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は　

じ　

め　

に　

鳥
羽
院
政
期
に
摂
関
家
に
大
殿
と
し
て
君
臨
し
た
藤
原
忠
実
が
、
保
元
の
乱
に
至

る
ま
で
の
時
期
に
残
し
た
談
話
集
『
中
外
抄
』
に
は
、
河
内
源
氏
一
門
に
関
す
る
話

題
が
散
見
す
る
。
そ
の
一
つ
、
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
四
月
一
八
日
の
談
話
で
、
忠

実
は
当
時
彼
に
仕
え
て
い
た
河
内
源
氏
の
当
主
源
為
義
の
処
遇
に
ふ
れ
た
つ
い
で

に
、
河
内
源
氏
の
祖
頼
信
の
三
人
の
子
供
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
（
上
五
一
）。
こ

の
中
で
忠
実
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

頼
信
子
三
人
、
太
郎
頼
義
を
ハ
武
者
ニ
仕
御
せ
。
頼
清
を
ハ
蔵
人
ニ
成
給
。
三

郎
字
ヲ
ト
ロ
ノ
入
道
不
用
者
テ
候
之
由
、
申
二
宇
治
殿
一
了
。
如
二
申
請
一
頼
義
を
ハ
武

者
ニ
令
レ
仕
御
テ
、
貞
任
・
宗
任
ヲ
打
遣
。
頼
清
を
ハ
蔵
人
ニ
成
給
。
三
郎
を
ハ

不
用
者
申
け
る
気
に
や
不
下
令
二
叙
用
一
給
上
さ
り
け
り
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
河
内
源
氏
の
祖
で
、
平
忠
常
の
乱
を
平
定
し
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
頼
信
は
、
宇
治
殿
こ
と
藤
原
頼
通
に
息
子
た
ち
を
推
挙
し
た
。
ま
ず
長
男
頼
義
を

武
者
と
し
て
、
次
男
頼
清
を
蔵
人
と
し
て
推
挙
し
、
三
男
三
郎
を
不
用
の
者
と
酷
評

し
た
と
い
う
。
こ
の
う
ち
武
者
と
し
て
推
挙
さ
れ
た
長
男
頼
義
は
周
知
の
武
将
で
あ

る
。
父
頼
信
が
彼
の
武
芸
を
高
く
評
価
し
、
武
士
と
し
て
深
く
信
頼
し
て
い
た
こ
と

は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
五
ノ
一
二
「
源
頼
信
朝
臣
男
頼
義
、
射
殺
馬
盗
人
語
」
の

有
名
な
説
話
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
頼
義
は
『
中
外
抄
』
に

も
あ
る
よ
う
に
、
安
倍
貞
任
・
宗
任
兄
弟
や
そ
の
父
頼
良
を
討
伐
し
て
前
九
年
合
戦

を
平
定
し
た
の
を
は
じ
め
、
そ
の
前
提
と
も
い
う
べ
き
相
模
守
在
任
中
に
は
東
国
武

士
と
の
関
係
を
深
め
た
ほ
か
、
桓
武
平
氏
貞
盛
流
の
平
直
方
の
娘
と
結
婚
し
て
鎌
倉

の
屋
敷
・
所
領
、
そ
し
て
東
国
に
お
け
る
名
声
を
も
獲
得
す
る
な
ど
、
河
内
源
氏
の

東
国
に
対
す
る
影
響
力
を
強
め
た
武
将
と
し
て
知
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、頼
義
の
二
人
の
弟
た
ち
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
が
少
な
い
。『
尊

卑
分
脈
』
に
よ
る
と
、「
不
用
」
と
さ
れ
た
三
男
は
頼
季
と
名
乗
り
、
従
五
位
下
掃
部

助
に
至
っ
た
こ
と
、
出
家
し
て
行
増
を
称
し
、「
乙
葉
入
道
」
と
号
し
た
と
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、『
中
外
抄
』
に
「
ヲ
ト
ロ
入
道
」
と
あ
る
の
は
、「
ヲ
ト
ハ
」
の
誤
写
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
「
不
用
」
と
さ
れ
た
ご
と
く
、
彼
は
顕
著
な
活
動
を
す
る
こ
と

も
な
く
、
そ
の
事
績
は
殆
ど
記
録
に
残
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
蔵
人
に
推
挙
さ
れ
た
次
男
の
頼
清
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
事
績
が
判
明

す
る
。
彼
の
若
年
の
こ
ろ
の
逸
話
が
『
今
昔
物
語
集
』（
巻
一
二
ノ
三
六
）
に
見
え
る

ほ
か
、『
小
右
記
』
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
年
一
〇
月
一
〇
日
条
に
は
、
時
の
関
白

頼
通
の
侍
所
別
当
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
父
頼
信
が
平
忠
常
の
乱
を
平
定
す
る

直
前
の
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
三
月
八
日
に
は
安
芸
守
に
赴
任
（『
小
右
記
』）
し
、そ

の
後
も
陸
奥
・
肥
後
の
国
守
を
歴
任
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
（『
後
拾
遺
和
歌
集
』

四
七
四
）。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
兄
頼
義
が
初
の
受
領
で
あ
る
相
模
守
に
就
任
す
る
長

元
九
年
よ
り
五
年
も
前
に
受
領
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
頼
清

頼
義
と
頼
清

―
河
内
源
氏
の
分
岐
点

―

元　

木　

泰　

雄
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は
兄
頼
義
を
官
位
で
凌
駕
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
頼
清
の
系
統
こ
そ
が
河
内
源
氏
の

嫡
流
と
な
る
可
能
性
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

従
来
、
河
内
源
氏
の
嫡
流
は
頼
信
か
ら
頼
義
に
平
穏
に
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
頼
清
は
頼
義
の
嫡
流
継
承
を
脅
か
す
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

頼
清
の
活
動
を
復
元
し
な
が
ら
、
兄
頼
義
と
の
関
係
を
検
討
し
、
最
終
的
に
頼
義
の

系
統
が
河
内
源
氏
嫡
流
と
な
っ
た
原
因
、
そ
し
て
そ
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

一
、
武
人
頼
義
と
文
官
頼
清

１
．
母
の
出
自

頼
信
の
政
治
的
地
位
を
急
上
昇
さ
せ
た
の
は
、長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
に
平
定
さ

れ
た
平
忠
常
の
乱
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
頼
信
は
、
数
年
の
間
を
置
き
な
が

ら
東
国
を
中
心
と
し
た
諸
国
の
受
領
に
補
任
さ
れ
る
と
い
う
、
平
凡
な
経
歴
し
か
有

し
て
い
な
か
っ
た
。
本
章
で
は
そ
の
こ
ろ
の
頼
義
・
頼
清
兄
弟
の
動
向
を
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

弟
が
兄
よ
り
早
い
昇
進
を
見
せ
た
原
因
と
し
て
最
も
一
般
的
な
理
由
は
母
の
身
分

の
相
違
で
あ
る
が
、残
念
な
が
ら
両
者
の
母
が
同
一
人
物
か
ど
う
か
は
不
詳
で
あ
る
。

『
尊
卑
分
脈
』
は
、
頼
義
の
母
を
「
修
理
命
婦
」
と
記
し
、
頼
清
に
つ
い
て
も
同
母
と

す
る
写
本
も
あ
る
も
の
の
、
他
は
不
明
と
し
て
い
る
。
こ
の
修
理
命
婦
と
い
う
女
性

は
、
家
系
な
ど
も
詳
ら
か
で
は
な
い
。
先
述
し
た
『
中
外
抄
』
に
は
、
頼
義
の
母
に

関
す
る
談
話
が
残
さ
れ
て
お
り
（
下
五
三
）、
こ
れ
に
よ
る
と
彼
女
は
元
来
宮
仕
え
を

し
て
い
て
頼
信
と
結
ば
れ
た
と
い
う
。

頼
義
が
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
七
月
一
三
日
に
死
去
し
た
こ
と
は
『
水
左
記
』
同

日
条
で
確
認
さ
れ
る
か
ら
、
八
八
歳
と
い
う
『
尊
卑
分
脈
』
の
享
年
が
正
確
で
あ
れ

ば
、
生
年
は
永
延
二
年
（
九
八
八
）
と
な
る
。
こ
の
年
は
、
満
仲
の
子
息
た
ち
が
暗
躍

し
た
と
見
ら
れ
る
花
山
天
皇
退
位
事
件
の
二
年
後
に
あ
た
る
。
事
件
の
首
謀
者
藤
原

兼
家
は
、
外
孫
一
条
天
皇
を
即
位
さ
せ
て
摂
政
に
就
任
し
て
お
り
、
当
時
は
権
勢
の

絶
頂
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
修
理
命
婦
が
宮
中
に
仕
え
て
い
た
の
は
一
条
朝
と

考
え
ら
れ
る
。
一
方
の
頼
信
は
、
兼
家
の
息
子
で
退
位
事
件
を
手
引
き
し
た
道
兼
に

近
侍
し
て
い
た
（『
古
事
談
』
四
―
一
二
）
か
ら
、次
第
に
頭
角
を
表
し
は
じ
め
て
い
た

こ
ろ
に
あ
た
る
。

先
述
の
『
中
外
抄
』（
下
五
三
）
の
談
話
に
よ
る
と
、
修
理
命
婦
は
不
品
行
で
、
の

ち
に
自
身
の
侍
女
を
寵
愛
し
た
男
と
不
倫
関
係
を
結
び
、
随
身
中
臣
兼
武
を
生
ん
だ

と
い
う
。
こ
の
醜
聞
を
素
材
に
し
た
説
話
は
『
古
事
談
』（
四
―
一
五
）
に
も
見
え
て

お
り
、
か
な
り
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
随
身
は
世
襲
で
あ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
不
倫
相
手
も
随
身
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
随
身
の
位
階
は
六
位
以
下

に
過
ぎ
ず
、
身
分
は
頼
信
よ
り
遙
に
低
い
。
頼
義
が
母
を
嫌
悪
し
、
前
九
年
合
戦
で

死
ん
だ
乗
馬
の
供
養
は
行
っ
て
も
母
の
供
養
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
身
分
の
卑

し
い
相
手
と
密
通
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
頼
義
が
怒
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

さ
ら
に
忠
実
は
、
こ
れ
以
後
の
河
内
源
氏
代
々
の
当
主
は
、
家
柄
の
良
い
女
性
を

母
と
し
た
と
述
べ
て
お
り
、修
理
命
婦
の
出
自
が
低
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

当
時
頼
信
は
ま
だ
二
〇
歳
を
大
き
く
出
て
お
ら
ず
、
満
仲
の
三
男
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
政
治
的
地
位
も
低
か
っ
た
た
め
に
、
身
分
の
低
い
女
性
と
の
婚
姻
が
行
わ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
頼
義
が
初
め
て
受
領
に
就
任
し
た
の
は
、
先
述
の
よ
う
に

長
元
九
年
、
す
な
わ
ち
五
〇
歳
近
く
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
不
遇
に

も
母
の
出
自
が
影
響
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

一
方
の
頼
清
の
母
も
、
先
述
の
よ
う
に
不
明
確
で
あ
る
。
頼
義
と
の
年
齢
差
が
ど

れ
ほ
ど
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
頼
通
の
侍
所
別
当
に
在
任
し
て
い
た
治
安
元
年

（
一
〇
二
一
）
に
は
壮
年
に
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
頼
義
と
大
き
な
違
い

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
う
で
あ
れ
ば
、彼
も
頼
信
の
政
治
的
地
位
が
低
か
っ



一
七
〇

458

た
時
代
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
り
、
同
母
、
も
し
く
は
さ
ほ
ど
身
分
に
相
違
の
な
い

母
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
母
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
裏
付
け
と
い
え

よ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
両
者
の
官
歴
の
相
違
が
母
の
身
分
の
相
違
に
よ
る
と
は

断
定
し
難
く
、
頼
清
の
文
官
的
な
才
覚
が
貴
族
社
会
に
受
容
さ
れ
や
す
く
、
彼
に
対

す
る
評
価
が
頼
義
を
凌
駕
し
て
い
た
た
め
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

２
．
小
一
条
院
判
官
代
頼
義

相
模
守
就
任
以
前
の
頼
義
に
つ
い
て
は
、『
陸
奥
話
記
』
に
頼
信
と
と
も
に
平
忠
常

の
乱
平
定
に
活
躍
し
た
こ
と
、
そ
し
て
小
一
条
院
判
官
代
を
勤
仕
し
た
と
あ
る
以
外

に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
判
官
代
就
任
の
時
期
は
不
明
確
だ
が
、同
書
に
よ
る
と
、

平
忠
常
の
乱
平
定
に
際
し
て
抜
群
の
「
勇
決
」
と
「
才
気
」
を
示
し
て
東
国
武
士
の

人
望
を
得
た
あ
と
に
、
判
官
代
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
補
任
は
乱
が
平

定
さ
れ
た
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
乱
の
平
定
に
際
し

父
を
補
佐
し
た
恩
賞
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

小
一
条
院
は
、
三
条
天
皇
の
皇
子
敦
明
親
王
で
、
天
皇
が
道
長
の
外
孫
後
一
条
天

皇
に
譲
位
し
た
際
、
東
宮
に
擁
立
さ
れ
た
が
、
も
う
一
人
の
外
孫
敦
良
親
王
（
の
ち
の

後
朱
雀
天
皇
）
を
東
宮
に
擁
立
し
よ
う
し
た
道
長
の
圧
力
を
受
け
、父
三
条
院
死
去
後

の
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
に
東
宮
の
辞
退
に
追
い
込
ま
れ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
小
一
条
院
を
単
純
に
反
道
長
派
等
と
み
な
し
、
さ
ら
に
は
頼
義
を
摂
関
家
と
対

立
す
る
冷
泉
皇
統
と
結
合
す
る
存
在
等
と
す
る
皮
相
な
見
解
も
あ
る①
。
し
か
し
、
院

は
そ
も
そ
も
道
長
の
計
ら
い
で
院
号
を
宣
下
さ
れ
、
天
皇
も
経
験
し
て
い
な
い
の
に

太
上
天
皇
な
み
の
待
遇
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
道
長
の
娘
寛
子
の
婿
に
迎
え

ら
れ
、
道
長
の
保
護
を
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
院
は
摂
関
家

と
対
立
す
る
人
物
で
は
な
い
し
、
院
司
と
し
て
推
挙
さ
れ
た
人
物
が
道
長
や
頼
通
に

近
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
と
い
え
る
。

頼
義
の
判
官
代
補
任
を
平
忠
常
の
乱
後
と
す
る
と
、
彼
を
推
挙
し
た
の
は
頼
通
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
陸
奥
話
記
』
に
よ
る
と
、頼
義
は
狩
猟
を
愛
好
し
た
院
に

随
行
し
、
優
れ
た
腕
前
を
披
露
し
た
と
あ
る
か
ら
、
得
意
の
武
芸
を
生
か
し
た
奉
仕

で
あ
り
、
武
人
と
し
て
の
能
力
が
評
価
さ
れ
た
人
事
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
古
今

著
聞
集
』
に
よ
る
と
、小
一
条
院
は
「
頼
義
を
身
を
放
た
で
も
た
り
け
る
」
と
あ
り
、

頼
義
が
側
近
と
し
て
近
侍
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
判
官
代
就
任
を
長
元

四
年
の
平
忠
常
の
乱
終
結
後
と
す
る
と
、
同
九
年
に
相
模
守
に
就
任
す
る
ま
で
の
期

間
は
五
年
足
ら
ず
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
を
過
度
に
重
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

相
模
守
に
至
る
前
の
頼
義
に
つ
い
て
判
明
す
る
事
実
は
こ
の
程
度
に
過
ぎ
な
い

が
、
小
一
条
院
の
娘
冷
泉
宮

子
内
親
王
領
の
荘
園
に
、
頼
義
配
下
の
武
士
が
関
係

す
る
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
に
委
ね
る
こ

と
に
し
た
い
。

３
．
頼
清
の
活
躍

一
方
の
頼
清
は
、
先
述
の
ご
と
く
父
頼
信
が
頼
通
に
対
し
蔵
人
に
推
挙
し
た
よ
う

に
、
文
官
と
し
て
の
才
覚
を
有
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
当
時
、
河
内
源
氏
も
武

門
で
は
あ
っ
た
が
、
蔵
人
と
な
る
能
力
も
評
価
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
点
は
注
目
さ

れ
る
。
頼
信
の
兄
頼
光
の
系
統
で
あ
る
摂
津
源
氏
で
は
、
頼
光
の
長
男
頼
国
が
文
章

生
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
子
供
の
中
に
は
和
歌
六
人
党
の
一
人
と
称
さ
れ
、
和
歌
の
道

に
研
鑽
し
た
頼
実②
を
は
じ
め
、
歌
人
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
者
も
あ
っ
た③
。
当
時

は
河
内
源
氏
出
身
の
子
弟
に
お
い
て
も
、
摂
津
源
氏
と
同
様
に
文
官
と
し
て
の
官
歴

を
歩
む
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
『
中
外
抄
』
に
よ
る
と
、
頼
通
は
頼

清
を
蔵
人
に
任
じ
た
と
あ
り
、
六
位
蔵
人
に
就
任
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
時

期
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
二
ノ
三
六
に
は

「
左
近
大
夫
」
と
あ
っ
て
、左
近
衛
府
の
将
監
等
を
経
て
叙
爵
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
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り
、
蔵
人
就
任
に
は
疑
問
も
あ
る
。
彼
が
初
め
て
確
実
な
史
料
に
登
場
す
る
の
は
、

「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
『
小
右
記
』
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
一
〇
月
一
〇
日
条
で

あ
る
。

こ
の
時
、
彼
は
頼
通
家
の
侍
所
別
当
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
摂
関
家
に

お
け
る
侍
所
は
け
っ
し
て
武
的
な
機
関
で
は
な
く
、
宮
中
の
蔵
人
所
を
模
倣
し
、
六

位
以
下
の
官
人
で
あ
る
侍
を
中
心
に
、
政
所
以
下
の
家
政
機
関
に
仕
え
る
職
員
に
対

し
て
、
そ
の
出
仕
を
確
認
・
催
促
し
、
そ
の
名
簿
等
を
管
理
す
る
機
関
で
あ
っ
た④
。

こ
う
し
た
主
従
関
係
の
管
理
・
統
制
と
い
う
側
面
が
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
統
制
に
継

承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
侍
所
別
当
は
文
官
的
な
面
に
才
能
を
認
め
ら

れ
た
頼
清
に
相
応
し
い
役
職
だ
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
侍
所
別
当
は
職
事
と
も
呼

ば
れ
、
原
則
と
し
て
五
位
以
上
で
あ
っ
た
か
ら
、
す
で
に
叙
爵
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

翌
治
安
二
年
七
月
一
四
日
、
頼
清
は
道
長
が
精
根
を
傾
け
た
法
成
寺
の
金
堂
供
養

に
も
奉
仕
し
て
い
た
か
ら
、
頼
通
の
み
な
ら
ず
道
長
に
も
近
侍
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
な
お
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
三
月
八
日
に
は
、藤
原
実
資
の
指
示
で
頼
通
と
の

取
り
次
ぎ
を
行
っ
て
お
り
、
実
資
に
も
近
い
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
以
上

『
小
右
記
』）。
頼
清
は
摂
関
家
の
侍
所
別
当
と
同
時
に
中
務
少
輔
の
地
位
に
あ
っ
た
。

中
務
少
輔
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
が
最
初
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
小
右
記
』
寛
仁
二

年
（
一
〇
一
八
）
四
月
二
二
日
条
で
あ
る
。
当
時
、ま
だ
こ
の
官
職
は
形
骸
化
し
て
お

ら
ず
、
同
書
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
七
月
一
五
日
条
に
よ
る
と
、
頼
清
も
詔
書
を
取

り
次
い
で
い
る
。
文
官
と
し
て
の
才
覚
を
評
価
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
き
に
も
ふ
れ
た
が
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
二
ノ
三
六
「
天
王
寺
別
当
、
道
命
阿

闍
梨
語
」
に
も
、
若
き
日
の
頼
清
に
関
す
る
説
話
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
彼
が

「
左
近
大
夫
」
と
称
さ
れ
た
こ
ろ
、
き
わ
め
て
不
遇
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
た
め
藤
原

道
綱
の
子
で
、の
ち
に
四
天
王
寺
別
当
と
な
る
道
命
阿
闍
梨
の
世
話
に
な
っ
た
こ
と
、

父
道
綱
と
も
縁
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。「
左
近
大
夫
」
を
事
実
と
す
る
と
、

頼
清
は
中
務
少
輔
就
任
以
前
に
左
近
衛
府
の
将
監
等
を
つ
と
め
て
叙
爵
し
た
こ
と
に

な
る
。
事
実
と
す
れ
ば
、武
門
出
身
が
任
官
に
影
響
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、

先
述
の
『
中
外
抄
』
の
よ
う
に
六
位
蔵
人
に
任
じ
た
と
す
る
と
、
そ
の
後
に
左
近
将

監
と
な
る
こ
と
は
考
え
難
く
、彼
の
初
期
の
官
歴
に
つ
い
て
は
不
明
確
な
面
が
あ
る
。

彼
が
不
遇
で
あ
っ
た
の
は
、治
安
元
年
に
頼
通
に
仕
え
る
以
前
と
考
え
ら
れ
る
が
、

父
の
頼
信
は
長
保
元
年
（
九
九
九
）
に
上
野
介
、
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
以
前
に
常

陸
介
に
在
任
し
て
い
た
程
度
で
、
経
歴
も
地
味
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
元
来

道
兼
家
人
で
あ
っ
た
（『
古
事
談
』
四
―
一
二
）
こ
と
も
関
係
し
て
、
兄
頼
光
・
頼
親
と

異
な
り
道
長
に
近
侍
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。こ
う
し
た
こ
と
が
影
響
し
て
、

頼
清
も
不
遇
を
託
つ
羽
目
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

頼
清
と
縁
が
あ
っ
た
と
い
う
道
綱
は
、む
ろ
ん
道
長
の
異
母
兄
で
あ
る
。
し
か
し
、

頼
信
と
道
長
が
疎
遠
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
へ
の
接
近
の
背
景
に
道
長
と

の
関
係
を
想
定
す
る
の
は
難
し
い
。
む
し
ろ
、
道
綱
が
頼
清
の
伯
父
頼
光
の
女
婿
で

あ
っ
た
か
ら
、
頼
清
は
頼
光
と
の
関
係
で
道
綱
・
道
命
に
接
近
し
た
と
考
え
る
方
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。
説
話
な
ど
で
も
頼
光
と
頼
信
が
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
の
も
傍
証
と
な
る
。

そ
の
後
、
頼
清
は
治
安
元
年
以
前
に
頼
通
の
家
政
機
関
に
仕
え
、
道
長
に
も
接
近

す
る
よ
う
に
な
っ
て
困
窮
を
脱
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
頼
信
の
立
場
の
変
化
等

は
確
認
で
き
ず
、
そ
の
契
機
は
不
明
確
で
あ
る
。
た
だ
、
摂
関
家
に
祗
候
す
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
の
頼
清
に
つ
い
て
、『
小
右
記
』
の
記
事
以
外
に
も
摂
関
家
周
辺
の
彼

に
対
す
る
評
価
を
窺
わ
せ
る
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
頼
清
の
婚
姻
に
他
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
頼
清
の
三
男
兼
宗
の
母
と
な
っ
た
女
性
は
、
才
気
の
聞
こ
え
高
く
道
長

の
側
近
と
し
て
知
ら
れ
る
権
大
納
言
藤
原
斉
信
の
娘
で
あ
っ
た
（『
尊
卑
分
脈
』）。
斉

信
は
道
長
の
従
兄
弟
で
、
そ
の
父
は
太
政
大
臣
為
光
と
い
う
名
門
で
あ
る
。
こ
の
大

き
な
身
分
差
を
有
す
る
婚
姻
は
、
頼
清
が
摂
関
家
関
係
者
か
ら
有
能
な
人
物
と
し
て

高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
斉
信
は
長
元
八
年
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（
一
〇
三
五
）
ま
で
存
命
し
、
そ
の
間
権
大
納
言
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
か
ら
、
頼
清

に
対
し
て
何
か
と
支
援
し
、そ
の
昇
進
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
頼
義
・
頼
清
の
受
領
就
任

１
．
安
芸
守
頼
清

先
述
の
よ
う
に
、
兄
頼
義
を
差
し
置
い
て
、
弟
頼
清
が
先
に
受
領
に
就
任
す
る
こ

と
に
な
る
。
頼
清
は
、
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
三
月
八
日
、
朝
廷
に
安
芸
守
と
し
て

赴
任
す
る
旨
を
申
し
入
れ
、
一
四
日
に
は
右
大
臣
藤
原
実
資
の
も
と
に
挨
拶
に
訪
れ

た
（『
小
右
記
』）
か
ら
、こ
の
直
前
に
安
芸
守
に
就
任
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
前

に
頼
清
の
受
領
勤
仕
は
確
認
で
き
な
い
の
で
、
安
芸
が
初
の
受
領
就
任
と
考
え
ら
れ

る
が
、
先
述
の
よ
う
に
兄
頼
義
が
初
め
て
の
受
領
で
あ
る
相
模
守
に
就
任
す
る
は
こ

れ
よ
り
五
年
も
あ
と
の
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
『
小
右
記
』
の
記
述
か
ら
、
先

述
し
た
頼
清
と
実
資
と
の
政
治
的
関
係
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
も
判
明
す
る
。

長
元
四
年
と
い
え
ば
、
前
年
九
月
に
父
頼
信
が
平
忠
常
を
追
討
す
べ
く
甲
斐
守
と

し
て
下
向
し
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
忠
常
と
の
間
で
降
伏
の
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
た
時

期
に
相
当
す
る
。
忠
常
が
降
伏
す
る
の
は
翌
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
元
来
頼
信
は
、

忠
常
の
追
討
使
を
定
め
る
最
初
の
仗
議
で
、
公
卿
た
ち
か
ら
追
討
使
の
適
任
者
と
し

て
推
挙
さ
れ
た
。
し
か
し
関
白
頼
通
が
こ
れ
を
退
け
、
桓
武
平
氏
の
平
直
方
・
検
非

違
使
中
原
成
道
を
追
討
使
に
起
用
し
た
（『
左
経
記
』
長
元
元
年
六
月
二
一
日
条
）
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
選
の
背
景
と
し
て
は
、
忠
常
と
鋭
い
敵
対
関
係
に

あ
っ
た
直
方
一
族
を
あ
え
て
起
用
し
た
こ
と
、
直
方
ら
が
頼
通
の
家
人
で
あ
っ
た
こ

と
、
頼
信
が
忠
常
と
主
従
関
係
に
あ
り
、
事
件
を
う
や
む
や
に
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た

こ
と
、
そ
し
て
直
方
・
成
道
が
検
非
違
使
と
い
う
追
討
使
に
相
応
し
い
官
職
に
あ
っ

た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⑤
。

頼
清
の
立
場
等
か
ら
考
え
て
、
頼
義
と
頼
信
の
関
係
が
断
絶
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
頼
通
が
公
卿
た
ち
に
推
挙
さ
れ
た
頼
信
よ
り
も
平
直
方
を
重
視
し
た
の
は

事
実
で
あ
り
、
頼
通
と
頼
信
の
関
係
に
軋
み
が
生
じ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
平
忠
常

の
乱
平
定
後
、
頼
信
は
右
大
臣
藤
原
実
資
を
通
し
て
恩
賞
を
申
請
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
頼
通
と
の
関
係
が
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
（『
小
右
記
』
長
元
四
年
七

月
一
日
条
、
九
月
一
八
日
条
）。
な
お
、
頼
信
・
頼
清
父
子
は
、
と
も
に
実
資
と
も
政
治

的
な
連
携
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
複
数
の
有
力
者
に
伺
候
す

る
の
は
当
時
の
軍
事
貴
族
一
般
に
見
ら
れ
る
現
象
と
い
え
よ
う
。

頼
信
と
頼
通
と
の
関
係
は
、
乱
後
に
回
復
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
忠
常
の
乱

追
討
の
遅
延
と
現
地
の
荒
廃
に
憤
慨
し
た
頼
通
は
、
長
元
三
年
に
直
方
を
更
迭
し
て

頼
信
を
起
用
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
直
後
に
頼
通
の
家
政
機
関
に
奉
仕
し
て
き
た
頼

清
を
安
芸
守
に
任
じ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
頼
通
が
頼
信
父
子
を
優
遇
し
、
彼

ら
と
の
関
係
修
復
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
頼

義
が
小
一
条
院
判
官
代
に
就
任
し
た
の
も
、
乱
の
平
定
後
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
同
様

の
意
味
を
有
し
た
人
事
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
後
述
す
る
頼
義
と
直
方
の
娘
と
の
婚
姻

も
、
直
方
が
家
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
頼
通
が
仲
介
し
た
可
能
性
も
あ

る
。

２
．
受
領
歴
任

一
方
、
安
芸
守
を
つ
と
め
た
頼
清
は
、
永
承
三
年
（
一
〇
四
八
）
以
前
に
陸
奥
守
に

在
任
し
て
お
り
、
つ
い
で
肥
後
守
に
移
っ
た
。
陸
奥
守
か
ら
肥
後
守
へ
の
遷
任
は
、

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
四
七
四
の
、
女
流
歌
人
相
模
が
詠
じ
た
和
歌
の
詞
書
に
、「
源
頼

清
朝
臣
、
陸
奥
国
果
て
て
、
ま
た
肥
後
守
に
な
り
て
下
り
侍
り
け
る
を
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
判
明
す
る
。
こ
の
相
模
は
、
頼
清
の
伯
父
頼
光
の
後
妻
で
あ
る
慶
滋
保
章
娘

の
連
れ
子
に
あ
た
り
、
頼
清
と
は
義
理
の
従
姉
妹
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
。
先
述
し
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た
頼
清
と
頼
光
家
と
の
密
接
な
関
係
を
裏
付
け
る
挿
話
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
上
の
こ
と
か
ら
頼
清
は
、
安
芸
・
陸
奥
・
肥
後
の
受
領
を

歴
任
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
相
模
の
和
歌
に
よ
る
と
、
頼
清
は
陸
奥
守
か
ら

あ
ま
り
間
を
置
か
ず
に
肥
後
守
に
遷
任
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
陸
奥

守
と
し
て
の
事
績
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
。
彼
が
陸
奥
を
去
っ
て
か
ら
間
も

な
い
永
承
六
年
（
一
〇
五
一
）
に
、受
領
藤
原
登
任
と
郡
司
安
倍
頼
良
と
の
衝
突
が
勃

発
し
た
（『
陸
奥
話
記
』）
こ
と
は
、
頼
清
の
離
任
が
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
を

推
測
さ
せ
る
。
登
任
に
代
わ
っ
て
頼
清
の
兄
頼
義
が
陸
奥
に
赴
任
し
た
こ
と
、
頼
良

が
た
ち
ま
ち
頼
義
に
屈
伏
し
た
こ
と
は
、
頼
清
の
下
に
安
倍
氏
が
服
属
し
て
い
た
こ

と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

頼
清
の
位
階
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
従
四
位
下
と
あ
る
の
み
で
、
確
実
な
記
録
は
な

い
が
、
少
な
く
と
も
官
職
の
面
に
お
い
て
は
兄
頼
義
を
凌
駕
し
て
い
た
。
ま
た
、
権

大
納
言
藤
原
斉
信
と
の
姻
戚
関
係
な
ど
、
閨
閥
の
面
か
ら
考
え
て
も
、
彼
の
系
統
こ

そ
が
河
内
源
氏
の
嫡
流
と
み
な
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
文
官
と

し
て
の
才
能
を
評
価
さ
れ
た
頼
清
は
、
親
交
の
あ
っ
た
頼
光
同
様
、
時
と
し
て
朝
廷

の
警
護
等
を
担
当
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
摂
関
家
家
政
機
関
に

仕
え
、
受
領
を
歴
任
し
な
が
ら
官
職
を
上
昇
さ
せ
る
と
い
う
、
貴
族
社
会
に
違
和
感

無
く
溶
け
込
む
存
在
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
頼
清
流
が
河
内
源

氏
の
嫡
流
を
占
め
て
い
た
な
ら
ば
、
河
内
源
氏
も
摂
津
源
氏
と
同
様
の
存
在
と
な
っ

た
可
能
性
が
高
い
。
東
国
で
豪
族
を
相
手
に
、危
険
で
辛
苦
に
満
ち
た
経
験
を
重
ね
、

昇
進
に
苦
労
し
た
頼
信
に
し
て
み
れ
ば
、
摂
津
源
氏
同
様
の
存
在
形
態
を
よ
り
望
ま

し
い
も
の
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
後
頼
清
は
史
料
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
前
々
任
の
受
領
で

あ
っ
た
陸
奥
で
発
生
し
た
前
九
年
合
戦
の
最
中
に
も
、
彼
の
名
前
が
登
場
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
兄
に
先
立
っ
て
死
去
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
さ
に
頼
清
が
史
料
か
ら
姿
を
消
す
の
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
、
頼
義
の
活
躍
が
始

ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

３
．
冷
泉
宮
領
と
頼
義

文
官
と
し
て
の
才
能
を
有
し
、
如
才
な
い
活
動
に
よ
っ
て
貴
族
社
会
で
活
躍
し
た

弟
頼
清
に
対
し
、
武
骨
な
頼
義
は
受
領
昇
進
で
遅
れ
を
取
っ
た
。
し
か
し
、
父
頼
信

が
頼
義
を
関
白
頼
通
に
武
者
と
し
て
推
挙
し
た
と
い
う
逸
話
が
物
語
る
よ
う
に
、
頼

義
は
父
か
ら
武
士
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
『
今
昔
物
語

集
』（
巻
二
五
ノ
一
二
）
の
有
名
な
説
話
も
、
無
言
の
う
ち
に
両
者
が
連
携
し
た
よ
う

に
、
父
子
の
関
係
が
緊
密
で
あ
り
、
頼
義
は
そ
の
武
芸
を
父
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
武
士
と
し
て
の
能
力
に
よ
っ
て
、
頼
義
は

最
終
的
に
河
内
源
氏
嫡
流
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

頼
義
は
、先
述
の
よ
う
に
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
一
〇
月
一
四
日
に
相
模
守
に
補

任
さ
れ
（『
範
国
記
』）、
弟
頼
清
よ
り
五
年
も
遅
れ
て
初
め
て
受
領
の
地
位
を
得
た
。

受
領
就
任
は
長
ら
く
小
一
条
院
の
判
官
代
を
つ
と
め
た
労
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

判
官
代
時
代
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
狩
猟
の
お
供
を
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
く
ら
い
し
か
わ
か
ら
な
い
（『
陸
奥
話
記
』）。
し
か
し
、
小
一
条
院
に
関
連
し

て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
院
の
娘
冷
泉
宮

子
内
親
王
の
所
領⑥
に
、
河
内
源
氏
の
有
力

な
郎
等
の
一
族
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
彼
女
は
皇
孫
で
は
あ

る
が
、
祖
父
三
条
天
皇
の
養
女
と
し
て
内
親
王
の
宣
下
を
受
け
て
い
た
。

彼
女
の
所
領
は
、建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
一
〇
月
二
一
日
に
作
成
さ
れ
た
近
衛
家

所
領
目
録
（
近
衛
家
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
七
六
三
一
号
）
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、

東
国
に
も
多
く
の
荘
園
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
相
模
国
の
冷
泉
宮
領
に

は
、
三
崎
・
波
多
野
両
荘
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
の
三
崎
荘
の
荘
官
は
、
頼
信
の
時

代
以
来
、河
内
源
氏
と
は
重
代
相
伝
の
主
従
関
係
に
あ
る
三
浦
氏
が
つ
と
め
て
い
る
。

波
多
野
荘
で
は
頼
義
に
三
十
年
余
り
仕
え
、
前
九
年
合
戦
で
頼
義
戦
死
の
誤
報
を
受
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け
て
殉
死
し
た
佐
伯
経
範
の
子
孫
波
多
野
氏
が
荘
官
の
任
に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
上

総
国
に
お
い
て
も
、
菅
生
荘
に
お
い
て
平
忠
常
の
子
孫
上
総
介
氏
が
荘
官
を
つ
と
め

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

冷
泉
宮
領
成
立
の
契
機
は
不
明
確
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
小
一
条
院
か
ら
継
承
し

た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
立
荘
に
際
し
て
、
頼
義
が
関
係
す
る
武
士
を
荘
官

と
し
て
院
に
推
挙
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
彼
の
武
的
な
奉
仕
で
あ
り
、

武
士
と
し
て
の
立
場
が
彼
の
政
治
的
地
位
の
上
昇
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
た
荘
官
推
挙
は
、
東
国
武
士
と
の
関
係
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
彼
の
名
声
を

東
国
に
扶
植
す
る
方
策
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
佐
伯
氏
が
荘
官
に
補

任
さ
れ
た
の
は
頼
義
の
相
模
守
就
任
後
の
こ
と
と
さ
れ
る
か
ら
、『
陸
奥
話
記
』
に
彼

が
「
愛
レ
士
好
レ
施
」
ん
だ
と
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
荘
官
等
へ
の
推
挙
を
も
意
味
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
冷
泉
宮
領
荘
園
は
、

子
の
養
女
と
な
っ
た
右
大
臣
源
師
房
の
娘
源
麗
子

に
継
承
さ
れ
、彼
女
が
道
長
の
孫
で
摂
政
・
関
白
を
つ
と
め
た
藤
原
師
実
の
室
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
冷
泉
宮
領
は
摂
関
家
の
管
理
下
に
入
り
、
師
実
の
孫
忠
実
の
時
代
に

摂
関
家
領
に
統
合
さ
れ
る
（「
近
衛
家
所
領
目
録
」）。
そ
し
て
、
河
内
源
氏
と
摂
関
家
、

東
国
武
士
と
の
結
合
を
継
続
さ
せ
る
媒
介
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

４
．
相
模
守
就
任
と
婚
姻

一
方
、『
陸
奥
話
記
』
の
記
事
に
よ
る
と
、
平
忠
常
の
乱
平
定
後
に
頼
義
は
平
直
方

の
娘
と
結
婚
し
て
い
る
。
同
書
は
、
直
方
が
乱
の
平
定
に
お
け
る
頼
義
の
武
芸
を
賛

嘆
し
て
婿
に
迎
え
た
と
す
る
が
、
忠
常
追
討
に
際
し
て
華
々
し
い
合
戦
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
直
方
が
彼
の
武
芸
に
感
じ
た
と
す
る
『
陸
奥
話
記
』
の
記
述

に
は
疑
問
が
残
る
。
直
方
は
桓
武
平
氏
貞
盛
流
の
嫡
流
で
、
先
述
の
よ
う
に
忠
常
の

追
討
使
に
起
用
さ
れ
な
が
ら
追
討
に
失
敗
、
更
迭
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
、
追

討
に
成
功
し
た
頼
信
父
子
に
敬
意
を
表
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
、
直

方
が
頼
通
家
人
で
あ
り
、
頼
信
一
族
も
頼
通
と
の
関
係
を
修
復
し
て
い
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
頼
信
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
頼
通
が
家
人
相
互
の
婚
姻
を
仲
介
し

た
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
、『
陸
奥
話
記
』
は
婚
姻
が
成
立
し
た
の
ち
に
相
模
守
に
就
任
し
た
か
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
が
、
頼
義
と
直
方
娘
の
間
に
長
男
義
家
が
誕
生
し
た
の
は
、
相
模
守

就
任
か
ら
三
年
後
の
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
で
あ
る
か
ら
、婚
姻
は
相
模
守
在
任
中

に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
直
方
は
鎌
倉
の
屋
敷
の
ほ
か
、

相
模
に
大
き
な
基
盤
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
頼
義
に
譲
渡
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
相
模
守
就
任
自
体
が
、
直
方
の
娘
と
の
婚
姻
を
前
提
と
し
た

頼
義
の
希
望
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
す
る
見
解
も
あ
る⑦
。そ
う
で
あ
れ
ば
、

受
領
就
任
以
上
に
直
方
の
娘
と
の
婚
姻
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
に
は
、
文
官
と
し
て
昇
進
し
て
い
っ
た
頼
清
に
対
し
、
夷
狄
討
伐
の
伝
統
を
有
す

る
桓
武
平
氏
嫡
流
の
婿
と
な
る
こ
と
で
、
武
門
と
し
て
の
立
場
を
確
立
し
よ
う
と
し

た
頼
義
の
野
心
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

三
、
嫡
流
の
行
方

１
．
武
門
の
権
威

頼
義
と
直
方
の
娘
と
は
琴
瑟
相
和
し
、
義
家
・
義
綱
・
義
光
の
三
人
の
男
子
と
、

二
人
の
女
子
を
得
た
と
い
う
（『
陸
奥
話
記
』）。
頼
義
が
得
た
の
は
、
子
供
た
ち
だ
け

で
は
な
い
。
こ
の
婚
姻
に
よ
っ
て
、
頼
義
は
鎌
倉
の
屋
敷
・
所
領
や
東
国
の
郎
従
、

そ
し
て
桓
武
平
氏
嫡
流
が
有
し
た
権
威
を
も
獲
得
し
た
と
さ
れ
る⑧
。
桓
武
平
氏
は
、

そ
の
祖
高
望
以
来
、
一
族
は
坂
東
各
地
に
拠
点
を
築
き
、
平
貞
盛
を
は
じ
め
と
し
て
、

多
く
の
鎮
守
府
将
軍
や
東
国
受
領
を
輩
出
し
て
き
た
。
当
時
の
武
士
に
は
、
京
に
お
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け
る
王
権
の
守
護
と
辺
境
に
お
け
る
夷
狄
の
討
伐
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
役
割
が

あ
っ
た
が
、
桓
武
平
氏
こ
そ
は
東
国
・
奥
羽
に
お
け
る
夷
狄
討
伐
と
い
う
役
割
を
担

う
伝
統
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
直
方
の
女
婿
と
な
る
こ
と
で
、
頼
義
は
そ
う
し

た
桓
武
平
氏
の
伝
統
と
権
威
を
も
継
承
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
婚
姻
の
背
景
に
、
文
官
と
し
て
活
躍
し
官
位
で
自
身
を
凌
駕
し
た
弟
頼
清
に

対
抗
し
よ
う
と
い
う
、頼
義
の
目
的
が
存
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
む
ろ
ん
、

の
ち
の
義
家
と
義
綱
、
義
朝
と
義
賢
、
頼
朝
と
義
経
の
よ
う
な
武
人
相
互
の
激
烈
な

抗
争
と
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
イ
エ
が
確
立
し
て
き
た
当
時
、
頼
義
と
頼
清

と
の
間
で
嫡
流
を
め
ぐ
る
軋
轢
が
存
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の

頼
清
と
も
親
し
い
関
係
に
あ
っ
て
、
王
権
守
護
と
し
て
京
で
活
躍
す
る
摂
津
源
氏
ら

に
対
抗
す
る
た
め
に
も
、
頼
義
は
武
士
と
し
て
独
自
の
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
立
場

を
強
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
頼
義
は
忠
常
の
乱
平
定
後
、
河
内
源

氏
の
名
声
が
坂
東
に
広
ま
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
直
方
の
女
婿
と
な
っ
て
、
そ
の
権

威
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
の
婚
姻
に
当
時
存
命
で
あ
っ
た
頼
信
が
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え

難
い
。
平
忠
常
の
乱
の
平
定
後
、
頼
信
は
東
国
に
多
く
の
家
人
を
獲
得
し
て
い
た
と

さ
れ
る
（『
小
右
記
』
長
元
四
年
九
月
十
八
日
条
）。
頼
信
は
、こ
う
し
た
東
国
に
お
け
る

河
内
源
氏
の
名
声
を
頼
義
に
継
承
さ
せ
る
た
め
に
、
直
方
の
娘
と
の
婚
姻
を
実
現
さ

せ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
京
に
お
け
る
頼
清
の
系
統
と
、
東

国
を
基
盤
と
す
る
頼
義
の
系
統
と
に
、
河
内
源
氏
の
役
割
を
分
担
さ
せ
る
目
的
が

あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

頼
義
が
、
直
方
を
は
じ
め
と
す
る
桓
武
平
氏
が
有
し
た
権
威
を
重
視
し
た
こ
と
を

象
徴
す
る
の
が
、
彼
の
後
継
者
で
あ
る
。
頼
義
の
嫡
男
が
義
家
で
あ
る
こ
と
は
周
知

に
属
す
る
が
、
そ
の
義
家
が
直
方
の
娘
と
の
間
に
生
ま
れ
た
の
は
長
暦
三
年

（
一
〇
三
九
）
で
あ
り
、
先
述
し
た
生
年
に
従
う
な
ら
ば
、
頼
義
は
す
で
に
五
〇
歳
を

超
え
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
当
時
と
し
て
は
高
齢
に
属
す
る
。
た
し
か
に
義
家
は
前

九
年
合
戦
で
抜
群
の
武
芸
を
発
揮
し
た
よ
う
に
、
武
門
の
嫡
男
に
相
応
し
い
力
量
を

備
え
て
い
た
。
し
か
し
、余
り
に
年
の
離
れ
た
嫡
男
に
は
不
自
然
の
観
を
免
れ
な
い
。

少
な
く
と
も
、
義
家
の
誕
生
以
前
に
養
子
等
も
含
め
て
、
後
継
者
を
決
め
て
お
か
な

か
っ
た
と
は
考
え
が
た
く
、
嫡
男
の
交
代
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
大

き
く
年
齢
の
離
れ
た
義
家
を
あ
え
て
嫡
男
と
し
た
一
因
は
、
彼
の
母
方
の
出
自
が
武

門
を
継
承
す
る
の
に
相
応
し
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

２
．
頼
信
告
文
と
前
九
年
合
戦

と
こ
ろ
で
、頼
義
の
父
頼
信
は
、河
内
守
に
在
任
し
て
い
た
永
承
元
年（
一
〇
四
六
）、

朝
廷
を
擁
護
す
る
武
門
と
し
て
の
立
場
を
強
調
し
た
告
文
を
同
国
の
誉
田
山
陵
に
奉

納
し
た
と
さ
れ
る
（「
河
内
守
源
頼
信
告
文
案
」
石
清
水
田
中
家
文
書
、『
平
安
遺
文
』

六
四
〇
）。
こ
の
中
で
頼
信
は
、
自
身
が
八
幡
大
菩
薩
と
さ
れ
る
応
神
天
皇
以
来
の
皇

統
に
繋
が
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
武
力
に
よ
っ
て
朝
廷
を
擁
護
す
る
立
場

を
八
幡
神
に
誓
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
頼
信
は
、
応
神
天
皇
に
つ
な
が
る
系
譜
の
中
で

陽
成
天
皇
を
自
身
の
祖
と
し
、
清
和
源
氏
、
陽
成
源
氏
を
め
ぐ
る
議
論
を
生
ん
だ
こ

と
は
余
り
に
有
名
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
原
文
書
で
は
な
い
こ
と
、
文

面
に
誤
記
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
内
容
や
真
偽
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
か
わ
さ

れ
て
い
る
が⑨
、
近
年
は
十
一
世
紀
後
半
に
成
立
す
る
仲
哀
天
皇
を
武
皇
と
す
る
見
方

が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
八
幡
信
仰
の
変
化
と
の
関
係
等
か
ら
、
こ
の
告
文

を
頼
義
の
時
代
に
偽
作
さ
れ
た
と
す
る
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る⑩
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
よ
う
に
、
頼
義
は
弟
頼
清
の
系
統
と
対
抗
す
る
べ
く
、
武
門
と
し
て
の
立
場
を

確
立
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
頼
義
の
姿
勢
を
考
え
れ
ば
、
頼
信
以
来
の
河

内
源
氏
を
武
を
担
当
す
る
家
柄
と
し
て
、
天
皇
を
守
護
す
る
存
在
に
位
置
づ
け
た
告

文
こ
そ
、
当
時
の
頼
義
の
考
え
に
合
致
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
彼

の
下
で
父
の
告
文
に
準
え
る
偽
作
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
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こ
う
し
て
、
頼
義
は
元
来
桓
武
平
氏
貞
盛
流
が
有
し
て
き
た
、
東
国
に
お
け
る
夷

狄
討
伐
の
家
柄
と
い
う
権
威
を
継
承
し
、
武
門
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
。
こ
の

こ
と
が
、安
倍
頼
良
の
前
に
受
領
藤
原
登
任
が
大
敗
す
る
と
い
う
緊
急
事
態
に
際
し
、

陸
奥
守
に
就
任
し
た
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
頼
義
は
、
か
つ
て
父
頼
信
が
平
忠

常
の
反
乱
を
鎮
圧
し
て
坂
東
の
秩
序
を
再
建
し
た
ご
と
く
、
陸
奥
に
お
け
る
秩
序
の

回
復
を
実
現
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
、
そ
こ
に
は
河
内
源
氏
に
お
け
る
頼
清
流
と
の
嫡
流
を
め
ぐ
る
軋
轢
が
関

係
し
て
い
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
弟
頼
清
は
数
年
前
ま
で
陸
奥
守
に
任
に
あ
り
、
平

穏
な
統
治
を
実
現
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
離
任
直
後
に
兵
乱
が
勃

発
し
た
だ
け
に
、こ
の
鎮
圧
は
文
官
的
な
立
場
で
陸
奥
の
安
定
を
実
現
し
た
頼
清
と
、

武
威
に
よ
っ
て
蜂
起
し
た
夷
狄
を
威
圧
す
る
頼
義
を
対
比
す
る
試
金
石
と
い
う
意
味

も
有
し
た
。
頼
義
が
武
門
と
し
て
の
権
威
、
河
内
源
氏
に
お
け
る
嫡
流
の
座
を
確
立

す
る
た
め
に
は
、
安
倍
氏
の
不
穏
な
動
き
を
統
制
し
服
属
さ
せ
る
必
要
が
存
し
た
の

で
あ
る
。

頼
義
は
、
ま
ず
武
威
で
安
倍
氏
を
屈
伏
さ
せ
た
が
、
任
用
国
司
や
在
庁
官
人
ら
の

安
倍
氏
に
対
す
る
反
発
か
ら
兵
乱
が
勃
発
し
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
勘
繰
れ
ば
、
頼
清

と
提
携
し
て
い
た
安
倍
氏
を
討
伐
す
る
こ
と
で
、
武
門
と
し
て
の
名
声
と
頼
清
を
凌

駕
す
る
地
位
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
野
心
が
、
頼
義
の
開
戦
の
決
断
の
背
景
に
存
し

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
頼
義
は
武
門
の
名
声
を
確
立
す
る

た
め
に
も
、
兵
乱
に
は
絶
対
に
勝
利
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

頼
義
は
多
大
の
艱
難
を
経
験
し
更
迭
の
危
機
も
乗
り
越
え
て
、
最
後
は
出
羽
の
豪

族
清
原
氏
の
支
援
を
乞
う
て
、
よ
う
や
く
勝
利
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
も
、
夷
狄
討

伐
の
武
門
と
し
て
の
地
位
を
確
立
・
保
持
し
よ
う
と
し
た
頼
義
の
執
念
の
所
産
で

あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
武
門
の
第
一
人
者
と
い
う
地
位
は
、
嫡
男
義
家
に
継
承
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

３
．
頼
清
流
の
没
落

頼
清
は
、
頼
通
の
侍
所
別
当
・
家
司
を
勤
仕
す
る
と
と
も
に
、
中
務
少
輔
、
安
芸
・

陸
奥
・
肥
後
守
を
歴
任
し
、
位
階
も
従
四
位
下
に
至
っ
た
と
み
ら
れ
る
有
能
な
官
人

で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
死
去
す
る
ま
で
兄
頼
義
を
凌
駕
す
る
政
治
的
地
位
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。し
た
が
っ
て
、河
内
源
氏
の
嫡
流
の
座
を
獲
得
す
る
可
能
性
も
あ
っ

た
。
摂
関
家
の
家
政
機
関
職
員
、
受
領
歴
任
と
い
っ
た
点
で
頼
光
の
系
統
と
類
似
し

た
官
歴
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
彼
の
系
統
が
河
内
源
氏
の
中
心
に
な
っ
て
い
た

な
ら
ば
、
河
内
源
氏
も
摂
津
源
氏
同
様
、
京
で
摂
関
家
の
家
政
機
関
に
奉
仕
す
る
貴

族
的
性
格
の
強
い
武
士
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
頼

義
の
系
統
こ
そ
が
河
内
源
氏
嫡
流
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
一
因
は
、
む
ろ
ん
時
代
の
変
化
に
あ
る
。
一
一
世
紀
後
半
以
降
、
寺
社
権
門

の
分
立
と
抗
争
、
強
訴
の
激
化
、
地
方
に
お
け
る
豪
族
の
台
頭
と
国
衙
と
の
衝
突
と

い
っ
た
軍
事
緊
張
が
高
ま
る
に
と
も
な
い
、
武
門
に
は
精
強
な
武
力
や
実
戦
的
な
戦

闘
能
力
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
夷
狄
討
伐
を
こ
と
と
し
た
河
内
源
氏
が
、

つ
い
に
は
文
官
的
性
格
を
有
し
た
摂
津
源
氏
を
凌
駕
し
た
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
摂
津
源
氏
と
類
似
す
る
性
格
を
有
し
た
頼
清
流
に
も
、
時
流
に
乗
り
遅

れ
た
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

摂
津
源
氏
は
、
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
一
一
月
、
頼
光
の
曾
孫
下
野
守
明
国
が
殺

人
を
犯
し
な
が
ら
帰
京
し
、
多
く
の
祭
礼
を
目
前
に
し
た
京
中
に
死
穢
を
拡
散
し
た

と
し
て
、
佐
渡
に
配
流
さ
れ
る
と
い
う
事
件
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
摂
津
源

氏
の
嫡
流
多
田
源
氏
は
す
っ
か
り
没
落
し
、
そ
の
後
は
受
領
に
就
任
す
る
者
も
い
な

く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
明
国
の
弟
仲
政
の
系
統
は
政
治
的
地
位
を
保
つ
も
の

の
、
摂
津
源
氏
全
体
と
し
て
は
凋
落
の
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る⑪
。
実
は
頼
清
流
に

も
、
同
様
の
大
き
な
陥
穽
が
待
ち
構
え
て
い
た
。

嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
八
月
、頼
清
の
孫
三
河
守
惟
清
が
白
河
院
を
呪
詛
す
る
と
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い
う
大
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
の
た
め
、
院
殿
上
人
で
三
河
守
で
あ
っ
た
惟
清
が
伊

豆
に
配
流
さ
れ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
い
ず
れ
も
一
院
非
蔵
人
で
あ
っ
た
弟
顕
清
・
仲

清
・
盛
清
、
そ
し
て
父
で
頼
清
の
嫡
男
で
あ
っ
た
仲
宗
ら
も
連
座
し
て
配
流
さ
れ
、

一
族
の
ほ
ぼ
全
員
が
失
脚
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（『
中
右
記
』『
百
練
抄
』
八
月
一
七

日
条
）。

仲
宗
は
延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
に
白
河
天
皇
即
位
後
に
六
位
蔵
人
に
、ま
た
惟
清

も
寛
治
七
年
（
一
〇
九
二
）
に
白
河
院
蔵
人
か
ら
堀
河
天
皇
の
六
位
蔵
人
に
就
任
し

（
以
上
『
蔵
人
補
任
』）、
先
述
の
よ
う
に
白
河
院
殿
上
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
と

も
に
白
河
院
の
側
近
と
し
て
、
か
つ
て
頼
清
が
そ
の
才
が
あ
る
と
さ
れ
た
蔵
人
に
任

じ
、
政
治
的
地
位
を
世
襲
す
る
動
き
を
見
せ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
摂
津
源
氏
と
共
通

す
る
。
ま
た
仲
宗
は
筑
前
守
等
に
任
じ
、
位
階
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
父
と
同

じ
従
四
位
下
に
至
っ
て
お
り
、
筑
前
か
ら
犯
人
を
連
行
し
て
上
洛
し
た
際
に
関
白
師

通
に
挨
拶
し
、
鞍
を
与
え
ら
れ
て
い
る
（『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
六
年
一
一
月
一
六
日
・

一
二
月
六
日
条
）。
お
そ
ら
く
は
白
河
院
に
近
侍
す
る
一
方
で
、
父
頼
清
と
同
様
、
摂

関
家
に
も
仕
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
惟
清
も
蔵
人
を
経
て
、
失
脚
直
前
に
は
三
河

守
に
就
任
し
て
お
り
、
順
調
な
官
歴
を
歩
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

惟
清
に
よ
る
呪
詛
事
件
に
つ
い
て
、同
時
代
の
史
料
は
真
相
を
黙
し
て
語
ら
な
い
。

し
か
し
、
事
件
の
真
相
を
窺
知
し
う
る
史
料
は
、
意
外
に
も
『
吾
妻
鏡
』
正
治
元
年

（
一
一
九
九
）
八
月
一
九
日
条
に
存
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
鎌
倉
幕
府
で
は
、
二
代
将

軍
源
頼
家
が
、
御
家
人
安
達
景
盛
の
愛
妾
を
奪
っ
た
上
に
景
盛
を
追
討
し
よ
う
と
す

る
事
件
が
勃
発
し
て
い
た
が
、
一
九
日
に
政
子
の
制
止
で
頼
家
も
景
盛
に
対
す
る
討

伐
を
断
念
し
た
。
そ
の
際
に
大
江
広
元
は
、
同
様
の
事
件
の
先
例
と
し
て
、
鳥
羽
院

が
源
仲
宗
の
妻
を
奪
取
し
た
上
に
彼
を
配
流
に
処
し
た
事
件
が
あ
っ
た
と
し
、
強
奪

さ
れ
た
女
性
こ
そ
、
祇
園
女
御
で
あ
っ
た
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
広
元
の
談
話
に
つ
い
て
は
、
角
田
文
衞
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に⑫
、
強
奪
し
た

と
さ
れ
る
鳥
羽
院
は
白
河
院
の
、
そ
し
て
強
奪
さ
れ
た
の
は
仲
宗
で
は
な
く
惟
清
室

の
誤
伝
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
真
実
と
断
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
彼
ら
が
失
脚
し
た
真
相
の
一
端
を
物
語
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
惟
清
は
、
院
に
蔵
人
以
来
近
侍
し
、
当
時
も
院
殿
上
人
と
し
て
側
近
の
地
位

に
あ
っ
た
。
院
に
近
侍
し
た
が
ゆ
え
に
愛
妾
を
め
ぐ
る
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
、
側
近

で
あ
っ
た
ば
か
り
に
裏
切
り
者
と
し
て
厳
罰
に
処
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
専

制
君
主
白
河
院
の
乱
倫
と
恣
意
に
翻
弄
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
強
訴
等
が
激
化
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
、
こ
の
一
族
が
軍
事
的
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
一
族
全
体
に
対
す
る
処
罰
は
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う

か
。
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
六
月
、平
清
盛
が
惹
起
し
た
祇
園
社
頭
に
お
け
る
闘
乱

事
件
に
際
し
、
鳥
羽
院
は
多
く
の
京
武
者
を
動
員
し
、
清
盛
や
父
忠
盛
の
配
流
を
要

求
す
る
延
暦
寺
・
祇
園
社
側
を
強
訴
の
動
き
を
封
じ
込
め
、
二
人
を
擁
護
し
た
。
む

ろ
ん
、
こ
の
背
景
に
は
、
単
に
院
近
臣
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
院
政
の
軍
事
的
な

支
柱
で
も
あ
っ
た
平
氏
一
門
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
存
し
た⑬
の
で
あ
る
。
む

ろ
ん
事
件
の
性
格
は
大
き
く
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
軍
事
的
な
重
要
性
の
低
さ
も
一

門
全
体
に
及
ぶ
厳
し
い
処
罰
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
武
門
と
し
て
の
精
強
さ
よ
り
も
文
官
的
な
側
面
を
表
出
さ
せ
、
院
へ
の
近
侍

を
専
ら
に
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
没
落
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。

４
．
そ
の
後
の
頼
清
流

真
相
は
と
も
か
く
、
こ
の
事
件
で
仲
宗
の
系
統
が
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
こ
と
は

疑
い
な
い
。
惟
清
は
つ
い
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
え
、『
尊
卑
分
脈
』
に
も
そ
の
子

孫
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
え
な
い
。
結
局
は
弟
顕
清
の
子
孫
が
家
を
継
承
す
る
こ
と

に
な
る
。
彼
は
信
濃
国
に
拠
点
を
構
え
る
と
と
も
に
、
京
で
も
細
々
と
活
動
す
る
存

在
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
村
上
氏
を
名
乗
る
こ
と
に
な
る
そ
の
子
孫
の
活
動

は
そ
れ
な
り
に
波
瀾
に
と
ん
だ
も
の
で
は
あ
っ
た
。
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ま
ず
、
顕
清
の
子
の
う
ち
、
長
男
宗
清
は
蔵
人
と
な
る
も
の
の
、
仁
平
年
間

（
一
一
五
一
〜
五
四
）
に
横
死
し
た
（『
尊
卑
分
脈
』）
た
め
、
弟
仲
清
の
孫
為
国
が
養
子

と
し
て
あ
と
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
彼
は
崇
徳
院
に
仕
え
て
判
官
代
と
な
り
、
保
元

の
乱
に
も
参
戦
し
て
い
る
。
為
国
は
崇
徳
側
近
平
正
弘
一
族
と
と
も
に
、
い
ち
早
く

白
河
殿
に
参
入
し
た
の
で
あ
る
（『
兵
範
記
』
保
元
元
年
七
月
一
〇
日
条
）。
も
っ
と
も

『
兵
範
記
』
に
は
も
ち
ろ
ん
、『
保
元
物
語
』
に
も
彼
の
合
戦
に
お
け
る
活
動
に
関
す

る
記
述
は
な
い
。
崇
徳
側
の
敗
北
後
、
同
陣
営
の
武
士
の
大
半
が
一
族
も
ろ
と
も
に

処
刑
さ
れ
た
な
か
で
、
彼
は
罪
名
宣
下
の
対
象
と
も
な
っ
て
お
ら
ず
（『
兵
範
記
』
七

月
二
七
日
条
）、
処
罰
を
も
免
れ
た
ら
し
い
。
室
で
長
男
信
国
の
母
と
な
っ
た
女
性
が

信
西
の
娘
で
あ
っ
た
こ
と
（『
尊
卑
分
脈
』）、
合
戦
で
大
し
た
役
割
を
果
た
さ
な
か
っ

た
こ
と
も
影
響
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

為
国
の
子
の
う
ち
、
長
男
信
国
は
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
に
上
洛
し
た
源
義
仲

と
行
動
を
共
に
し
て
い
る
。
入
京
直
後
、
義
仲
の
命
を
受
け
て
諸
将
が
京
の
警
護
を

分
担
し
た
際
、
信
国
は
鴨
川
以
東
の
五
条
以
北
の
警
護
を
担
当
し
て
い
た
（『
吉
記
』

七
月
三
〇
日
条
）。
右
馬
助
に
就
任
し
た
が
、法
住
寺
合
戦
後
に
解
官
さ
れ
て
い
る
（
同

書
一
二
月
三
日
条
）
の
で
、
義
仲
と
対
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
は
史
料

か
ら
知
る
こ
と
は
で
き
な
い⑭
。
あ
る
い
は
義
仲
に
殺
害
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

一
方
、
為
国
の
五
男
基
国
は
鎌
倉
御
家
人
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
彼
は
、
文
治

四
年
（
一
一
八
八
）
三
月
一
五
日
に
頼
朝
の
鶴
ケ
岡
八
幡
宮
参
詣
に
随
行
し
た
（『
吾
妻

鏡
』）
の
を
皮
切
り
に
、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）、
同
六
年
の
頼
朝
上
洛
に
も
随
行
し

た
（『
吾
妻
鏡
』
建
久
元
年
一
一
月
七
日
条
、
同
六
年
五
月
二
〇
日
条
）
ほ
か
、
鎌
倉
に
居

を
構
え
て
（『
吾
妻
鏡
』
建
久
二
年
三
月
四
日
条
）、鎌
倉
に
お
け
る
儀
式
に
も
出
仕
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
子
孫
の
動
向
は
不
明
確
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
村
上
氏
を

名
乗
っ
て
鎌
倉
末
に
至
っ
た
の
は
為
国
の
三
男
安
信
の
系
統
で
、
こ
こ
か
ら
元
弘
の

乱
で
護
良
親
王
に
殉
じ
た
義
光
が
出
た
（『
尊
卑
分
脈
』）。
そ
の
弟
信
貞
は
足
利
尊
氏

に
属
し
て
事
実
上
の
信
濃
国
守
護
の
役
割
を
果
た
し
、
彼
の
子
孫
義
清
は
武
田
信
玄

と
抗
争
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
仲
宗
の
弟
で
、
権
大
納
言
斉
信
の
娘
を
母
と
す
る
兼
宗
に
つ
い
て
は
、『
尊

卑
分
脈
』
に
従
四
位
下
に
至
り
、
下
野
ま
た
は
上
野
の
受
領
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
る

が
、
古
記
録
等
で
は
確
認
で
き
な
い
。『
帥
記
』
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
三
月
二
〇

日
条
に
上
総
介
と
あ
る
兼
宗
が
、
彼
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
他
に
事

績
は
見
出
さ
れ
ず
、
そ
の
子
孫
も
目
立
っ
た
活
躍
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

む　

す　

び

以
上
述
べ
来
っ
た
主
要
な
論
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

河
内
源
氏
の
祖
源
頼
信
の
子
息
た
ち
の
中
で
は
、
頼
信
か
ら
宇
治
殿
頼
通
に
蔵
人

と
し
て
推
挙
さ
れ
た
次
男
頼
清
が
、長
男
頼
義
に
先
ん
じ
て
受
領
に
昇
進
す
る
な
ど
、

官
位
の
面
で
凌
駕
し
て
い
た
。
ま
た
権
大
納
言
斉
信
の
婿
と
な
る
な
ど
、
貴
族
社
会

で
の
評
価
も
高
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
系
統
が
河
内
源
氏
の
嫡
流
と
な
る
可

能
性
も
あ
っ
た
。

文
官
と
し
て
の
才
能
を
有
し
、貴
族
社
会
で
活
躍
し
た
頼
清
に
対
抗
す
る
た
め
に
、

頼
義
は
父
頼
信
も
評
価
し
た
武
士
と
し
て
の
高
い
能
力
を
活
か
す
道
を
選
ん
だ
。
平

忠
常
の
乱
終
結
後
、
桓
武
平
氏
嫡
流
平
直
方
の
娘
婿
と
な
り
、
鎌
倉
の
屋
敷
や
家
人
、

夷
狄
討
伐
の
中
心
と
い
う
桓
武
平
氏
の
名
声
を
継
承
し
た
の
も
、
武
門
と
し
て
の
地

位
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
行
動
の
一
環
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
武
門
と
し
て
の
名
声

を
背
景
に
陸
奥
守
に
起
用
さ
れ
、
苦
難
の
末
に
前
九
年
合
戦
を
平
定
、
武
名
を
背
景

に
河
内
源
氏
嫡
流
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
頼
清
の
系
統
で
は
、
彼
の
孫
惟
清
が
白
河
院
を
呪
詛
す
る
と
い
う
忌

ま
わ
し
い
事
件
が
勃
発
し
、
一
族
失
脚
の
運
命
に
見
舞
わ
れ
、
没
落
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
た
だ
頼
義
の
系
統
が
嫡
流
と
な
っ
た
の
は
偶
発
的
事
件
の
み
が
原
因
で
は
な

い
。
院
政
期
に
は
強
訴
や
地
方
豪
族
の
反
乱
の
激
化
し
、
こ
う
し
た
こ
と
に
対
処
す
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る
武
門
が
重
視
さ
れ
る
時
代
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
武
門
を
重
視
す
る
時
代
の

趨
勢
と
、
頼
義
の
選
択
は
合
致
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
頼
義
の
系
統
が
河
内
源
氏

の
嫡
流
と
な
り
、
河
内
源
氏
こ
そ
が
武
士
の
第
一
人
者
と
な
っ
て
ゆ
く
要
因
が
存
し

た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
周
知
の
通
り
『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
四
月
二
七
日
条
は
、
頼

朝
の
岳
父
時
政
を
伊
豆
国
の
「
豪
傑
」
と
記
し
、
平
直
方
五
代
の
子
孫
と
明
記
し
て

い
る
。
直
方
の
名
が
記
さ
れ
た
背
景
に
は
、
頼
義
を
婿
に
迎
え
た
直
方
と
、
頼
朝
を

婿
に
迎
え
た
時
政
を
対
比
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
す
る
理
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る⑮
。

と
こ
ろ
で
、「
豪
傑
」
と
さ
れ
た
時
政
が
、
実
際
に
は
在
庁
官
人
で
あ
っ
た
こ
と
は

明
白
な
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
吾
妻
鏡
』
が
あ
え
て
そ
の
事
実

を
記
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
地
方
武
士
に
過
ぎ
な
い
在
庁
官
人
を
軽
視
す
る
見
方

が
存
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
元
弘
の
乱
に
際
し
、
護
良
親
王
の
令
旨
が
時
政
を

こ
と
さ
ら
に
「
伊
豆
国
在
庁
」
と
称
し
た
の
も
、
在
庁
官
人
に
対
す
る
蔑
視
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
絶
大
な
権
力
を
掌
握
し
な
が
ら
北
条
氏
が
将
軍
た
り
え

な
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
と
対
照
的
に
軍
事
貴
族
の
地
位
を
保
持
続
け
た
足
利
氏
が
征

夷
大
将
軍
と
な
っ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
留
意
す
べ
き
問
題
と
い
え
る
。

近
年
、
系
図
の
研
究
を
通
し
て
、
時
政
の
先
祖
は
京
の
軍
事
貴
族
が
伊
豆
の
豪
族

に
婿
入
り
し
た
と
す
る
説
が
提
起
さ
れ
て
お
り⑯
、
本
来
は
在
庁
官
人
程
度
の
身
分
で

は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
こ
ろ
が
、『
吾
妻
鏡
』
は
、
そ
う
し
た
系
譜
を
表
出

さ
せ
ず
、
あ
え
て
時
政
を
在
庁
官
人
に
過
ぎ
な
い
直
方
の
子
孫
に
位
置
づ
け
た
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
ま
で
し
て
、『
吾
妻
鏡
』
が
こ
と
さ
ら
に
直
方
の
名
を
持
ち
出
し
た
原

因
は
、
単
に
直
方
と
時
政
と
が
河
内
源
氏
の
嫡
男
を
婿
に
迎
え
た
こ
と
の
共
通
性
を

示
し
た
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
頼
義
と
直
方
の
娘
と
の
婚
姻
こ
そ
は
、
河
内
源
氏
を
東

国
に
お
け
る
夷
狄
討
伐
を
担
当
す
る
武
門
と
し
て
確
立
さ
せ
る
画
期
と
な
っ
た
。
こ

れ
と
同
様
に
、
時
政
の
娘
と
の
婚
姻
は
、
頼
朝
が
東
国
に
お
い
て
幕
府
を
樹
立
す
る

契
機
と
も
な
っ
た
で
き
ご
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
述

に
は
、
河
内
源
氏
に
東
国
と
関
係
す
る
大
き
な
画
期
を
も
た
ら
し
た
二
つ
の
婚
姻
を

重
複
さ
せ
る
面
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

注『古
事
談
』『
中
外
抄
』『
今
昔
物
語
集
』『
後
拾
遺
和
歌
集
』
は
、い
ず
れ
も
『
新
日
本
古

典
文
学
体
系
』（
岩
波
書
店
）
を
、『
陸
奥
話
記
』
は
『
青
森
県
史  

資
料
編
古
代
史
1
』

を
、
そ
れ
ぞ
れ
用
い
た
。

①　

保
立
道
久
氏
『
平
安
王
朝
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）。

②　

高
重
久
美
氏
『
和
歌
六
人
党
と
そ
の
時
代
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。

③　

拙
著
『
源
満
仲
・
頼
光
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
「
摂
津
源
氏
一

門
―
軍
事
貴
族
の
性
格
と
展
開
」（『
史
林
』
六
七
―
六
、一
九
八
四
年
）。

④　

拙
著
『
院
政
期
政
治
史
研
究
』
第
五
章
「
摂
関
家
家
政
機
関
の
拡
充
」（
思
文
閣
出

版
、一
九
九
六
年
）、同
「
平
安
後
期
の
侍
所
に
つ
い
て
―
摂
関
家
を
中
心
に
―
」（『
史

林
』
六
四
巻
四
号
、
一
九
八
一
年
）。

⑤　

野
口
実
氏
『
坂
東
武
士
団
の
成
立
と
発
展
』
第
二
節
「
平
忠
常
の
乱
の
経
過
に
つ
い

て
―
追
討
の
私
戦
的
側
面
―
」（
弘
生
書
林
、一
九
八
二
年
）。
同
氏
『
源
氏
と
坂
東
武

士
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）。

⑥　

冷
泉
宮
領
に
つ
い
て
は
、
川
端
新
氏
『
荘
園
制
成
立
史
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
〇
年
）
付
編
・
第
一
章
「
摂
関
家
領
荘
園 

群
の
形
成
と
伝
領
―
近
衛
家
領
の

成
立
―
」
参
照
。

⑦　

頼
義
と
直
方
娘
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
野
口
氏
注
⑤
前
掲
書
参
照
。

⑧　

野
口
氏
注
⑤
前
掲
書
。

⑨　

主
要
な
研
究
に
は
、星
野
恒
氏
「
世
ノ
所
謂
清
和
源
氏
ハ
陽
成
源
氏
ナ
ル
考
」（『
史

学
叢
説
』
二
、
冨
山
房
、
一
九
〇
九
年
）、
庄
司
浩
氏
「『
河
内
守
源
頼
信
告
文
』
と
平

忠
常
の
乱
」（『
古
代
文
化
』
三
一
―
七
、一
九
七
九
年
）、杉
橋
隆
夫
氏
「
河
内
源
氏
の

出
自
―
頼
信
告
文
と
頼
朝
願
文
」（『
藤
井
寺
市
史
紀
要
』
四
、一
九
八
三
年
）、田
中
文

英
氏
「
河
内
源
氏
と
そ
の
時
代
」（『
院
政
と
そ
の
時
代
―
王
権
・
武
士
・
寺
院
―
』
思

文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

⑩　

横
井
靖
仁
氏
「
中
世
成
立
期
の
神
祇
と
王
権
」（『
日
本
史
研
究
』
四
七
五
号
、



一
八
〇
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二
〇
〇
二
）。

⑪　

摂
津
源
氏
の
没
落
に
つ
い
て
は
、
注
③
前
掲
拙
著
・
拙
稿
参
照
。

⑫　

角
田
文
衞
氏
『
待
賢
門
院
璋
子
の
生
涯
―
淑
庭
秘
抄
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
五

年
、
初
出
は
一
九
七
五
年
）
七
〜
八
頁
。

⑬　

髙
橋
昌
明
氏
『
増
補
改
訂　

清
盛
以
前　

伊
勢
平
氏
の
興
隆
』（
文
理
閣
出
版
、

二
〇
〇
四
年
、
初
出
は
一
九
八
四
年
）

⑭　

信
国
に
つ
い
て
は
、
浅
香
年
木
氏
『
治
承
・
寿
永
内
乱
論
序
説
』（
法
政
大
学
出
版

会
、一
九
八
一
年
）
第
二
編
第
三
章
「
義
仲
軍
団
と
北
陸
道
の
『
兵
僧
連
合
』」
参
照
。

⑮　

野
口
実
氏
『
源
氏
と
坂
東
武
士
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）

⑯　

野
口
実
氏
「『
京
武
者
』
の
東
国
進
出
と
そ
の
本
拠
地
に
つ
い
て
―
大
井
・
品
川
氏

と
北
条
氏
を
中
心
に
―
」（
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』

一
九
、二
〇
〇
六
年
）

源
頼
信
┤
頼
義
│
義
家

　
　
　

─

　
　
　

┬
頼
清
│
│
┤
仲
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┤
惟
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┐
宗
清
（
横
死
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┬
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├
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村
上
氏
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┌
基
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┌
兼
宗
┌
仲
清
│
盛
清
│
為
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
教
授
）

（
盛
清
子
、
養
子
）


