲
傷
が
纓
述
さ
れ
る
の
が
目

立
つ
だ
け
で
流
離
譚
の
潜
在
を
う
か
が
わ
せ
る
徴
露
乏
し
い
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
れ
は
後
醍
醐
帝
に
与
え
ら
れ
た
紙
幅
が
相
対
的
に
多
い
点
に
も
よ
る

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
流
離
譚
に
必
要
な
要
素
の
多
く
が
後
鳥
羽

院
に
欠
け
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
後
鳥
羽
院
の
場
合
は
都
か
ら
隠
岐
に
遷
る
過
程
が
完
全
に
脱
落

し
て
い
る
。
「
隠
岐
の
国
に
お
は
し
ま
す
べ
け
れ
ば
、
先
鳥
羽
殿
へ
、
網
代
車

福
田
景
道

の
あ
や
し
げ
な
る
に
て
、
七
月
六
日
入
ら
せ
給
」
全
七
五
頁
)
と
旅
立
ち
が

告
げ
ら
れ
る
箇
所
の
次
に
院
の
所
在
地
点
龜
さ
れ
る
の
は
、
「
こ
の
お
は
し

ま
す
所
は
、
人
離
れ
ぬ
遠
き
島
の
中
な
り
」
(
二
七
九
頁
)
し
か
な
く
、
鳥
羽

殿
と
隠
岐
島
の
間
の
経
路
に
関
す
る
賑
を
欠
く
。
原
資
料
の
不
足
・
不
備
と

い
う
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
意
図
的
に
配
流
の
道
程
が
書
か
れ
な
か
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。
『
六
代
勝
事
記
』
や
『
吾
妻
鏡
』
に
お
い
て
母
七
条
院
に
宛
て
た

)し

「
た
ら
ち
ね
・
・
・
・
・
・
」
の
歌
が
隠
岐
へ
の
道
中
で
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
『
増
鏡
』
で
は
隠
岐
で
の
詠
歌
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

『
増
鏡
』
作
者
の
作
為
に
ょ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
『
増
鏡
』
か
ら
意
図
的
に
道

中
記
事
が
省
略
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
隠
岐
ま
で
の
護
送

過
程
に
詳
し
い
後
醍
醐
帝
と
ま
っ
た
く
な
い
後
鳥
羽
院
と
の
対
照
は
際
立
っ
て

い
る
。後

鳥
羽
院
に
欠
け
る
都
か
ら
隠
岐
ま
で
の
旅
程
に
お
い
て
、
後
醍
醐
帝
の
物

語
は
貴
種
流
離
譚
と
結
び
付
く
。
ま
ず
出
て
く
る
地
名
の
ほ
と
ん
ど
が
著
名
な

歌
枕
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
行
的
視
覚
に
基
づ
く
貴
種
流
離
譚
が
形
成
さ
れ
て

(
お
)
余
)

い
る
と
言
わ
れ
る
。
道
行
は
貴
種
流
離
譚
の
一
要
素
に
な
る
。
旅
の
途
次
に
帝

の
境
遇
が
在
原
行
平
・
光
源
氏
な
ど
の
流
離
体
験
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
の
も
顕

著
な
特
色
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
に
相
関
し
て
、
後
醍
醐
帝
の
目
指
す
隠
岐
の
地
が
「
異
界
」
で

あ
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
幾
多
の
山
・
川
を
越
え
る

(
野
)

こ
と
が
す
な
わ
ち
境
界
を
越
え
て
異
界
に
入
る
こ
と
に
等
し
い
。
「
逢
坂
」
と

い
う
関
所
名
を
越
え
る
こ
と
も
記
さ
れ
る
(
四
六
四
頁
)
。
前
掲
の
「
三
日
月

の
中
山
」
は
美
作
と
伯
耆
と
の
国
境
の
峠
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
都
と
異

界
と
の
境
界
で
も
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
隠
岐
の
性
格
は
異
界
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(
異
郷
)
に
近
づ
く
。
『
増
鏡
』
に
お
け
る
隠
岐
が
「
都
」
に
対
す
る
「
部
」
、

「
中
央
」
に
対
す
る
「
地
方
」
と
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
述
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
後
醍
醐
帝
に
と
っ
て
の
隠
岐
の
反
「
都
」
的
性
格
は
道
中
に
お
い

て
境
界
が
越
え
ら
れ
る
こ
と
で
一
層
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
後
鳥
羽
院
と
の

差
異
も
こ
の
点
で
一
層
顕
著
に
な
る
。

か
つ
て
は
「
彼
国
地
五
西
極
堺
、
近
新
羅
」
と
記
さ
れ
て
異
国
と
の
境

界
と
見
ら
れ
た
隠
岐
は
、
『
増
鏡
』
の
後
醍
醐
帝
の
配
流
の
経
緯
に
ょ
っ
て
異

界
(
異
郷
)
に
転
じ
る
の
で
あ
る
。

境
界
を
越
え
る
道
行
を
経
験
し
な
い
『
増
鏡
』
の
後
鳥
羽
院
に
と
っ
て
の
隠

岐
は
、
「
異
郷
」
と
し
て
の
定
位
が
不
完
全
で
あ
っ
た
。
「
異
郷
」
が
苦
難
と
と

も
に
再
起
す
る
呪
力
を
も
与
え
得
る
地
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
院
の
流
離
は
、
異

郷
体
験
と
直
接
結
び
付
か
な
い
こ
と
に
基
づ
い
て
、
再
起
の
可
能
性
の
制
限
さ

れ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
事
実
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
後
醍
醐
帝
に

と
っ
て
の
隠
岐
が
再
起
(
再
生
)
の
場
と
し
て
有
効
に
機
能
す
る
の
に
対
し
て
、

後
鳥
羽
院
に
再
生
力
が
与
え
ら
れ
る
徴
証
は
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
隠
岐
に
お
い
て
「
は
か
な
い
生
を
終
え
る
」
後
鳥
羽
院
と
、
「
都
に

帰
る
」
後
醍
醐
帝
と
の
運
命
の
対
照
峡
隠
岐
で
の
あ
り
方
の
相
違
に
起
因
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
度
の
配
流
の
『
増
鏡
』
に
お
け
る
位
置
付
け
が
異
な

る
だ
け
で
な
く
、
両
帝
王
が
隠
岐
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
の
相
違
が
そ
の

後
の
明
暗
の
分
岐
点
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
に
そ
れ
を
例
証
す
る
。

『
増
鏡
』
の
和
歌
は
後
醍
醐
帝
に
ょ
っ
て
最
も
多
く
詠
ま
れ
、
後
鳥
羽
院
が

四
再
生
の
場
と
し
て
の
隠
岐

そ
れ
に
次
い
で
、
他
を
圧
す
る
。
こ
れ
は
和
歌
に
す
ぐ
れ
る
名
君
と
い
う
共
通

性
が
両
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
直
結
す
る
が
、
そ
の
分
布
を
配
流
に
ょ
る
運

命
の
変
転
と
関
係
さ
せ
る
と
、
注
目
す
べ
き
差
異
が
見
い
だ
せ
る
。
す
な
わ
ち

実
際
の
後
鳥
羽
院
の
和
歌
は
大
部
分
が
都
で
詠
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
増
鏡
』
で
は
二
0
首
中
一
六
首
ま
で
が
隠
岐
島
で
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も

前
述
の
よ
う
に
「
た
ら
ち
ね
・
・
・
・
・
・
」
の
歌
は
道
行
か
ら
島
へ
移
さ
れ
た
可
能
性

が
あ
っ
た
。
一
方
、
後
醍
醐
帝
の
歌
は
二
八
首
と
多
い
が
、
そ
の
う
ち
二
0
首

ま
で
が
元
弘
の
戦
闘
で
の
流
浪
か
ら
隠
岐
へ
の
道
行
に
い
た
る
悲
嘆
を
詠
む
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
隠
岐
に
着
い
て
か
ら
の
記
事
中
に
は
一
首
し
か
見
ら

れ
な
い
。
後
鳥
羽
院
の
道
行
そ
の
も
の
が
欠
如
す
る
こ
と
の
当
然
の
帰
結
と
も

言
え
る
が
、
大
部
分
の
歌
が
隠
岐
で
詠
ま
れ
る
後
鳥
羽
院
と
、
隠
岐
に
至
る
道

行
に
詠
歌
が
集
中
す
る
後
醍
醐
帝
と
の
差
異
は
鮮
や
か
で
あ
る
。

こ
の
和
歌
の
分
布
の
偏
り
は
、
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の
方
向
に
偏
る
「
行
な
ひ
」

(
勤
行
)
の
用
例
の
検
討
に
ょ
っ
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
に
な
る
。
承

久
の
乱
の
勝
利
を
祈
願
し
て
「
御
修
法
ど
も
数
知
ら
ず
行
な
は
る
」
全
七
四

頁
)
と
記
さ
れ
る
後
鳥
羽
院
で
あ
る
が
、
敗
北
し
て
隠
岐
に
流
さ
れ
て
か
ら
は

悲
嘆
を
和
歌
に
詠
み
込
む
だ
け
で
「
行
な
ひ
」
か
ら
は
遠
ざ
か
る
。
再
起
の
意

欲
を
放
棄
し
た
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
わ
ず
か
に
「
阿
弥
陀
仏
の
御
っ
と
め
」

(
二
九
一
頁
)
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
直
後
に
訪
れ
る
死
を
前
提
に
し
た
も

の
と
思
わ
れ
、
こ
の
世
で
の
再
起
に
関
係
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

)
0

し

方
向
性
は
『
増
鏡
』
で
は
ほ
と
ん
ど
視
界
外
に
あ
る
は
ず
の
懐
院
の
配
流
生

活
と
の
対
比
で
明
確
化
さ
れ
る
。

佐
渡
院
(
順
徳
)
、
明
く
れ
御
行
な
ひ
を
の
み
し
給
っ
＼
な
を
、
さ
り

と
も
と
お
ぽ
さ
る
。
隠
岐
に
は
、
浦
よ
り
を
ち
の
は
る
ぐ
と
霞
み
わ
た

(
凶
)
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『
増
鏡
』
と
隠
岐

れ
る
空
を
な
が
め
入
て
、
過
ぎ
に
し
か
た
、
か
き
つ
く
し
思
ほ
し
出
づ
る

に
、
行
方
な
き
御
涙
の
み
ぞ
と
ゞ
ま
ら
ぬ
。

う
ら
や
ま
し
な
が
き
日
影
の
春
に
あ
ひ
て
潮
汲
む
あ
ま
も
袖
や
ほ
す

(
第
二
「
新
島
守
」
二
七
九
頁
)

ら
ん

「
行
な
ひ
」
に
か
け
る
順
徳
院
は
「
さ
り
と
も
」
と
意
欲
を
失
わ
な
い
の
に

対
し
て
、
ひ
た
す
ら
涙
に
く
れ
て
詠
歌
す
る
後
鳥
羽
院
の
諦
念
が
描
か
れ
て
ぃ

る
。
こ
れ
ら
の
和
歌
関
係
記
事
か
ら
は
再
起
の
断
念
に
繋
が
る
印
象
は
与
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
後
鳥
羽
院
の
姿
か
ら
将
来
の
京
都
奪
回
は
予

想
し
難
い
。
隠
岐
の
後
鳥
羽
院
の
文
化
的
営
為
は
和
歌
と
信
仰
に
集
約
さ
れ
る

七
言
わ
れ
る
中
で
和
歌
の
み
を
極
度
に
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
『
増
鏡
』
の
姿

勢
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
方
、
隠
岐
で
歌
を
詠
ま
な
い
後
醍
醐
帝
は
失
意
の
中
に
も
「
後
夜
の
行
な

ひ
」
を
欠
か
さ
ず
(
四
七
五
頁
)
、
「
密
教
の
秘
法
」
を
も
試
み
る
(
四
七
八
頁
)
。

「
う
ち
た
へ
御
精
進
に
て
、
朝
夕
っ
と
め
行
な
は
せ
給
」
(
四
七
三
頁
)
と
も

(
訟
)

あ
る
。
こ
こ
に
再
起
を
志
す
意
欲
が
潜
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、

配
流
以
前
の
も
の
と
し
て
中
宮
禧
子
懐
妊
に
際
し
て
「
大
法
・
秘
法
・
祭
り

.

祓
ゑ
、
数
を
つ
く
し
て
の
、
し
る
」
様
子
が
詳
述
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
。
『
太

平
記
』
に
関
東
調
伏
の
た
め
の
秘
法
を
行
う
た
め
の
擬
妊
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
著
名
な
事
件
で
あ
る
が
、
『
増
鏡
』
で
は
倒
幕
の
意
欲
と
関
係
付
け
ら
れ

る
よ
う
な
記
述
は
一
切
な
い
。
む
し
ろ
、
前
坊
(
邦
良
)
御
息
所
中
院
通
重
女

や
「
昔
の
弘
徽
殿
の
女
御
」
の
凶
例
と
比
較
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
懐
妊

を
擬
装
し
た
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
記
事
は
西

園
寺
家
の
外
戚
政
策
の
一
環
と
し
て
倒
幕
運
動
と
は
無
関
係
に
捉
え
ら
れ
る
可

能
性
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
後
醍
醐
帝
の
倒
幕
に
関
す
る
勤
行
・
修
法
は
主
に
隠

福
田
景
道

岐
で
行
わ
れ
る
と
い
う
『
増
境
』
の
叙
述
姿
勢
は
認
め
ら
れ
て
ょ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
和
歌
に
託
し
て
悲
哀
を
訴
え
る
に
終
始
す
る
後
鳥
羽
院
气

「
行
な
ひ
」
の
持
続
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
再
起
の
瓢
を
保
ち
続
け
る
後
醍

醐
帝
と
の
差
異
は
将
来
の
明
暗
を
決
定
し
、
す
べ
て
隠
岐
に
お
い
て
顕
在
化
す

る
の
で
あ
る
。
後
醍
醐
帝
の
意
志
力
は
す
で
に
隠
岐
へ
の
道
行
で
「
た
い
ら
か

に
だ
に
あ
ら
ば
、
を
の
づ
か
ら
御
本
意
と
ぐ
る
や
う
も
あ
り
な
ん
」
(
四
六
四

頁
)
と
明
言
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
結
実
す
る
の
が
隠
岐
で
あ
っ
た
と
も
一
言
え

る
。

ま
た
、
「
行
な
ひ
」
は
再
起
の
瓢
を
証
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
再
起
を

保
証
す
る
機
能
を
も
持
っ
て
い
る
。

隠
岐
の
小
島
に
は
、
月
日
ふ
る
ま
、
に
、
い
と
忍
び
が
た
う
思
さ
る
、

事
の
み
ぞ
数
そ
ひ
け
る
。
い
か
ぱ
か
り
の
お
こ
た
り
に
て
、
か
、
る
憂

目
を
見
る
ら
ん
と
、
前
の
世
の
み
つ
ら
く
思
し
知
ら
る
、
に
も
、

で
そ
の
罪
を
も
報
ひ
て
ん
と
お
ぽ
し
て
、
う
ち
た
へ
御
精
進
に
て
、
朝

タ
つ
と
め
行
な
は
せ
給
。
法
の
験
を
も
心
み
が
て
ら
と
、
か
っ
は
思
す

な
る
べ
し
。
身
づ
か
ら
護
摩
な
ど
も
た
か
せ
給
に
、
い
と
頼
も
し
き
こ

と
、
夢
に
も
う
つ
>
に
も
多
く
な
ん
あ
り
け
る
0

(
第
十
六
「
久
米
の
さ
ら
山
」
四
七
=
一
・
四
七
四
頁
)

大
願
成
就
を
予
測
さ
せ
る
「
頼
も
し
き
」
兆
し
が
現
れ
た
と
い
う
の
は
、
勤

行
に
ょ
っ
て
「
罪
」
が
浄
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
延
長

に
父
後
宇
多
院
の
霊
告
が
も
た
ら
さ
れ
る
(
四
七
八
頁
)
。
そ
の
過
程
で
注
目

さ
れ
る
の
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
の
強
さ
で
あ
る
。

源
氏
の
大
将
、
須
磨
の
浦
に
て
、
父
御
門
見
奉
り
け
ん
夢
の
心
ち
し
給
も
、

い
と
あ
は
れ
に
頼
も
し
う
、
い
よ
く
御
心
づ
よ
さ
ま
さ
り
て
、
か
の
新
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発
意
が
御
迎
へ
の
や
う
な
る
釣
船
も
、
便
り
出
で
来
な
ん
や
と
、
待
た
る
、

心
ち
し
給
に
、
大
塔
の
{
呂
よ
り
も
、
あ
ま
人
の
た
よ
り
に
つ
け
て
、
き
こ

え
給
事
絶
え
ず
。

(
第
十
七
「
月
草
の
花
」
四
七
八
頁
)

後
醍
醐
帝
の
隠
岐
と
光
源
氏
の
須
磨
と
が
重
な
り
合
う
。
貴
種
流
離
譚
の
死

と
再
生
の
論
理
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
最
も
明
瞭
に
示
さ
れ
る
と
言
わ
れ

磊
)る

。
ま
た
、
源
氏
は
「
行
な
ひ
」
(
勤
行
・
精
進
)
に
ょ
っ
て
宿
世
の
罪
障
を

(
認
)

消
す
た
め
に
都
を
離
れ
た
と
も
言
わ
れ
る
。
同
様
に
後
醍
醐
帝
は
再
生
を
果
た

し
、
都
に
生
還
す
べ
く
隠
岐
に
お
い
て
罪
障
を
抹
消
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
行

な
ひ
」
が
和
歌
に
対
立
す
る
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
う
し
て
『
源
氏
物
証
巴

を
媒
介
に
す
る
と
『
増
鏡
』
の
貴
種
流
離
譚
へ
の
依
存
が
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。

『
増
鏡
』
で
は
、
後
醍
醐
帝
の
倒
幕
計
画
は
失
敗
が
約
束
さ
れ
て
い
た
と
言

え
る
。
即
位
の
当
日
に
起
こ
っ
た
左
大
将
一
条
内
経
と
右
大
将
花
山
院
家
定
の

行
列
争
い
(
四
三
頁
)
、
大
嘗
会
の
日
の
綾
小
路
宰
相
有
時
の
斬
殺
事
件

(
同
)
を
初
め
と
し
て
不
祥
事
・
凶
兆
が
あ
ま
り
に
も
多
い
治
世
で
あ
っ
た
。

「
し
は
ぶ
き
や
み
」
の
流
行
な
ど
に
ょ
っ
て
多
数
の
死
者
を
出
し
(
四
四
0
頁
)
、

「
近
ご
ろ
、
よ
き
人
ぐ
多
く
失
せ
給
ふ
さ
ま
こ
そ
、
い
と
口
惜
し
け
れ
」
と

ま
で
嘆
か
れ
る
(
四
三
七
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
後
醍
醐
帝
で
あ
れ
ば
、
正
中
の

変
の
失
敗
元
弘
の
苦
難
は
黛
の
帰
結
と
も
理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て

の
悪
運
を
導
い
た
罪
障
を
浄
化
す
る
た
め
に
「
異
郷
」
と
し
て
の
隠
岐
で
の
辛

苦
と
「
行
な
ひ
」
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
後
鳥
羽
院
に
あ
っ
た
宝

剣
の
欠
落
(
二
五
二
頁
)
、
日
吉
社
の
怒
り
全
七
四
頁
)
な
ど
の
障
害
は
、

つ
い
に
浄
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
院
に
と
っ
て
の
隠
岐
は
再
生
の
場
と
し
て
の

「
異
郷
」
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

隠
岐
と
い
う
「
異
郷
」
に
お
い
て
後
鳥
羽
院
は
後
醍
醐
帝
の
祖
霊
と
し
て
、

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

1
」
(
『
日
本
文
芸
論
叢
』
第
二
号
、
昭
和
五
八
年
三
月
)
参
照
。

(
2
)
拙
稿
「
『
増
鏡
』
に
み
ら
れ
る
宮
廷
貴
族
諸
流
の
盛
衰
1
外
戚
か

ら
近
臣
ヘ
1
」
(
『
国
語
教
育
論
叢
』
創
刊
号
、
平
成
三
年
九
月
)
参
照
。

(
3
)
『
増
鏡
』
本
文
の
引
用
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
町
、
昭
和
四
0
年
、
岩
波

書
店
刊
)
に
ょ
り
、
(
)
内
に
適
宜
説
明
事
項
を
補
足
す
る
。
以
下
同

じ
。

一
九
九
二
年
三
月

再
起
す
る
帝
を
守
護
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『
増
鏡
』
の
文
脈
の

中
で
は
、
後
鳥
羽
院
は
後
醍
醐
帝
の
「
先
例
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
後
醍

醐
帝
の
人
間
性
を
美
化
す
る
に
は
有
効
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
後
醍
醐
帝
に

(
U
)

「
先
例
」
の
超
克
を
要
請
す
る
。
そ
の
た
め
峡
配
流
と
い
う
共
通
の
体
験
に

よ
っ
て
両
者
を
一
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
た
隠
岐
の
存
在
が
改
め
て

重
要
に
な
る
。
隠
岐
は
二
人
の
帝
王
を
同
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
異
化
す
る
た

め
に
も
機
能
す
る
。
『
増
鏡
』
世
界
唯
一
の
「
地
方
」
で
あ
る
隠
岐
が
「
異
郷
」

と
し
て
後
醍
醐
帝
の
再
生
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。
再
度
引
用
し
て
お
く
。

む
か
し
だ
に
沈
む
う
ら
み
を
隠
岐
の
海
に
波
た
ち
返
今
ぞ
か
し
こ
き

(
第
十
七
「
月
草
の
一
化
」
四
八
六
頁
)

山
陰
地
域
研
究
会
統
文
化
)
第
八
号

(
4
)
高
橋
富
雄
「
日
本
最
史
上
の
中
央
と
地
方
」
(
『
季
刊
日
本
愚
史
』

第
二
号
、
昭
和
五
二
年
五
月
)
、
村
井
章
介
「
中
世
日
本
列
島
の
地
域
空
間

と
国
家
」
(
冒
懲
第
七
一
三
一
号
、
昭
和
六
0
年
六
月
。
同
著
『
ア
ジ
ア

の
な
か
の
中
世
日
本
』
<
校
倉
書
房
、
昭
和
六
三
年
刊
>
に
再
録
)
な
ど
参
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『
増
鏡
』
と
隠
岐

照
。

(
5
)
(
1
)
に
同
じ
。

(
6
)
(
2
)
に
同
じ
。

(
7
)
を
の
れ
う
ち
勝
っ
な
ら
ば
、
二
た
び
足
柄
・
箱
根
山
は
越
ゆ
べ
し

全
七
二
頁
)

(
8
)
拙
稿
「
『
増
鏡
』
の
基
調
1
二
家
系
対
照
と
明
暗
循
環
の
構
図
1

1
」
(
『
文
芸
研
究
』
第
三
入
集
平
成
三
年
九
旦
姦
。

(
9
)
(
2
)
に
同
じ
。

(
W
)
尊
良
親
王
の
士
佐
尊
澄
法
親
王
の
讃
岐
洞
院
大
納
言
公
敏
の
下
野

花
山
院
大
納
言
師
賢
の
下
総
、
万
里
小
路
中
納
言
藤
房
の
常
陸
、
同
宰
相
季

房
の
下
野
が
流
刑
地
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
源
中
納
言
具
行
と

平
宰
相
成
輔
は
配
流
の
途
次
に
処
刑
さ
れ
た
。

(
H
)
西
沢
正
史
「
『
増
鏡
』
作
者
論
の
ゆ
く
え
1
洞
院
公
賢
説
批
判
を

中
心
に
1
」
(
畢
苑
』
第
五
七
七
号
、
昭
和
六
三
年
一
月
)
な
ど
参
照
。

(
松
)
横
山
弥
四
郎
著
『
隠
岐
の
流
人
』
(
島
根
県
、
昭
和
二
八
年
刊
、
昭
和

三
七
年
再
刊
)
、
井
上
寛
司
「
文
献
か
ら
み
た
古
代
・
中
世
の
隠
岐
の
流
人
」

(
『
隠
岐
流
人
に
関
す
る
研
究
』
平
成
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
△
般

研
究
B
>
研
究
成
果
報
告
晝
平
成
三
年
三
月
刊
)
な
ど
姦
。

(
撃
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
1
」
(
『
島
大
国
文
』
第
二
0
号
、
平
成
三
年
ご
一
月
)
参
照
。

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

館
論
叢
』
第
一
五
巻
第
四
号
、
昭
和
五
七
年
八
旦
参
照
。

(
而
)
樋
口
芳
麻
呂
著
『
後
鳥
羽
院
』
(
王
朝
の
歌
人
W
、
集
英
社
、
昭
和
六

0
年
刊
)
一
八
頁
な
ど
参
照
。

福
田
景
道

(
玲
)
目
崎
徳
衛
「
隠
岐
に
お
け
る
後
鳥
羽
院
」
(
『
芸
林
』
第
三
八
巻
第
四

号
、
平
成
元
年
三
月
)
に
は
、
連
歌
・
俳
諧
・
国
学
な
ど
の
分
野
で
後
鳥

羽
院
が
深
く
敬
慕
さ
れ
た
こ
と
と
、
『
増
鏡
』
の
好
評
価
と
の
共
通
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

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

一
四
巻
、
角
川
書
店
、
昭
和
五
一
年
刊
)
二
七
五
頁
な
ど
参
照
。

(
那
)
拙
稿
「
『
増
鏡
』
と
両
統
問
題
」
(
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第

二
五
巻
、
人
文
・
社
会
科
学
編
、
平
成
三
年
ご
河
)
参
照
。

西
)
第
四
三
一
神
山
」
か
ら
第
十
五
「
む
ら
時
雨
」
ま
で
の
間
に
、
故
後
鳥

羽
院
に
関
す
る
記
事
は
「
か
く
の
み
あ
さ
ま
し
き
御
事
ど
も
の
続
き
ぬ
る
は
、

か
に
も
、
か
の
遠
き
浦
く
に
て
沈
み
果
て
さ
せ
給
に
し
、
御
霊
ど
も
に

いや
」
(
二
九
四
頁
)
、
「
む
か
し
後
鳥
羽
院
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
下
野
の
君
」
会
三

三
頁
)
な
ど
の
数
箇
所
に
す
ぎ
な
い
。

(
加
)
承
久
に
は
後
鳥
羽
院
を
隠
岐
国
へ
遷
奉
り
、
是
又
、
今
度
(
後
醍
醐
帝

配
流
)
に
比
す
べ
か
ら
ず
。
其
故
は
忠
有
て
科
な
き
関
東
三
代
将
軍
家

の
遺
跡
を
可
"
被
亡
天
気
有
に
依
て
、
下
を
責
給
し
か
ば
天
道
の
あ
た

へ
ざ
る
理
に
帰
し
て
、
遂
に
仙
洞
の
隠
岐
国
へ
移
し
奉
る
。
然
と
い
へ

ど
も
猶
武
家
は
天
命
を
恐
て
御
孫
の
後
堀
川
天
皇
を
御
位
に
付
奉
る
。

神
妙
の
沙
汰
な
り
と
ぞ
皆
人
申
け
る
。
今
度
は
後
嵯
峨
院
の
御
遺
勅
を

破
て
、
如
此
の
儀
に
及
条
、
天
命
も
計
り
が
た
し
。
い
か
ゞ
あ
る
べ

か
ら
ん
と
ぞ
お
ぽ
え
し
。
此
君
御
科
な
く
し
て
遠
島
に
移
さ
れ
給
ふ
、

叡
慮
の
ほ
ど
図
り
奉
り
て
、
御
警
固
の
武
士
ど
も
皆
涙
を
な
が
さ
ぬ
は

な
か
り
け
り
。
(
矢
代
和
夫
・
加
美
宏
校
注
『
梅
松
論
』
新
撰
日
本
古

典
文
庫
、
現
代
思
潮
社
、
昭
和
五
0
年
刊
、
四
九
・
五
0
頁
)
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(
幻
)
小
峯
和
明
「
増
鏡
」
(
大
曾
根
章
介
他
編
『
歴
史
・
歴
史
物
語
・
軍
記
』

研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
第
二
巻
、
明
治
書
院
、
昭
和
五
八
年
刊
)
参
照
。

璽
西
村
亨
「
貴
種
流
離
譚
」
(
同
編
『
折
口
信
夫
事
典
』
大
修
館
書
店
、

昭
和
六
三
年
刊
)
エ
ハ
六
頁
。

露
)
小
山
利
彦
「
『
源
氏
物
語
』
受
容
か
ら
み
た
『
増
鏡
』
の
執
筆
意
図
」

(
『
源
氏
物
語
研
究
』
創
刊
号
、
昭
和
四
八
年
一
二
月
。
後
に
改
稿
さ
れ
て

同
著
『
源
氏
物
語
を
軸
と
し
た
王
朝
文
学
世
界
の
研
究
』
<
桜
楓
社
、
昭
和

五
七
年
刊
>
に
再
録
)
。

愛
)
露
泛
同
じ
。

露
)
林
田
孝
和
著
『
異
郷
論
王
朝
び
と
の
心
象
』
(
桜
楓
社
、
昭
和
六
一

年
刊
)
参
照
。

⑳
黒
田
日
出
男
「
『
中
山
』
 
1
世
の
交
通
と
境
界
地
名
1
」
(
同

著
『
境
界
の
中
世
象
徴
の
中
世
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
六
一
年
刊
)
参

照
。

(
舒
)
『
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
五
月
廿
六
日
条
。

(
器
)
日
向
一
雅
「
異
郷
」
(
『
国
文
学
』
第
二
八
巻
第
一
六
号
、
昭
和
五
八

年
三
月
。
同
著
『
源
氏
物
語
の
王
権
と
流
離
』
<
新
典
社
、
平
成
元
年
刊
>

に
再
録
)
な
ど
参
照
。

西
)
後
醍
醐
帝
二
八
首
後
鳥
羽
院
二
0
首
。
次
に
多
い
西
園
寺
実
氏
や
後

嵯
峨
院
は
一
 
0
首
程
度
に
す
ぎ
な
い
。

(
即
)
木
藤
才
蔵
「
増
鏡
に
お
け
る
後
鳥
羽
院
」
(
『
和
歌
文
学
の
世
界
第

三
集
』
笠
問
書
院
、
昭
和
五
0
年
刊
。
同
著
『
中
世
文
学
需
』
<
明
治
書

院
、
昭
和
五
九
年
刊
>
に
再
録
)
参
照
。

寵
)
目
崎
徳
衛
前
掲
論
文
(
M
)
。

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

つ
い
て
1
」
(
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
四
巻
第
二
号
、
人
文

.

社
会
科
学
編
、
平
成
二
年
三
月
)
姦
。

露
)
『
太
平
記
』
巻
一

0

兪
)
『
栄
花
物
語
』
に
ょ
る
と
「
承
香
殿
の
女
御
」
。

露
)
(
2
)
に
同
じ
。

需
)
意
志
力
の
有
無
は
、
政
権
掌
握
を
知
ら
せ
る
夢
告
を
信
じ
ず
に
「
こ
の

世
の
御
望
み
は
絶
ち
は
て
ぬ
る
心
ち
」
し
て
剃
髪
し
た
後
高
倉
院
と
、
神
託

に
従
っ
て
出
家
を
思
い
と
ど
ま
っ
て
将
来
に
そ
な
え
た
後
嵯
峨
院
と
の
差
異

に
等
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
高
倉
院
の
皇
統
は
早
く
断
絶
し
、
後
嵯
峨

院
の
末
商
は
繁
栄
を
続
け
る
。

(
釘
)
三
谷
栄
二
者
『
物
語
史
の
研
究
』
(
有
精
堂
昭
和
四
二
年
刊
)
三
九
四

S
四
0
三
頁
な
ど
。

露
)
阿
部
秋
生
「
須
磨
流
離
の
経
緯
」
(
『
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