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白
河
院
が
平
安
京
の
南
方
郊
外
に
造
営
し
た
「
鳥
羽
殿
」
は
、
白

河
・
鳥
羽
・
後
白
河
三
代
の
院
政
の
舞
台
と
な
り
、
鎌
倉
末
期
ま
で

幾
度
と
な
く
歴
代
上
皇
の
御
幸
を
仰
い
だ
仙
洞
御
所
で
あ
る
。「
城

南
離
宮
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
上
皇
権
力
と
直
結
し
た
こ
の
空
間
で
は

多
く
の
和
歌
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
時
代
状
況
・
政
治
的
意
識
の
反
映

を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
論
で
は
、
ま
ず
こ
の
鳥
羽
殿
を
詠
歌
空
間
と
し
て
捉
え
た
場
合

の
性
質
に
注
目
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
た
こ
と
の

な
い
、
鳥
羽
殿
が
そ
の
歴
史
に
終
焉
を
迎
え
る
両
統
迭
立
期
に
お
い

て
、
鳥
羽
殿
が
詠
歌
空
間
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
で
政
治
的
に
果

た
し
た
役
割
を
新
た
に
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
鳥
羽
殿
の
特
徴
・
和
歌
空
間
と
し
て
の
性
質

鳥
羽
殿
は
他
に
類
の
な
い
広
大
な
水
景
を
擁
し
た
空
間
で
あ
る
。

『
扶
桑
略
記
』
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
十
月
二
十
日
条
に
示
さ
れ
る

鳥
羽
殿
の
敷
地
内
の
池
の
面
積
と
は
、
南
北
八
町
、
東
西
六
町
、
水

深
八
尺
有
余
と
い
う
も
の
で
、
離
宮
史
上
最
大
規
模
を
誇
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
池
の
全
貌
は
未
だ
に
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
従
来
の
自
然
池
に
殿
舎
造
営
時
に
手
を
加
え
た
も
の

で（
１
）、

鳥
羽
殿
内
の
南
殿
・
北
殿
・
泉
殿
・
東
殿
と
い
っ
た
殿
舎
同
士

の
間
を
水
運
で
結
び
、
さ
ら
に
水
無
瀬
殿
と
の
船
に
よ
る
往
来
も
可

能
に
し
て
い
た
ら
し
い
と
い
う（
２
）。「

平
安
京
の
全
体
を
背
後
に
ひ
か

え
た
池
水
の
広
が
り
そ
の
も
の
」
こ
そ
が
鳥
羽
殿
の
中
心
を
な
し
て

い
た
、
と
い
う
千
本
英
史
氏
の
指
摘
の
通
り
、
鳥
羽
殿
は
池
の
景
観

鳥
羽
殿
に
お
け
る
詠
歌
史

石
井　

悠
加
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あ
り
き
の
造
営
が
な
さ
れ
て
い
る（
３
）。

そ
し
て
こ
の
雄
大
な
水
景
は
、
詠
歌
空
間
と
し
て
の
鳥
羽
殿
を
最

も
特
徴
づ
け
る
条
件
と
な
っ
た
。
初
夏
の
あ
る
日
、「
も
と
の
ま
ま
の

池
の
汀
に
行
き
て
み
よ
」
と
い
う
白
河
院
の
命
に
よ
っ
て
、
着
工
開

始
さ
れ
た
鳥
羽
殿
へ
赴
き
、
池
を
見
渡
し
た
周
防
内
侍
は
、「
池
の
汀

の
藤
・
山
吹
な
ど
聞
き
し
よ
り
も
見
る
に
勝
り
て
を
か
し
う
飽
か

ず
」
と
景
観
を
楽
し
み
、
同
行
し
て
い
た
公
実
と
「
た
ち
か
へ
る
心

の
ほ
ど
を
思
ひ
や
れ
都
忘
る
る
池
の
藤
浪
」（
周
防
内
侍
集
・
34
）
と
、

完
成
を
待
ち
わ
び
る
歌
を
交
わ
し
て
い
る
。

ま
た
、
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
の
四
月
二
十
六
日
か
ら
四
日
間

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
後
白
河
天
皇
の
鳥
羽
殿
へ
の
初
の
行
幸
で

は
、
信
西
が
舟
遊
の
た
め
の
船
を
造
進
し
て
い
る
（『
兵
範
記
』
同
日

条
）。
藤
原
惟
方
の
家
集
中
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
の
舟
遊
の

様
子
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
　

 

院
の
位
の
御
時
、
初
め
て
鳥
羽
に
行
幸
あ
り
て
、
御
舟
に

て
御
遊
あ
る
に
、
秋
の
野
島
崎
に
、
海
舟
の
や
う
や
う
の

も
の
積
み
た
る
さ
ま
を
し
て
、
さ
し
つ
け
た
る
を
、
人
々

「
面
白
し
」
な
ど
申
し
侍
り
し
。
そ
の
時
、
蔵
人
頭
に
て

御
舟
に
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
心
の
う
ち
に
か
く
ぞ
お
ぼ
え
し
、

と
後
に
思
ひ
出
で
た
り
し

四
方
の
海
を
君
が
御
代
に
は
池
水
の
心
に
の
み
ぞ
ま
か
せ
入
れ

け
る
（
粟
田
口
別
当
入
道
集
・
112
）

池
に
淡
路
国
の
野
島
崎
を
模
し
た
島
が
作
ら
れ
、
そ
こ
に
様
々
な

も
の
を
積
み
込
ん
だ
海
船
が
浮
か
ん
だ
壮
観
の
様
相
が
窺
わ
れ
る
。

舞
台
と
な
っ
た
池
は
「
四
方
の
海
」
と
表
現
さ
れ
る
に
足
る
規
模
を

誇
っ
て
い
る
。
広
大
な
池
は
、
御
遊
の
舞
台
で
あ
り
、
大
海
原
を
表

現
し
た
舞
台
背
景
と
し
て
、
上
皇
の
比
類
な
い
権
勢
を
示
す
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。

次
に
、
鳥
羽
殿
の
第
二
の
特
質
と
は
、
激
動
の
院
政
期
に
あ
っ
て

常
に
明
暗
の
両
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
い
う
歴
史
性
で
あ
る
。

鳥
羽
殿
を
最
初
に
造
営
し
た
白
河
院
に
と
っ
て
、
鳥
羽
殿
は
二
十
一

歳
で
亡
く
な
っ
た
皇
女
郁
芳
門
院
媞
子
と
、
二
十
九
歳
で
亡
く
な
っ

た
堀
河
天
皇
と
い
う
二
人
の
子
ら
の
死
の
同
年
に
、
と
も
に
観
桜
の

御
会
を
催
し
た
場
所
で
あ
る
。
ま
た
鳥
羽
殿
の
各
御
堂
を
整
備
し
た

鳥
羽
院
は
、
鳥
羽
殿
で
五
十
歳
を
祝
う
賀
宴
を
開
い
た
二
年
後
、
鳥

羽
殿
の
勝
光
明
院
の
阿
弥
陀
講
へ
臨
幸
す
る
際
に
、「
心
あ
ら
ば
に
ほ

ひ
を
そ
へ
よ
桜
ば
な
の
ち
の
春
を
ば
い
つ
か
見
る
べ
き
」（
千
載
集
・

雑
中
・
1052
）
と
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
二
年
後
、
鳥
羽
殿
安
楽
寿
院
で

鳥
羽
院
が
崩
御
し
た
の
を
契
機
に
保
元
の
乱
が
勃
発
す
る
の
で
あ

る
。さ

ら
に
上
皇
の
治
世
の
象
徴
空
間
で
あ
る
鳥
羽
殿
は
、
上
皇
の
権

力
の
盛
衰
を
表
現
す
る
格
好
の
場
と
な
る
。
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
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十
一
月
二
十
日
に
後
白
河
院
が
平
清
盛
に
幽
閉
さ
れ
た
情
景
を
、『
平

家
物
語
』
巻
三
「
城
南
之
離
宮
」
は
、「
野
山
の
嵐
の
音
の
み
は
げ
し

く
て
、
寒
庭
の
月
の
ひ
か
り
ぞ
さ
や
け
き
、
庭
に
は
雪
の
み
降
り
つ

も
れ
ど
も
、
跡
ふ
み
つ
く
る
人
も
な
く
、
池
に
は
つ
ら
ら
と
ぢ
か
さ

ね
て
、
む
れ
ゐ
し
鳥
も
み
え
ざ
り
け
り
。
お
ほ
寺
の
鐘
の
声
、
遺
愛

寺
の
聞
を
驚
か
し
、
西
山
の
雪
の
色
、
香
炉
峰
の
望
を
も
よ
お
す
。

よ
る
霜
に
寒
け
き
砧
の
ひ
び
き
、
か
す
か
に
御
枕
に
つ
た
ひ
、
暁
、

氷
を
き
し
る
車
の
跡
、
遥
か
に
門
前
に
よ
こ
た
は
れ
り
。」
と
述
べ
、

冬
の
夜
の
鳥
羽
殿
の
情
景
に
、
後
白
河
院
の
寂
寥
た
る
心
中
を
重
ね

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、承
久
の
乱
に
敗
れ
た
後
鳥
羽
院
も
ま
た
、

か
つ
て
譲
位
後
ま
も
な
い
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）、
一
ヶ
月
以
上
に

わ
た
っ
て
競
馬
や
歌
会
を
楽
し
ん
だ
そ
の
鳥
羽
殿
に
お
い
て
、
承
久

三
年
（
一
二
二
一
）
七
月
、
隠
岐
配
流
を
前
に
苦
渋
の
剃
髪
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
。『
増
鏡
』
に
、「
保
元
の
た
め
し
に
や
、
院
の
上
、

都
の
外
に
移
し
奉
る
べ
し
と
聞
ゆ
れ
ば
、
女
院
・
宮
々
、
所
々
に
思

し
ま
ど
ふ
事
さ
ら
な
り
。
本
院
は
隠
岐
の
国
に
お
は
し
ま
す
べ
け
れ

ば
、
ま
づ
鳥
羽
殿
へ
網
代
車
の
あ
や
し
げ
な
る
に
て
、
七
月
六
日
い

ら
せ
給
ふ
。
今
日
を
限
り
の
御
歩
き
、
あ
さ
ま
し
う
あ
は
れ
な
り
。」

（
新
島
守
）
と
あ
る
の
は
、
護
送
の
乗
り
物
が
粗
末
な
網
代
車
で
あ
っ

た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
で
、
こ
の
護
送
が
華
や
か
な
か
つ
て
の
御
幸

と
い
か
に
落
差
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
鳥
羽
殿
と
い
う
空
間
は
、
所
有
者
の
栄
華
の
記
憶

と
死
や
失
脚
の
記
憶
と
を
併
存
さ
せ
て
い
る
。
鳥
羽
殿
は
、
し
か
し

そ
う
し
た
い
わ
ば
負
の
記
憶
を
乗
り
越
え
て
、
あ
る
支
配
期
か
ら
次

の
支
配
期
ま
で
の
隔
絶
を
経
て
、
修
造
を
繰
り
返
す
こ
と
で
次
の
所

有
者
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
。
鳥
羽
殿
の
第
三
の
特
質
と
は
、
そ
の

継
続
性
と
刷
新
性
で
あ
る
と
い
え
る
。
寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
）
の

白
河
院
の
移
徙
に
始
ま
り
、
少
な
く
と
も
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）

の
後
伏
見
・
花
園
両
院
の
御
幸
を
下
限
と
し
て
二
百
三
十
年
以
上
の

上
皇
御
幸
の
歴
史
を
持
つ
の
だ
が
、
そ
の
間
に
常
に
上
皇
の
居
所
と

し
て
の
体
裁
が
維
持
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
時
に
所
有
者
や

管
理
者
で
あ
る
廷
臣
の
権
力
の
浮
沈
に
連
動
し
て
、
荒
れ
果
て
た
ま

ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。

平
清
盛
に
よ
る
後
白
河
院
の
鳥
羽
殿
へ
の
幽
閉
か
ら
七
年
後
の
文

治
二
年
（
一
一
八
六
）、
九
条
兼
実
は
後
白
河
院
の
方
違
御
幸
に
際
し

て
「
鳥
羽
御
所
南
殿
、
破
壊
頽
危
、
非
二
言
語
之
所
一
レ
及
、
雖
二
片

時
一
不
レ
足
レ
為
二
皇
居
一
云
々
」
と
、
鳥
羽
殿
の
破
壊
が
甚
大
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る（
４
）。
こ
の
の
ち
後
鳥
羽
院
の
御
幸
と
し
て
最
初
に

確
認
さ
れ
る
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
二
月
の
鳥
羽
殿
御
幸
（『
源
家

長
日
記
』）
ま
で
は
修
造
の
記
録
が
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
後
鳥
羽

院
が
隠
岐
に
配
流
さ
れ
て
か
ら
後
は
、
宝
治
二
年
に
後
嵯
峨
院
の
初
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の
御
幸
を
迎
え
る
ま
で
、鳥
羽
殿
は
主
を
迎
え
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、

実
に
四
半
世
紀
の
時
を
送
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
鳥
羽
殿
の
内
で
南
殿
な
ど
の
寝
殿
部
分
は
荒
廃
を
繰
り

返
し
て
い
た
も
の
の
、
池
や
天
皇
陵
・
各
菩
提
寺
、
そ
の
宝
蔵
な
ど

は
保
持
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
保
延
年
間
に
供
養
さ
れ
た
勝
光
明

院
は
、
後
嵯
峨
院
の
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
ま
で
火
災
に
遭
遇
し

た
こ
と
が
な
い
（『
百
練
抄
』
仁
治
三
年
七
月
一
日
条
）。
ま
た
、
そ
の

勝
光
明
院
の
宝
蔵
に
つ
い
て
も
、
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
の
点
検

で
「
勝
光
明
院
宝
蔵
箏
・
比
巴
被
レ
出
レ
之
、
是
紛
失
之
者
為
二
検
知
一

也
、重
宝
等
、沉
・
錦
等
一
物
不
レ
違
云
々
、不
レ
可
レ
説
、箏
﹇
古
上
﹈

・
和
琴
﹇
荒
上
﹈・
比
巴
﹇
小
比
巴
﹈
等
出
レ
之
」（『
花
園
天
皇
宸
記
』

十
二
月
十
七
日
条
）
と
、
紛
失
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

荒
れ
果
て
た
寝
殿
を
抱
え
な
が
ら
、
鳥
羽
殿
は
依
然
と
し
て
滅
び
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
承
久
の
乱
後
、
鳥
羽
殿
は
西
園
寺
公

経
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
再
び
仙
洞
と
し
て
復
活
さ
せ
た
の

は
後
嵯
峨
院
で
あ
る
。

二
、
後
嵯
峨
院
時
代
の
鳥
羽
殿
の
和
歌

寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）、
後
嵯
峨
院
か
ら
西
園
寺
実
氏
（
公
経
男
）

に
鳥
羽
殿
修
造
の
沙
汰
が
下
さ
れ
た
。そ
の
間
の
鳥
羽
殿
の
様
子
を
、

『
増
鏡
』
は
「
鳥
羽
殿
も
近
頃
は
い
た
う
荒
れ
て
、
池
も
水
草
が
ち

に
埋
も
れ
た
り
つ
る
を
、
い
み
じ
う
修
理
し
磨
か
せ
給
ひ
て
、」（
内

野
の
雪
）
と
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
「
池
を
磨
く
」
と
は
、
邸
第
の

修
造
に
対
す
る
定
型
的
表
現
で
は
あ
る
が
、鳥
羽
殿
の
広
大
な
「
池
」

は
や
は
り
こ
の
空
間
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
普
遍
性
を
維
持
す
る
上

で
と
り
わ
け
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

が
示
さ
れ
る
の
が
、
修
造
を
終
え
た
鳥
羽
殿
に
後
嵯
峨
院
が
最
初
に

足
を
運
ん
だ
、
宝
治
二
年
八
月
に
お
け
る
歌
会
で
あ
る
。
こ
の
池
を

前
に
し
て
君
臣
は
、「
池
辺
松
」題
に
よ
っ
て
和
歌
を
唱
和
し
た
。「
池
」

と
「
松
」
を
題
と
し
た
こ
の
歌
題
は
、
鳥
羽
殿
で
の
歴
代
の
歌
会
の

先
例
に
準
じ
て
い
る
。

寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
）
十
一
月
「
松
影
浮
水
」
題
（
白
河
院
新
造
時
）

建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
四
月
「
池
上
松
風
」
題
（
後
鳥
羽
院
修
造
時
）

宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
八
月
「
池
辺
松
」
題
（
後
嵯
峨
院
修
造
時
）

佐
藤
恒
雄
氏（
５
）は
、
こ
の
宝
治
二
年
の
歌
会
の
「
池
辺
松
」
題
が
、

寛
治
元
年
の
「
松
影
浮
水
」、
建
仁
元
年
の
「
池
上
松
風
」
の
例
を

模
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、『
葉
黄
記
』
に
よ
っ
て
指
摘
す
る
。

そ
し
て
「
失
わ
れ
た
旧
慣
を
取
り
も
ど
し
復
活
さ
せ
る
こ
と
」
を
求

め
る
後
嵯
峨
院
時
代
の
特
質
を
こ
こ
か
ら
導
い
て
い
る
。
宝
治
二
年

の
歌
会
は
白
河
院
や
後
鳥
羽
院
の
時
代
を
確
か
に
理
想
と
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
連
続
し
て
現
在
の
後
嵯
峨
院
の
皇
統
が

あ
る
こ
と
を
、
同
じ
鳥
羽
殿
の
広
大
な
水
景
に
臨
み
、
同
じ
題
で
詠
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歌
す
る
こ
と
で
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
日
の
後
嵯
峨
院
、
西
園
寺
実
氏
ら
の
詠
歌

表
現
を
見
れ
ば
、
こ
の
歌
会
の
尚
古
意
識
の
表
明
に
留
ま
ら
な
い
刷

新
へ
の
志
向
に
注
目
さ
れ
る
。

　
　

 

鳥
羽
殿
に
は
じ
め
て
わ
た
ら
せ
給
う
て
、
池
辺
松
と
い
ふ

こ
と
を
講
ぜ
ら
れ
し
時
、
序
た
て
ま
つ
り
て 

（
実
氏
）

祝
ひ
お
く
は
じ
め
と
今
日
を
松
が
枝
の
ち
と
せ
の
影
に
す
め
る

池
水
（
続
後
撰
集
・
賀
・
1332
） 

後
嵯
峨
院

影
う
つ
す
松
に
も
千
世
の
色
見
え
て
今
日
す
み
そ
む
る
宿
の
池

水 

（
同
・
1333
）

両
者
の
表
現
を
見
る
と
、
こ
の
日
を
「
祝
ひ
置
く
は
じ
め
」
と
す

る
実
氏
と
、
鳥
羽
殿
を
「
今
日
す
み
そ
む
る
や
ど
」
と
す
る
後
嵯
峨

院
の
表
現
に
は
、
所
有
者
不
在
の
四
半
世
紀
を
経
た
鳥
羽
殿
と
い
う

空
間
を
、
後
嵯
峨
院
の
新
時
代
を
象
徴
す
る
治
世
の
空
間
へ
刷
新
す

る
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。

鳥
羽
殿
は
、
所
有
者
で
あ
る
上
皇
た
ち
と
盛
衰
を
と
も
に
し
た
。

そ
の
た
め
各
上
皇
た
ち
の
間
に
も
、
前
権
力
者
の
死
や
失
脚
と
い
う

過
去
を
乗
り
越
え
て
、
鳥
羽
殿
が
本
来
持
っ
て
い
た
祝
賀
性
を
呼
び

戻
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
時
代
の
刷
新
を
表
明
し
よ
う
と
す
る
意

識
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
宝
治
二
年
の
御
幸
に
お
け
る
後
嵯

峨
院
御
製
は
、
歌
題
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
鳥
羽
殿
の
歴
史
的
特
徴

を
踏
ま
え
る
と
同
時
に
、
詠
歌
表
現
に
お
い
て
新
た
な
時
代
の
幕
開

け
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
所
有
者
と
な
っ
た
後
嵯
峨
院
だ
け
で
な
く
、
西
園
寺
実

氏
が
こ
の
鳥
羽
殿
の
復
興
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
白
河
院
期
の
鳥
羽
殿
造
営
に
は
、
讃
岐
守
高
階
泰
仲
が
当

た
り
、
そ
の
土
地
は
高
階
季
綱
が
自
身
の
山
荘
を
献
じ
た
も
の
だ
っ

た（
６
）。

後
鳥
羽
院
期
に
鳥
羽
殿
を
修
造
し
た
の
は
源
通
親
で
あ
る（
７
）。

そ

し
て
、
こ
の
宝
治
二
年
の
鳥
羽
殿
御
幸
の
立
役
者
は
、
西
園
寺
実
氏

で
あ
る
。『
葉
黄
記
』
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
八
月
二
十
九
日
条
は

「
前（
西
園
寺
　
公
経
）

太
相
国
年
来
知-

二
行
此
御
領
一
、
令
三
修-

二
造
南
殿
并
御
厨
已
下

一
、
有
二
裏
檜
垣
一
、
新
造
也
」
と
、
鳥
羽
殿
領
を
長
年
知
行
し
て
い

た
の
が
実
氏
の
父
・
公
経
で
あ
り
、
宝
治
二
年
に
実
氏
が
鳥
羽
殿
の

南
殿
・
御
厨
を
修
造
、
裏
檜
垣
を
新
造
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

鳥
羽
殿
が
河
川
交
通
の
要
衝
と
し
て
機
能
し
、
そ
の
鳥
羽
殿
を
院

か
ら
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
が
西
園
寺
家
嫡
流
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
の
は
網
野
善
彦
氏（
８
）で
あ
る
。
そ
し
て
承
久
の
乱
以
降
、
鳥
羽
殿
が

公
然
と
西
園
寺
家
の
家
領
の
よ
う
に
見
做
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
実

躬
卿
記
』
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
閏
十
二
月
二
十
二
日
条
に
「
鳥

羽
・
御
厨
等
、
又
自
二
西
園
寺
入
道
相
国
公
経
公
一
、
相
伝
、
乍
朝

恩
如
二
家
領
一
、
為
二
関
東
口
入
事
一
歟
、
軽
難
召
放
物
哉
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
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つ
ま
り
、
後
嵯
峨
院
が
譲
位
後
初
め
て
の
御
幸
の
地
と
し
て
鳥
羽

殿
を
選
び
、
そ
の
広
大
な
水
景
を
前
に
し
て
「
松
」
と
「
池
」
の
歌

会
を
催
す
と
い
う
、白
河
院
・
後
鳥
羽
院
の
吉
例
を
な
ぞ
れ
る
よ
う
、

具
体
的
な
画
策
を
行
っ
た
人
物
が
、
西
園
寺
家
の
当
主
実
氏
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
次
章
で
述
べ
る
通
り
、
西
園
寺
家
の
こ
う
し
た
立
場

は
、両
統
迭
立
時
代
に
お
い
て
も
鳥
羽
殿
御
幸
の
鍵
と
な
っ
て
い
る
。

三
、
両
統
迭
立
と
鳥
羽
殿
の
和
歌

さ
て
、
後
嵯
峨
院
が
西
園
寺
家
と
の
協
力
の
も
と
に
復
興
し
た
鳥

羽
殿
は
、
両
統
迭
立
と
い
う
権
力
体
制
下
に
お
い
て
、
所
有
者
問
題

が
棚
上
げ
に
さ
れ
た
こ
と
で
、
か
え
っ
て
再
び
権
力
の
象
徴
空
間
と

し
て
の
存
在
感
を
示
し
て
い
く
。
後
嵯
峨
院
に
よ
っ
て
両
統
迭
立
期

の
所
領
関
係
を
論
じ
る
際
に
必
ず
言
及
さ
れ
る
「
後
嵯
峨
上
皇
処
分

状
案
」
は
、
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
正
月
十
五
日
、
翌
月
の
臨
終

を
目
前
に
後
嵯
峨
院
が
示
し
た
料
地
処
分
の
意
向
の
記
録
で
あ
る
。

伏
見
宮
旧
蔵
本
『
後
嵯
峨
院
御
文
類
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、伏
七
五
〇
、

崇
光
天
皇
写
）
に
収
め
ら
れ
、
蘆
田
伊
人
編
纂
『
御
料
地
史
稿
』（
帝

室
林
野
局
、
昭
一
二
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
後
嵯
峨
上
皇
処
分
状
案
」
に
よ
れ
ば
、
播
磨
国
と
神
崎
庄

を
後
深
草
院
に
、
冷
泉
殿
、
讃
岐
国
、
美
濃
国
を
亀
山
天
皇
に
、
亀

山
殿
な
ど
を
大
宮
院
姞
子
に
相
続
さ
せ
る
処
分
が
下
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
鳥
羽
殿
と
白
河
の
六
勝
寺
に
関
し
て
だ
け
は
、「
六
勝
寺
並

鳥
羽
殿
以
下
事
者
依
治
天
下
可
有
其
沙
汰
」
と
い
う
特
異
な
指
定
が

な
さ
れ
て
い
る
。
書
面
を
書
陵
部
蔵
本
の
影
印
に
よ
っ
て
確
認
す
る

と
、
ま
ず
こ
の
書
状
の
冒
頭
に
は
「
宸
筆
云
々
」
と
い
う
肩
書
が
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
肩
書
の
左
下
に
や
や
小
さ
い
文
字
で
こ
の
一
文
が

書
か
れ
、
続
い
て
各
院
の
相
続
処
分
が
列
挙
さ
れ
る
。
白
河
の
六
勝

寺
と
鳥
羽
殿
は
、
い
ず
れ
も
白
河
院
時
代
か
ら
の
院
政
を
象
徴
す
る

空
間
で
あ
る
。
こ
の
体
裁
が
後
嵯
峨
院
の
「
宸
筆
」
の
書
面
を
そ
の

ま
ま
に
忠
実
に
再
現
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
後
嵯
峨
院
は
処
分
状

の
冒
頭
に
お
い
て
、
本
来
院
政
を
敷
く
者
の
手
に
委
ね
る
べ
き
性
質

の
空
間
で
あ
る
こ
の
二
つ
の
空
間
の
処
分
に
つ
い
て
、
そ
の
相
続
に

つ
い
て
の
意
志
を
あ
え
て
不
明
瞭
に
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

は
両
統
迭
立
を
象
徴
す
る
処
分
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
鳥
羽
殿
は
所
有
者
を
不
明
瞭
に
し
た
ま
ま
、
実
質
的
に
は

西
園
寺
家
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
西
園
寺

家
の
家
督
は
、
実
氏
（
一
二
九
四
―
一
二
六
九
）
と
そ
の
子
公
相
（
一

二
二
三
―
一
二
六
七
）
の
相
次
ぐ
死
に
よ
り
、弱
冠
二
十
歳
の
実
兼
（
一

二
四
九
―
一
三
二
三
）
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら

に
こ
の
時
期
に
は
蒙
古
襲
来
と
い
う
火
急
の
外
交
問
題
が
加
わ
る
。

こ
う
し
た
混
乱
は
、鳥
羽
殿
か
ら
上
皇
の
足
を
遠
の
か
せ
た
ら
し
く
、

一
時
期
御
幸
の
記
録
は
史
料
か
ら
途
絶
え
て
い
る
。
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し
か
し
鳥
羽
殿
御
幸
の
記
憶
は
忘
却
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
和
歌
が
架

橋
と
な
っ
て
、
次
世
代
の
両
統
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

両
統
迭
立
期
の
鳥
羽
殿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
見
做

さ
れ
た
も
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
両
統
の
和
歌
空
間
と
し
て
の

鳥
羽
殿
の
扱
い
を
示
す
こ
と
で
明
ら
か
に
し
た
い
。

① 

大
覚
寺
統
と
鳥
羽
殿
│
『
続
後
撰
集
』
と
『
続
拾
遺
集
』

後
嵯
峨
院
は
、
歌
会
を
織
り
込
ん
だ
鳥
羽
殿
御
幸
を
宝
治
・
建
長

年
間
に
少
な
く
と
も
計
四
回
行
っ
て
い
る（
９
）。
特
に
建
長
二
年
八
月
十

五
日
の
御
幸
は
、
三
首
歌
合
と
当
座
二
首
歌
合
二
度
を
催
す
、
和
歌

へ
の
熱
が
込
め
ら
れ
た
御
幸
と
な
っ
た
。
し
か
し
建
長
七
年
に
仙
洞

離
宮
「
亀
山
殿
」
が
西
園
寺
実
氏
の
弟
・
洞
院
実
雄
に
よ
っ
て
嵯
峨

嵐
山
の
地
に
新
造
さ
れ
て
以
降
は
、
鳥
羽
殿
で
の
歌
会
の
痕
跡
は
後

嵯
峨
院
期
史
料
に
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
後
嵯
峨
院
詠
に
お

い
て
所
有
意
識
が
表
明
さ
れ
る
仙
洞
離
宮
も
、
鳥
羽
殿
か
ら
亀
山
殿

に
移
る
の
で
あ
る）
₁₀
（

。
さ
ら
に
亀
山
殿
は
遊
興
の
地
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
後
嵯
峨
院
の
永
眠
の
地
と
し
て
も
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ

と
は
、
院
政
の
中
枢
が
、
後
嵯
峨
院
の
意
識
の
上
で
も
、
ま
た
機
能

の
上
で
も
、
鳥
羽
殿
か
ら
亀
山
殿
へ
と
移
行
し
た
の
だ
と
い
う
表
れ

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
晩
年
の
後
嵯
峨
院
の
亀
山
殿
重
視
の
意
識
は
、

の
ち
の
大
覚
寺
統
の
朝
覲
行
幸
や
、
亀
山
院
の
詠
歌
表
現
に
反
映
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
八
月
十
九
日
、
亀
山

院
の
譲
位
後
初
の
御
幸
が
行
わ
れ
た
。
亀
山
院
に
と
っ
て
こ
の
建
治

二
年
と
は
、
我
が
子
後
宇
多
天
皇
に
譲
位
し
そ
の
治
世
と
な
っ
た

翌
々
年
で
あ
り
、
煕
仁
親
王
（
伏
見
天
皇
）
立
太
子
の
翌
年
に
当
た

る
年
で
あ
る
。
選
ば
れ
た
の
は
、
鳥
羽
殿
で
は
な
く
亀
山
殿
で
あ
っ

た
。『
勘
仲
記
』
同
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
御
幸
と
歌
会
は
、
宝
治

二
年
八
月
の
後
嵯
峨
院
の
鳥
羽
殿
御
幸
の
嘉
例
に
倣
っ
て
準
備
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
（「
被
レ
模
二
宝
治
嘉
例
一
」）。
そ
し
て
『
吉
続
記
』
は

さ
ら
に
先
例
と
し
て
、
元
久
三
年
（
建
永
元
年
）
八
月
の
後
鳥
羽
院

の
鳥
羽
殿
御
幸
も
挙
げ
て
い
る
（「
今
度
被
レ
用
二
元
久
宝
治
例
一
歟
」）。

『
続
拾
遺
集
』
賀
部
巻
頭
を
飾
る
の
は
、
こ
の
日
「
松
色
浮
池
」

題
で
詠
ま
れ
た
亀
山
院
詠
で
あ
る
。

　
　

 

建
治
二
年
八
月
亀
山
殿
に
て
、
は
じ
め
て
松
色
浮
池
と
い

へ
る
題
を
講
ぜ
ら
れ
侍
り
し
つ
い
で
に 

太
上
天
皇

万
代
と
亀
の
尾
山
の
松
影
を
う
つ
し
て
す
め
る
や
ど
の
池
水

 

（
続
拾
遺
集
・
賀
・
725
）

こ
こ
で
亀
山
殿
の
池
を
「
や
ど
の
池
水
」
と
し
て
詠
む
の
は
、
父

後
嵯
峨
院
の
譲
位
後
初
の
御
幸
で
あ
っ
た
、
宝
治
二
年
八
月
の
鳥
羽

殿
で
の
「
や
ど
の
池
水
」
詠
を
意
識
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

の
歌
を
賀
部
巻
頭
と
す
る
『
続
拾
遺
集
』
と
は
、
同
じ
年
の
七
月
に

亀
山
院
の
院
宣
を
受
け
て
、
二
条
為
氏
が
撰
進
し
た
も
の
で
あ
る）
₁₁
（

。
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詞
書
に
は
、
詠
歌
年
・
場
所
・
歌
題
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点

は
為
氏
の
父
・
為
家
が
撰
し
、後
嵯
峨
院
に
奏
上
し
た
『
続
後
撰
集
』

賀
部
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。『
続
後
撰
集
』
賀
部
の
巻
頭
（
1330
〜
1335
）
に

は
、
宝
治
元
年
の
西
園
寺
北
山
殿
で
の
観
桜
御
幸
時
の
実
氏
・
後
嵯

峨
院
詠
、
建
長
二
年
八
月
の
鳥
羽
殿
で
の
朝
覲
行
幸
時
の
実
氏
詠
、

そ
し
て
前
掲
の
、
宝
治
二
年
八
月
の
後
嵯
峨
院
の
初
御
幸
の
時
の
実

氏
・
後
嵯
峨
院
・
大
納
言
典
侍
詠
が
並
ん
で
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、『
続
拾
遺
集
』
の
巻
頭
十
一
首
の
詠
歌
年
時
・
場

所
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

建
治
二
年
八
月
の
亀
山
殿
「
松
色
浮
池
」（
725
・
726
）、
宝
治
二
年

・
鳥
羽
殿
「
池
上
松
」（
727
・
728
）、
宝
治
二
年
正
月
（
内
裏
か
）「
松

色
春
久
」（
729
）、
正
元
元
年
・
西
園
寺
（
北
山
殿
）「
翫
花
」（
730
）、

弘
長
三
年
・
亀
山
殿
「
花
契
遐
年
」（
731
〜
733
）、
建
長
六
年
・
北
山

殿）
₁₂
（

「
桜
」（
734
）、
嘉
承
二
年
・
鳥
羽
殿
「
池
上
花
」（
735
）。

両
者
の
歌
群
は
、
詠
ま
れ
た
場
所
・
状
況
・
歌
題
に
お
い
て
共
通

項
を
持
つ
。『
続
拾
遺
集
』
の
賀
部
の
配
列
は
、
宝
治
二
年
の
鳥
羽

殿
御
幸
を
建
治
二
年
の
亀
山
殿
御
幸
の
先
蹤
に
位
置
づ
け
、
ま
た
、

後
嵯
峨
院
期
の
亀
山
殿
・
鳥
羽
殿
・
北
山
殿
（
西
園
寺
家
の
別
業
）
の

祝
賀
空
間
と
し
て
の
記
憶
を
保
持
し
て
い
る
。
亀
山
院
の
眼
前
に
広

が
る
亀
山
殿
が
、
白
河
院
期
か
ら
後
嵯
峨
院
期
ま
で
の
鳥
羽
殿
が
持

っ
て
い
た
権
力
の
象
徴
と
し
て
の
意
義
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と

を
、
撰
者
の
為
氏
は
勅
撰
和
歌
集
の
賀
部
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
父
後
嵯
峨
院
が
眠
る
亀
山
殿
こ
そ
が
、
鳥
羽
殿
に
代
わ

る
新
た
な
「
仙
洞
」
で
あ
り
、
そ
の
主
が
亀
山
院
な
の
だ
と
い
う
、

大
覚
寺
統
の
当
時
の
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
後
宇
多
天
皇
の

初
の
朝
覲
行
幸
も
ま
た
、加
冠
の
儀
の
後
間
も
な
く
、建
治
三
年
（
一

二
七
七
）
正
月
二
十
二
日
か
ら
の
二
日
間
、
亀
山
殿
を
居
所
と
し
た

亀
山
院
に
対
し
て
行
わ
れ
た
（『
増
鏡
』
老
の
な
み
他
）。

②
持
明
院
統
と
鳥
羽
殿
―
朝
覲
行
幸

も
う
一
方
の
持
明
院
統
は
鳥
羽
殿
の
歴
史
性
と
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
た
だ
ろ
う
か
。こ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
重
要
な
の
は
、

嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）、
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）、
正
応
二
年
（
一

二
八
九
）
の
鳥
羽
殿
で
の
朝
覲
行
幸
で
あ
る
。

伏
見
天
皇
が
即
位
し
、
大
覚
寺
統
か
ら
持
明
院
統
へ
と
皇
位
が
交

代
し
た
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
の
翌
二
年
三
月
二
十
三
日
に
は
、

後
深
草
院
は
鳥
羽
殿
に
お
い
て
の
朝
覲
行
幸
を
迎
え
た
。

年
か
へ
り
て
正
応
も
二
年
に
な
り
ぬ
。
よ
ろ
づ
め
で
た
き
事
ど

も
多
く
て
、
三
月
廿
三
日
鳥
羽
殿
へ
朝
覲
の
行
幸
な
る
。
本
院

は
か
ね
て
よ
り
鳥
羽
殿
に
お
は
し
ま
し
て
、
池
の
水
草
か
き
は

ら
ひ
、
い
み
じ
う
み
が
か
れ
て
、
例
の
こ
と
ご
と
し
き
唐
の
御

船
浮
め
ら
れ
て
、
廿
四
日
に
舞
楽
あ
り
き
。
廿
六
日
に
か
へ
ら

せ
給
ひ
け
る
。 

（『
増
鏡
』
さ
し
ぐ
し
）
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鳥
羽
殿
が
こ
の
正
応
二
年
に
朝
覲
行
幸
の
場
と
し
て
選
ば
れ
た
背

景
に
は
、
過
去
の
二
つ
の
行
幸
が
あ
る
。
一
つ
目
は
、
四
十
年
ほ
ど

遡
る
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
十
月
の
鳥
羽
殿
で
行
わ
れ
た
、
後
深

草
天
皇
に
よ
る
父
後
嵯
峨
院
へ
の
朝
覲
行
幸
で
あ
る
。

院
（
＝
後
嵯
峨
院
）
の
上
、
鳥
羽
殿
に
お
は
し
ま
す
頃
、
神
無

月
の
十
日
頃
、
朝
覲
の
行
幸
し
給
ふ
。

 　

世
に
あ
る
か
ぎ
り
の
上
達
部
、
殿
上
人
つ
か
う
ま
つ
る
。
色
々

の
菊
、紅
葉
を
こ
き
ま
ぜ
て
、い
み
じ
う
お
も
し
ろ
し
。
女
院
（
＝

実
氏
女
・
後
深
草
天
皇
母
）
も
を
は
し
ま
せ
ば
、
拝
し
奉
り
給
ふ
を
、

大
き
大
臣
（
＝
西
園
寺
実
氏
）
見
奉
り
給
ふ
に
、
悦
び
の
涙
ぞ
人

わ
ろ
き
程
な
る
。

（
実
氏
）
た
め
し
な
き
我
身
よ
い
か
に
年
た
け
て
か
か
る
み
ゆ
き
に

け
ふ
つ
か
へ
つ
る

げ
に
大
方
の
世
に
つ
け
て
だ
に
、
め
で
た
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
事

ど
も
を
、
我
が
御
末
と
見
給
ふ
大
臣
の
心
地
、
い
か
ば
か
り
な

り
け
ん
。（
…
略
）
池
に
は
う
る
は
し
く
唐
の
よ
そ
ひ
し
た
る

御
舟
二
さ
う
漕
ぎ
寄
せ
て
、
御
遊
び
さ
ま
ざ
ま
の
事
ど
も
、
め

で
た
く
の
の
し
り
て
か
へ
ら
せ
給
ふ
響
き
の
ゆ
ゆ
し
き
を
、
女

院
も
御
心
行
き
て
聞
し
め
す
。 

（『
増
鏡
』
内
野
の
雪
）

こ
の
建
長
二
年
の
朝
覲
行
幸
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
西
園

寺
実
氏
が
「
た
め
し
な
き
我
が
身
」
と
喜
び
を
歌
に
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
実
氏
に
と
っ
て
、
後
深
草
天
皇
は
娘
の
姞
子
（
大
宮
院
）
の

子
に
あ
た
り
、
さ
ら
に
鳥
羽
殿
は
先
述
の
通
り
、
実
氏
自
身
が
再
興

に
尽
力
し
た
場
所
で
あ
る
。

鳥
羽
殿
が
朝
覲
行
幸
の
場
と
な
る
ほ
ど
に
復
興
し
た
の
は
、
実
兼

に
よ
っ
て
西
園
寺
家
の
権
勢
が
再
び
取
り
戻
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
す

る
。
弘
安
八
年
三
月
に
は
、
実
氏
室
貞
子
（
北
山
准
后
）
の
九
十
歳

を
祝
い
、そ
の
血
を
継
ぐ
全
上
皇
・
天
皇
ら
が
西
園
寺
家
の
別
業「
北

山
殿
」
に
集
ま
る
と
い
う
希
代
の
賀
宴
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る

（『
増
鏡
』老
の
な
み
他
）。
一
方
で
、鳥
羽
殿
の
位
置
す
る
城
南
地
域
は
、

同
年
五
月
に
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
て
冠
水
し
て
お
り）
₁₃
（

、
翌
九
年
四
月

に
は
鳥
羽
殿
の
修
造
に
つ
い
て
の
亀
山
院
の
宣
下
が
あ
っ
た）
₁₄
（

。
そ
の

歳
末
の
後
宇
多
天
皇
の
行
幸
で
は
、
氷
の
張
る
池
を
船
で
遊
覧
す
る

興
に
乗
じ
て
い
る
が
、
北
殿
は
損
壊
が
激
し
く
、
入
御
が
不
可
能
で

あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る）
₁₅
（

。
そ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
鳥
羽
殿

が
、正
応
二
年
に
朝
覲
行
幸
の
場
に
選
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、

西
園
寺
家
に
皇
恩
を
取
り
戻
し
た
実
兼
が
、
娘
の
鏱
子
（
永
福
門
院
）

の
夫
と
な
っ
た
伏
見
天
皇
の
た
め
に
、
財
力
を
注
ぎ
、
建
長
二
年
に

祖
父
・
実
氏
が
感
涙
し
た
と
い
う
朝
覲
行
幸
の
嘉
例
を
再
現
し
よ
う

と
し
た
た
め
だ
ろ
う
。

そ
し
て
二
つ
目
が
、
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
三
月
六
日
の
、
堀

河
天
皇
の
父
白
河
院
へ
の
朝
覲
行
幸
で
あ
る
。
正
応
二
年
の
朝
覲
行
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幸
で
は
、「
花
添
春
色
」
題
で
観
桜
の
歌
会
が
催
さ
れ
て
い
る
。
現
存

す
る
二
十
一
首
を
見
る
と
、「
み
ゆ
き
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
圧
倒
的

に
多
く
、
い
ず
れ
も
こ
の
行
幸
が
実
現
し
た
喜
び
を
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
観
桜
歌
会
を
伴
う
三
月
の
鳥
羽
殿
で
の
朝
覲
行
幸
と
い
う
点

が
共
通
す
る
の
は
、
唯
一
「
池
上
花
」
題
の
歌
会
を
伴
う
こ
の
嘉
承

二
年
の
行
幸
で
あ
る
。
題
は
異
な
る
が
、
鳥
羽
殿
の
草
創
期
に
歌
壇

を
牽
引
す
る
実
力
を
持
つ
歌
人
で
あ
っ
た
堀
河
天
皇
の
こ
の
行
幸

は
、
必
ず
意
識
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。「
正
応
二
年
三
月
和
歌
御
会
」

（
彰
考
館
文
庫
蔵
『
晴
御
会
部
類
記
』
所
収
）
に
載
る
伏
見
天
皇
の
こ
の

日
の
詠
は
次
の
二
首
で
あ
る
。

四
つ
の
時
に
春
と
も
こ
と
に
名
だ
か
き
は
花
も
を
り
え
て
咲
け

ば
な
り
け
り
（
３
）

千
世
ま
で
の
春
の
心
も
あ
ら
は
れ
て
花
に
も
あ
ま
る
に
ほ
ひ
を

ぞ
見
る
（
４
） 

（
正
応
二
年
三
月
和
歌
御
会
）

こ
の
う
ち
「
千
世
ま
で
の
春
の
心
」
に
酔
う
４
番
歌
は
、
堀
河
天

皇
の
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
三
月
六
日
鳥
羽
殿
で
の
詠
歌
を
意
識

し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

 

嘉
承
二
年
鳥
羽
殿
行
幸
に
池
上
花
と
い
へ
る
こ
と
を
よ
ま

せ
給
ひ
け
る

池
水
の
そ
こ
さ
へ
に
ほ
ふ
花
ざ
く
ら
見
る
と
も
あ
か
じ
千
世
の

春
ま
で 

（
金
葉
集
二
度
本
・
賀
部
・
314
・
堀
河
院
）

か
つ
て
初
め
て
鳥
羽
殿
で
朝
覲
行
幸
を
行
っ
た
堀
河
天
皇
は
、
そ

の
日
の
桜
を
「
千
世
の
春
」
ま
で
も
見
続
け
た
い
と
願
っ
て
い
た
。

そ
し
て
伏
見
天
皇
は
、
歴
代
天
皇
に
続
く
正
統
な
継
承
者
と
し
て
同

じ
く
朝
覲
行
幸
の
日
を
迎
え
た
こ
の
日
の
桜
に
「
花
に
も
あ
ま
る
に

ほ
ひ
」
を
感
じ
、
堀
河
天
皇
の
「
千
世
の
春
」
を
願
う
心
の
実
現
を

喜
ん
で
い
る
。
こ
の
鳥
羽
殿
行
幸
と
観
桜
を
介
し
て
、
千
世
の
春
を

願
う
為
政
者
の
「
春
の
心
」
が
示
さ
れ
る
点
に
は
、
岩
佐
美
代
子
氏）
₁₆
（

が
伏
見
院
詠
歌
の
思
想
の
特
色
と
し
て
指
摘
し
た「
あ
め
つ
ち
の
心
」

が
ま
さ
に
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、桜
咲
く
春
こ
そ
が
四
季
に
名
高
い
こ
と
を
い
う
前
者
の「
四

つ
の
時
」
詠
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。「
四
つ
の
時
」
と
は
、
和
歌

に
お
い
て
正
治
二
年
「
石
清
水
若
宮
歌
合
」「
雪
」
題
の
俊
成
詠
「
四

つ
の
時
春
よ
り
冬
に
め
ぐ
り
き
て
水
の
こ
ほ
る
ぞ
し
ら
雪
の
空
」
を

先
行
例
と
し
て
持
つ
語
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
表
現
す
る
心
は
、
京

極
為
兼
の
著
名
作
の
一
つ
で
あ
る
「
思
ひ
そ
め
き
四
の
時
に
は
花
の

春
は
る
の
う
ち
に
も
明
ぼ
の
の
空
」（
玉
葉
集
・
春
下
・
174
）
と
通
う

も
の
で
あ
る
。
先
後
は
不
明
だ
が
、
両
者
に
は
影
響
関
係
が
想
定
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
伏
見
院
の
「
春
」
の
歌
は
、
岩
佐
美
代
子
氏
の
指
摘）
₁₇
（

の

よ
う
に
、
正
安
三
年
正
月
、
い
わ
ゆ
る
「
正
安
の
政
変
」
の
衝
撃
を

契
機
に
、
我
が
身
を
よ
そ
に
到
来
す
る
春
へ
の
や
り
き
れ
な
い
感
情
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を
吐
露
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
伏
見
院
に
は
、
か
つ
て
白
河
院

か
ら
続
く
鳥
羽
殿
の
桜
に
帝
王
の
自
負
を
見
た
記
憶
が
あ
っ
た
。

「
春
」
に
寂
寥
と
鬱
屈
を
覚
え
る
よ
う
に
な
る
伏
見
院
の
心
中
に
は
、

こ
の
輝
か
し
い
朝
覲
行
幸
の
日
の
鳥
羽
殿
と
い
う
場
が
、
か
つ
て
伏

見
天
皇
に
春
の
喜
び
を
詠
ま
せ
て
い
た
事
実
が
、
反
動
と
し
て
強
く

作
用
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
応
二
年
の
鳥
羽
殿
朝
覲
行

幸
の
記
憶
は
、
京
極
派
歌
人
と
し
て
の
院
の
表
現
の
萌
芽
と
な
っ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
朝
覲
行
幸
を
鳥
羽
殿
に
お
い
て
行
う
こ
と
の
意
義
は
、
御

遊
の
内
容
に
も
表
れ
て
い
る
。
こ
の
朝
覲
行
幸
時
の
御
遊
で
は
、
鳥

羽
宝
蔵
に
伝
来
す
る
楽
器
が
使
わ
れ
て
お
り
、『
伏
見
天
皇
宸
記
』
に

は
、
琵
琶
「
玄
上
」、
和
琴
「
朽く
ち
め部

」、
横
笛
「
柯か
て
い亭

」
な
ど
の
至
高

の
名
物
楽
器
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
、「
玄
上
」
が
実
兼
の
献
上
し
た
も

の
で
あ
り
、
鳥
羽
殿
で
の
御
遊
で
伏
見
天
皇
自
身
が
、
そ
の
「
玄
上
」

を
弾
い
て
み
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
兼
卿
参
二
於
常
御
所
一
、
令
取-

二
寄
玄
上
一
見
レ
之
、
撥
合
一

弾
試
レ
之
、
累
代
宝
物
、
猶
有
物
之
物
也
、
殊
勝
非
レ
可
レ
及
二

言
語
一
物
歟
。 

（
正
応
元
年
正
月
四
日
条
）

自
レ
院
（
略
）、
賜
二
和
琴
一
張
一
、﹇
朽
部
、
鳥
羽
宝
蔵
在
レ
之
、

為
二
朝
覲
行
幸
一
被
レ
出
レ
之
也
﹈、
為
レ
聞
二
其
音
一
、
召
二
兼
行

朝
臣
一
聊
令
レ
弾
レ
之
、
音
声
誠
以
不
二
混
俗
一
者
也
、（
略
）
…
。

 

（
正
応
二
年
二
月
十
六
日
条
）

（
略
）
今
夜
自
レ
院
賜
レ
笛
﹇
柯
亭
、
是
朝
覲
行
幸
之
時
、
可
レ
令

レ
吹
レ
之
故
也
﹈。 

（
正
応
二
年
三
月
一
日
条
）

舞
了
有
二
御
遊
一
、
今
日
初
弾
二
玄
上
一
。

 

（
正
応
二
年
三
月
二
十
五
日
条
） 

鳥
羽
殿
の
修
造
、
鳥
羽
殿
の
先
例
を
踏
ま
え
た
歌
会
、
鳥
羽
殿
の

宝
蔵
に
伝
来
し
た
楽
器
を
始
め
と
す
る
名
器
の
音
色
の
披
露
。
西
園

寺
実
兼
の
助
力
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
織
り
な
し
た
も
の
が
、
持
明

院
統
の
正
応
二
年
の
朝
覲
行
幸
で
あ
っ
た
。

四
、
ま
と
め
―
鳥
羽
殿
の
終
焉

そ
の
後
、
御
幸
の
慣
習
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
鳥
羽
殿
の
終
焉
の

様
相
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
、『
花
園
天
皇
宸
記
』元
応
二
年（
一

三
二
〇
）
十
二
月
十
二
日
条
で
あ
る
。

晴
、
今
日
京
官
除
目
云
々
、（
略
）
申
刻
許
着
二
浄
衣
一
参
二
院
御

方
一
、
即
出
御
、
如
法
密
儀
、（
略
）
先
御-

二
幸
鳥
羽
一
、
池
邊
眺

望
尤
有
レ
興
、
資
名
調
二
破
子
一
、
於
二
釣
殿
一
開
レ
之
、
依
レ
無
レ

人
資
名
為
二
陪
膳
一
、
入
レ
夜
還
洛
、
於
二
東
寺
一
拝
二
神
輿
一
、

即
帰
京
、（
略
）」

後
醍
醐
天
皇
へ
の
譲
位
か
ら
二
年
目
、
二
十
四
歳
の
花
園
院
は
、

兄
後
伏
見
院
と
鳥
羽
殿
へ
赴
い
た
。
同
記
に
よ
れ
ば
、
両
院
の
鳥
羽
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殿
滞
在
は
釣
殿
に
限
定
さ
れ
、
日
暮
れ
と
と
も
に
帰
洛
し
て
い
る
。

南
殿
な
ど
の
主
要
部
分
が
、
整
備
さ
れ
ず
、
も
は
や
居
所
に
適
し
た

空
間
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
両
院
は
釣
殿
で

日
野
資
名
に
持
参
さ
せ
た
破
子
を
開
き
、
酒
宴
に
興
じ
て
お
り
、
ま

た
裏
書
に
よ
れ
ば
、
一
献
ご
と
に
和
歌
を
詠
む
と
い
う
遊
び
も
楽
し

ん
で
い
る
。
突
然
鳥
羽
殿
を
訪
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
契
機
は
、
前
日

に
後
伏
見
院
か
ら
花
園
院
へ
送
ら
れ
た
「
後
鳥
羽
院
文
永
御
託
宣
記

七
巻
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
不
明
だ
が
、
後
鳥
羽

院
に
よ
る
夢
告
の
記
録
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ
れ
る
書
名
で
あ

る
。
両
院
の
突
然
の
御
幸
は
、
後
鳥
羽
院
の
か
つ
て
の
栄
華
と
敗
北

の
記
憶
を
鳥
羽
殿
に
お
い
て
追
想
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

抑
今
日
始
見
二
此
仙
洞
一
、
地
形
尤
有
レ
興
、
眺
望
無
レ
他
、
然

而
日
暮
之
間
、
憖
及
二
黄
昏
一
之
間
、
催
帰
蹄
了

こ
の
日
釣
殿
で
詠
ま
れ
た
両
院
の
和
歌
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
『
花
園
天
皇
宸
記
』
裏
書
に
は
、

こ
の
日
鳥
羽
殿
の
風
景
を
見
た
花
園
院
の
感
慨
が
、
右
の
よ
う
に
短

く
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
鳥
羽
殿
の
黄
昏
の
眺
望
を
背
に
帰
京
し

た
こ
の
日
が
、
確
認
で
き
る
最
後
の
鳥
羽
殿
御
幸
の
記
録
で
あ
る
。

以
上
、
鳥
羽
殿
の
詠
歌
空
間
と
し
て
の
特
質
を
、
歴
史
・
景
観
・

権
力
関
係
を
通
し
て
確
認
し
た
。
後
嵯
峨
院
期
の
再
興
後
に
お
い
て

は
、
鳥
羽
殿
そ
れ
自
体
は
荒
廃
し
て
い
く
も
の
の
、
か
つ
て
鳥
羽
殿

が
象
徴
し
て
い
た
歴
史
と
権
力
を
ど
の
よ
う
に
再
び
表
象
す
る
か
と

い
う
問
題
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が

天
皇
や
上
皇
の
詠
歌
表
現
や
歌
題
、
勅
撰
集
の
賀
部
の
配
列
な
ど
で

あ
る
。
大
覚
寺
統
の
亀
山
院
は
、
父
が
か
つ
て
鳥
羽
殿
で
詠
ん
だ
の

と
同
様
に
亀
山
殿
を
「
わ
が
や
ど
」
と
詠
む
こ
と
で
、
亀
山
殿
が
鳥

羽
殿
に
代
わ
る
空
間
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
伏

見
天
皇
が
西
園
寺
家
の
支
援
の
も
と
に
行
っ
た
鳥
羽
殿
へ
の
朝
覲
行

幸
で
は
、
そ
の
御
遊
・
歌
会
の
内
容
を
通
じ
て
、
持
明
院
統
の
正
統

性
が
高
ら
か
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

院
政
期
に
お
け
る
鳥
羽
殿
は
、
権
力
者
の
居
住
空
間
、
政
務
空
間

と
し
て
役
割
を
果
た
す
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
役
割
を
果
た
せ

な
く
な
っ
た
後
、
空
間
の
意
味
を
再
び
想
起
さ
せ
る
役
割
を
期
待
さ

れ
た
の
が
和
歌
で
あ
っ
た
。
和
歌
を
詠
む
と
い
う
行
為
が
一
つ
の
空

間
に
も
た
ら
す
意
味
の
大
き
さ
が
、「
院
政
」
と
い
う
巨
大
な
歴
史
を

象
徴
す
る
空
間
で
あ
る
だ
け
に
、
鳥
羽
殿
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
顕

著
に
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

【
鳥
羽
殿
と
和
歌　

関
連
年
表
】

〈
白
河
院
期
〉

（
１
）
1087　

寛
治
元
年　

十
月
二
十
九
日　

白
河
院
、
逍
遥
。
和
歌
に
興
じ



－77－

る
。

（
２
）
1087　

寛
治
元
年
十
一
月
二
十
九
日 

歌
会
「
松
影
浮
水
」

（
３
）
1090　

寛
治
四
年　

四
月
十
九
日
・
二
十
日　

詩
会
「
松
樹
臨
池
水
」

（
４
）
1094　

寛
治
八
年　

八
月
十
五
日　

南
殿
に
て
歌
会
「
翫
池
上
月
」

（
５
）
1095　

嘉
保
二
年　

八
月
二
十
八
日　

南
殿
に
て
前
栽
合
（
郁
芳
門
院

媞
子
内
親
王
前
栽
合
）

（
６
）
1096　

嘉
保
三
年　

三
月
一
日　

南
殿
に
て
歌
会
「
逐
日
見
花
」

（
７
）
1101　

康
和
三
年　

十
月
二
十
七
日　

北
殿
に
て
歌
会
「
松
契
遐
年
」

（
８
）
1102　

康
和
四
年　

三
月
十
八
日　

南
殿
に
て
白
河
院
五
十
賀
宴
（
歌

会
な
し
）

（
９
）
1105　

長
治
二
年　

二
月
十
三
日　

八
講
会
、
小
弓
合
歌
。「
花
為
春
友
」

（
10
）
1107　

嘉
承
二
年　

三
月
六
日　

堀
河
天
皇
、
南
殿
の
父
白
河
院
の
も

と
へ
朝
覲
行
幸
、
歌
会
。「
池
上
花
」

（
11
）
1116　

永
久
四
年
閏
正
月
二
十
五
日　

歌
会
か
「
梅
花
薫
衣
」

（
12
）
1116　

永
久
四
年　

四
月
四
日　

白
河
院
鳥
羽
殿
北
面
歌
合
「
卯
花
・

郭
公
・
菖
蒲
・
早
苗
・
恋
」

（
13
）
1152　

仁
平
二
年　

三
月
七
日
・
八
日　

南
殿
に
て
鳥
羽
院
五
十
の
賀

宴
（
歌
会
な
し
）

（
14
）
1154　

久
寿
元
年　

二
月
一
五
日　

東
殿
勝
光
明
院
に
て
阿
弥
陀
講
。

鳥
羽
院
、
廷
臣
ら
と
庭
の
桜
を
題
に
贈
答
歌
。

（
15
）
1156　

保
元
元
年　

七
月
二
日
、
鳥
羽
殿
安
楽
寿
院
に
て
鳥
羽
院
崩
御
。

死
の
床
で
郭
公
の
声
を
聞
き
詠
歌
。
俊
成
、
鳥
羽
北
殿
で
諒
闇
を
過

ご
す
美
福
門
院
へ
歌
を
贈
る
。
西
行
、
往
時
の
追
憶
。

〈
後
白
河
院
期
〉

（
16
）
1158　

保
元
三
年　

四
月
二
十
六
日　

後
白
河
天
皇
の
行
幸
。
信
西
が

池
の
船
を
造
進
。
蔵
人
頭
と
し
て
伺
候
し
て
い
た
藤
原
惟
方
、
後
に

回
想
し
詠
歌
。

（
17
）
1179　

治
承
三
年
十
一
月　

清
盛
、
後
白
河
院
の
院
政
を
停
止
さ
せ
、

鳥
羽
殿
に
押
し
込
め
る
。

〈
後
鳥
羽
院
期
〉

（
18
）
1201　

建
仁
元
年　

四
月
二
十
六
日　

南
殿
修
造
後
初
御
幸
、
鳥
羽
北

殿
に
て
歌
会
。「
池
上
松
風
」

（
19
）
1201　

建
仁
元
年　

四
月
三
十
日　

鳥
羽
殿
影
供
歌
合
。「
暁
山
郭
公
・

海
辺
夏
月
・
忍
恋
」

（
20
）
1201　

建
仁
元
年　

五
月
十
一
日　

城
南
寺
に
て
歌
会
。「
社
頭
祝
言
・

雨
中
郭
公
・
野
亭
水
涼
」

（
21
）
1202　

建
仁
二
年　

五
月
二
十
六
日　

城
南
寺
に
て
影
供
歌
合
。「
暁
聞

郭
公
・
松
風
暮
涼
・
遇
不
会
恋
」

（
22
）
1206　

建
永
元
年　

八
月
五
日　

歌
会
。「
池
上
月
」
十
一
・
十
八
日
、

有
心
無
心
連
歌
。
十
五
日
、
舟
遊
と
詠
歌
。

（
23
）
1221　

承
久
三
年　

七
月
六
日　

後
鳥
羽
院
、
鳥
羽
殿
へ
護
送
さ
れ
剃

髪
。
信
実
に
似
姿
を
描
か
せ
る
。
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〈
後
嵯
峨
院
期
〉

（
24
）
1248　

宝
治
二
年　

八
月
三
十
日　

歌
会
。「
池
辺
松
」

（
25
）
1248　

宝
治
二
年　

九
月
十
三
日　

五
首
歌
合
「
月
前
祝
」
な
ど
。

（
26
）
1249　

建
長
元
年　

九
月
十
三
日　

五
首
歌
会
「
水
郷
月
」
な
ど
。

（
27
）
1250　

建
長
二
年　

八
月
十
五
日　

三
首
歌
合
「
野
草
花
・
月
前
風
・
忍

恋
」

（
28
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
座
二
首
歌
会
「
出
山
月
・
池
上
月
」

（
29
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
座
二
首
歌
会
「
暁
鹿
」
な
ど
。

（
30
）
1250　

建
長
二
年　

十
月
十
三
日　

後
深
草
天
皇
、
南
殿
の
父
後
嵯
峨

院
の
も
と
へ
朝
覲
行
幸
（
歌
会
な
し
）、
実
氏
詠
歌
。

（
31
）
1251　

建
長
三
年　

正
月
十
七
日　

雪
見
の
御
幸
（
歌
会
な
し
）、
還
御

後
、
後
嵯
峨
院
と
弁
内
侍
の
贈
答
歌
。

〈
両
統
迭
立
期
〉

（
32
）
1286　

弘
安
九
年
閏
十
二
月
十
四
日　

方
違
行
幸
中
の
後
宇
多
天
皇
、

船
遊
・
南
殿
釣
殿
で
詩
歌
披
講
。「
池
上
眺
望
」

（
33
）
1289　

正
応
二
年　

三
月
二
十
四
日　

伏
見
天
皇
、
南
殿
の
父
・
後
深

草
院
の
も
と
へ
朝
覲
行
幸
、
歌
会
。「
花
添
春
色
」

（
34
）
1320　

元
応
二
年
十
二
月
二
十
一
日　

後
伏
見
院
・
花
園
院
、
御
幸
。

釣
殿
で
詠
歌
・
一
献
（
歌
は
現
存
せ
ず
）

典
拠
資
料

１
『
中
右
記
』。
和
歌
の
現
存
な
し
。

２
『
中
右
記
』、『
経
信
集
』
194
＝
『
和
歌
一
字
抄
』
432
＝
『
題
林
愚
抄
』
10611
、

『
江
帥
集
』
156
、『
師
実
集
』
21
＝
『
新
続
古
今
集
』
賀
752
。

３
『
中
右
記
』、『
扶
桑
略
記
』、『
百
錬
抄
』、『
後
二
条
師
通
記
』、『
本
朝
続
文
粋
』

九
・
大
江
匡
房
。

４
『
中
右
記
』、『
金
葉
集
（
二
度
本
）』
秋
・
180
・
白
河
院
、
同
・
181
・
経
信
、

『
師
実
集
』
11
、『
袋
草
紙
』、『
十
訓
抄
』。

５
『
増
補
新
訂
平
安
朝
歌
合
大
成
』
第
三
巻
所
収
「
郁
芳
門
院
媞
子
内
親
王

前
栽
合
」、『
中
右
記
』、『
古
今
著
聞
集
』
そ
の
他
。

６
『
中
右
記
』、『
千
載
集
』
春
下
77
白
河
院
、『
体
源
抄
』。

７
『
殿
暦
』、『
千
載
集
』
賀
614
俊
頼
。

８
『
中
右
記
』、『
今
鏡
』
す
べ
ら
ぎ
の
中
、『
古
今
著
聞
集
』
ほ
か
。

９
『
俊
忠
集
』
49
、『
中
右
記
』。
久
保
田
淳
『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
189
頁

参
照
。

10
『
殿
暦
』、『
中
右
記
』、『
金
葉
集
（
二
度
本
）』
賀
・
314
・
堀
河
院
、『
千
載

集
』
賀
・
613
・
俊
忠
＝
『
俊
忠
集
』
２
、『
新
勅
撰
集
』
春
下
・
実
隆
、『
続

古
今
集
』
賀
・
1869
・
宗
忠
＝
『
雲
葉
集
』
887
＝
『
和
漢
兼
作
集
』
179
、『
続

拾
遺
集
』
春
下
・
115
・
俊
明
、
同
・
賀
・
735
・
忠
実
、『
新
拾
遺
集
』
春
下

・
157
・
忠
通
、『
散
木
奇
歌
集
』
87
＝
『
夫
木
和
歌
抄
』
15839
・
俊
頼
、『
万
代

和
歌
集
』
386
・
公
実
。『
六
条
修
理
大
夫
集
』
110
も
こ
の
時
か
。
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11
『
俊
忠
集
』
51
。『
殿
暦
』
に
よ
れ
ば
十
二
日
よ
り
鳥
羽
殿
に
白
河
院
滞

在
。

12
『
増
補
新
訂
平
安
朝
歌
合
大
成
』
第
三
巻
所
収
「
白
河
院
鳥
羽
殿
北
面
歌

合
」
ほ
か
。『
殿
暦
』
に
よ
れ
ば
二
月
二
十
五
日
よ
り
鳥
羽
殿
に
白
河
院

滞
在
。

13
『
兵
範
記
』、『
仁
平
御
賀
記
』、『
今
鏡
』
す
べ
ら
ぎ
の
中
、『
古
今
著
聞
集
』

ほ
か
。

14
『
兵
範
記
』、『
古
今
著
聞
集
』、『
千
載
集
』
雑
中
1052
・
鳥
羽
院
、『
続
詞
花
集
』

春
下
70
、『
後
葉
和
歌
集
』
春
上
47
。

15
『
千
載
集
』
哀
傷
582
・
鳥
羽
院
。『
続
拾
遺
集
』
雑
下
1295
・
俊
成
＝
『
長

秋
詠
藻
』
390
。『
山
家
集
』
782
。

16
『
兵
範
記
』、『
粟
田
口
別
当
入
道
集
』
112
。

17
『
百
練
抄
』、『
平
家
物
語
』
巻
三
城
南
之
離
宮

18
『
猪
隈
関
白
記
』、『
続
後
撰
集
』
賀
1358
具
親
、『
新
後
撰
集
』
賀
1568
・
良
経
、

『
拾
遺
愚
草
』
2489
、『
明
日
香
井
和
歌
集
』
1059
、『
後
鳥
羽
院
御
集
』
1535
、『
隆

信
集
』
305
。
※
新
後
撰
集
1568
歌
は
「
建
仁
三
年
」
と
す
る
。

19
『
猪
隈
関
白
記
』、『
新
編
国
歌
大
観
』
第
五
巻
所
収
『
鳥
羽
殿
影
供
歌
合
』。

20
『
明
月
記
』、『
新
拾
遺
集
』
夏
258
・
宮
内
卿
、『
後
鳥
羽
院
御
集
』
1541
〜
1543
、

『
秋
篠
月
清
集
』
1069
＝
『
夫
木
和
歌
抄
』
2867
、『
秋
篠
月
清
集
』
1070
＝
『
夫

木
和
歌
抄
』
3660
＝
『
三
百
六
十
首
和
歌
』
169
＝
『
六
華
集
』
507
、
同
1409
、

『
拾
玉
集
』
4113
〜
4115
。

21
『
明
月
記
』、『
新
編
国
歌
大
観
』
第
五
巻
所
収
「
仙
洞
影
供
歌
合
建
仁
二

年
五
月
」。

22
『
明
月
記
』、『
続
後
撰
集
』
賀
1340
後
鳥
羽
院
、『
後
鳥
羽
院
御
集
』
1685
＝
『
歌

枕
名
寄
』
1066
、『
拾
遺
愚
草
』
2490
、『
明
日
香
井
和
歌
集
』
1162
。

23
『
吾
妻
鏡
』、『
承
久
記
』、『
六
代
勝
事
記
』、『
増
鏡
』
新
島
守
ほ
か
。

24
『
葉
黄
記
』、『
増
鏡
』
内
野
の
雪
、『
続
後
撰
集
』
賀
1333
・
実
氏
、
同
1334
・

後
嵯
峨
院
、『
続
拾
遺
集
』
賀
・
727
・
公
相
、
同
・
728
・
為
家
＝
『
為
家
集
』

1242
。

25
『
葉
黄
記
』、『
続
拾
遺
集
』
741
・
行
家
＝
『
題
林
愚
抄
』
10474
＝
『
歌
枕
名

寄
』
1064
。

26
『
砂
巖
』、『
続
千
載
集
』
秋
下
480
・
為
家
、『
新
拾
遺
集
』
秋
下
430
・
為
氏

＝
『
歌
枕
名
寄
』
1500
。

27
『
弁
内
侍
日
記
』、『
続
古
今
集
』
秋
上
397
・
実
氏
、
同
恋
一
962
・
公
基
、

同
恋
一
1004
・
後
嵯
峨
院
、『
続
拾
遺
集
』
秋
上
246
・
師
継
、
同
秋
上
281
・
院

少
将
内
侍
、
同
秋
下
318
・
後
嵯
峨
院
、
同
恋
一
770
・
為
教
、『
新
後
拾
遺
集
』

恋
一
974
・
為
家
＝
『
題
林
愚
抄
』
7545
。

28
『
新
千
載
集
』
秋
上
388
・
公
相
（「
池
上
月
」）、『
新
千
載
集
』
秋
上
410
・

実
雄
、
同
411
・
後
嵯
峨
院
、『
為
家
集
』
619
（「
出
山
月
」）。
た
だ
し
、「
池

上
月
」
題
に
つ
い
て
は
『
新
千
載
集
』
389
＝
『
為
家
集
』
637
の
「
水
上
月
」

題
と
の
関
係
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。『
新
千
載
集
』
389
は
「
水
上
月
」

題
を
建
長
三
年
八
月
十
五
夜
の
も
の
と
し
、『
為
家
集
』
637
（「
水
上
月
」
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（
新
編
国
歌
大
観
所
収
）
は
建
長
二
年
八
月
十
五
夜
の
も
の
と
す
る
。
一

方
、『
新
千
載
集
』
388
・『
新
拾
遺
集
』
410
は
建
長
二
年
八
月
十
五
夜
に
は

「
池
上
月
」
題
が
出
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

29
『
新
拾
遺
集
』
秋
下
458
・
為
氏
、『
夫
木
抄
』
4614
・
後
嵯
峨
院
。

30
『
岡
屋
関
白
記
』、『
経
俊
卿
記
』、『
弁
内
侍
日
記
』、『
増
鏡
』
内
野
の
雪
、『
続

後
撰
集
』
賀
1332
・
実
氏
、
ほ
か
。

31
『
弁
内
侍
日
記
』。

32
『
勘
仲
記
』、『
実
躬
卿
記
』。
和
歌
の
現
存
な
し
。『
勘
仲
記
』
に
兼
仲
の

詩
が
一
篇
残
る
。

33
『
伏
見
天
皇
宸
記
』、『
増
鏡
』
さ
し
ぐ
し
、『
新
編
国
歌
大
観
』
第
十
巻
所

収
「
正
応
二
年
三
月
和
歌
御
会
」、『
玉
葉
集
』
賀
1059
・
公
衡
、『
続
後
拾
遺

集
』
賀
618
・
内
実
＝
『
題
林
愚
抄
』
10372
、『
新
千
載
集
』
賀
2313
・
為
実
＝

『
題
林
愚
抄
』
10347
、
同
2314
・
為
実
＝
『
題
林
愚
抄
』
10374
、
ほ
か
。『
公
衡
公

記
』
は
別
記
に
さ
れ
た
後
、
散
逸
か
。

34
『
花
園
天
皇
宸
記
』。

【
注
】

（
１
）
鈴
木
久
男
「
鳥
羽
離
宮
庭
園
か
ら
見
た
鳥
羽
上
皇
の
浄
土
観
」（『「
作

庭
記
」
と
日
本
の
庭
園
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
平
二
六
）

（
２
）『
明
月
記
』
建
仁
元
年
三
月
二
十
二
日
条
。
豊
田
裕
章
「
復
元
・
水
無

瀬
離
宮　

後
鳥
羽
上
皇
の
庭
園
都
市
」（
錦
仁
・
他
編
『
都
市
歴
史
総

覧
』
所
収
、
笠
間
書
院
、
平
二
三
）
の
指
摘
に
よ
る
。

（
３
）
千
本
英
史
「
水
閣
の
眺
望
―
鳥
羽
離
宮
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
文
学
空

間
と
し
て
の
平
安
京
』
勉
誠
出
版
、
平
六
）

（
４
）『
玉
葉
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
正
月
七
日
条

（
５
）『
藤
原
為
家
研
究
』（
笠
間
書
院
、
平
二
〇
）

（
６
）『
扶
桑
略
記
』
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
十
月
二
十
日
条

（
７
）
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
叢
刊　

仙
洞
御
移
徙
部
類
記
』（
明
治
書

院
、
平
二
）

（
８
）
網
野
善
彦
「
西
園
寺
家
と
そ
の
所
領
」（『
網
野
善
彦
著
作
集
』
岩
波

書
店
、
平
二
〇
所
収
・
初
出
平
四
）。『
公
衡
公
記
』
正
応
二
年
二
月

十
四
日
条
と
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
七
月
二
十
六
日
の
後
光
厳
天

皇
綸
旨
に
よ
っ
て
、
西
園
寺
嫡
流
代
々
の
世
襲
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。

（
９
）
後
嵯
峨
院
が
鳥
羽
殿
で
催
し
た
歌
会
は
、
宝
治
二
年
、
建
長
元
年
か

ら
三
年
の
四
年
間
に
集
中
し
て
い
る
。

（
10
）「
亀
山
仙
洞
に
て
よ
み
侍
り
し
歌
の
な
か
に
／
わ
が
や
ど
の
も
の
か
あ

ら
ぬ
か
嵐
山
あ
る
に
ま
か
せ
て
お
つ
る
た
き
つ
せ
」（
続
古
今
集
雑
下

・
1664
）、「
浄
金
剛
院
に
て
よ
ま
せ
給
う
け
る
／
い
く
里
か
嵐
に
つ
け
て

き
こ
ゆ
ら
ん
わ
が
す
む
寺
の
入
相
の
鐘
」（
玉
葉
集
雑
三
・
2212
）、「
弘

長
二
年
嵯
峨
に
て
十
首
歌
講
ぜ
ら
れ
け
る
つ
い
で
に
、
河
紅
葉
／
わ

が
宿
の
物
な
り
な
が
ら
大
井
川
せ
き
も
と
ど
め
ず
ゆ
く
木
の
葉
か
な
」
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（
風
雅
集
冬
・
753
）

（
11
）
七
月
二
十
二
日
か
。
日
に
ち
に
つ
い
て
諸
説
あ
り
。
ま
た
場
所
は
不

明
で
あ
る
。

（
12
）
後
嵯
峨
院
臨
幸
の
西
園
寺
家
別
業
北
山
殿
で
行
わ
れ
た
歌
合
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
拙
稿
「
北
山
殿
の
詠
歌
史
」（『
東
京
大
学
国

文
学
論
集
』
11
、
平
二
八
・
三
）
参
照
。

（
13
）『
実
躬
卿
記
』
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
五
月
八
日
条
「
下
官
参
二
八

幡
一
、（
略
）
大
洪
水
之
間
、
自
二
鳥
羽
北
門
一
乗
船
至
二
大
渡
一
、」

（
14
）『
勘
仲
記
』
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
四
月
三
日
条
「
晴
、
伝
聞
、
鳥

羽
殿
修
理
勧
賞
事
被
二
宣
下
一
」

（
15
）『
勘
仲
記
』
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
閏
十
二
月
十
四
日
条　

後
宇
多

天
皇
の
行
幸
時
「（
…
略
）
今
夕
御
乗
船
、
被
摧
二
池
氷
一
、
非
無
二
其

興
一
者
也
、
春
宮
大
夫
参
二
会
所
一
祗
候
也
、
御
所
為
二
南
殿
一
、
北
殿

破
壊
之
間
不
及
二
入
御
一
云
々
」

（
16
）
岩
佐
美
代
子
『
あ
め
つ
ち
の
心
』（
笠
間
書
院
、
昭
五
四
）

（
17
）
岩
佐
美
代
子
「
伏
見
院
の
春
の
歌
―
正
安
の
政
変
を
め
ぐ
っ
て
│
」

（
昭
四
八
・
四
、『
京
極
派
和
歌
の
研
究
』
所
収
）「
正
安
の
政
変
に
よ

っ
て
深
刻
な
敗
北
感
、
疎
外
感
を
味
わ
っ
て
以
来
、
院
に
と
っ
て
春

と
い
う
季
節
は
そ
の
苦
い
思
い
出
と
切
り
は
な
し
て
は
考
え
ら
れ
ぬ

も
の
に
な
っ
た
。（
…
略
）
た
し
か
に
こ
の
正
安
の
政
変
は
、
伏
見
院

の
春
に
対
す
る
感
情
を
ね
じ
ま
げ
、
そ
の
人
生
観
・
自
然
観
を
一
変

さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」

【
付
記
】
本
稿
中
、
和
歌
本
文
・
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
基
づ
く
。

『
扶
桑
略
記
』『
百
練
抄
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
に
、『
兵
範
記
』『
伏

見
天
皇
宸
記
』
は
増
補
史
料
大
成
に
、『
平
家
物
語
』
は
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
に
、『
増
鏡
』
は
講
談
社
学
術
文
庫
に
、『
玉
葉
』
は
名
著

刊
行
会
編
『
玉
葉
』
に
、『
花
園
天
皇
宸
記
』『
葉
黄
記
』『
勘
仲
記
』

は
史
料
纂
集
に
、『
実
躬
卿
記
』
は
大
日
本
古
記
録
に
拠
っ
た
。
た
だ

し
読
み
や
す
さ
に
配
慮
し
、
濁
点
の
有
無
・
仮
名
遣
い
・
異
体
字
な

ど
に
つ
い
て
私
意
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。




