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︱
後
醍
醐
親
政
開
始
の
背
景
︱

美

川

圭

は
じ
め
に

文
保
二
年
︵
一
三
一
八
︶
二
月
︑
後
醍
醐
天
皇
が
即
位
し
て
︑
父
の
後
宇
多
法

皇
の
院
政
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
三
年
余
り
の
ち
の
元
亨
元
年
︵
一
三
二
一
︶
十

二
月
︑
幕
府
の
了
承
を
得
た
後
宇
多
の
政
務
移
譲
に
よ
っ
て
︑
後
醍
醐
の
親
政
が

開
始
さ
れ
る
︒
倒
幕
後
の
公
武
統
一
政
権
で
あ
る
建
武
政
権
︵
後
醍
醐
政
権
︶
の

前
に
樹
立
し
た
親
政
な
の
で
︑
こ
れ
を
第
一
次
親
政
と
も
い
う
︒

『増
鏡
﹄
第
十
三
﹁
秋
の
み
山
﹂
に
は
︑
大
覚
寺
で
の
真
言
密
教
の
修
行
に
専

念
す
る
た
め
に
︑
後
醍
醐
天
皇
へ
の
政
務
移
譲
を
行
っ
た
と
記
さ
れ
る
︒
こ
れ
に

対
し
︑
後
醍
醐
が
父
後
宇
多
に
圧
力
を
か
け
て
院
政
停
止
を
画
策
し
た
と
す
る
村

井
章
介
氏
や
森
茂
暁
氏
の
有
力
説
が
あ
る
︒
最
近
坂
口
太
郎
氏
は
︑
密
教
布
教
の

た
め
︑
幕
府
に
諮
っ
て
政
務
移
譲
し
た
の
に
は
︑
政
務
か
ら
の
解
放
を
切
望
す
る

後
宇
多
法
皇
の
強
い
意
志
が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
た
︒
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ

る(

)

︒
1

か
つ
て
の
研
究
で
は
後
醍
醐
が
親
政
を
行
っ
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
き
た
︒
し

か
し
︑
鎌
倉
後
期
以
降
の
朝
廷
で
は
院
政
と
親
政
の
同
質
性
が
主
張
さ
れ
︑
後
醍

醐
の
親
政
で
あ
る
こ
と
は
相
対
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
こ
で
は
後
醍
醐
が

親
政
で
あ
る
こ
と
以
前
に
︑
ま
ず
後
宇
多
が
法
皇
で
あ
り
︑﹁
治
天
の
君
﹂
か
ら

解
放
さ
れ
よ
う
と
し
た
意
味
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

こ
れ
以
前
に
も
正
応
三
年
︵
一
二
九
〇
︶
の
後
深
草
法
皇
か
ら
伏
見
天
皇
へ
︑

正
和
二
年
︵
一
三
一
三
︶
の
伏
見
法
皇
か
ら
後
伏
見
上
皇
へ
と
︑
二
度
に
わ
た
る

政
務
移
譲
が
存
在
し
た
︒
し
か
も
後
伏
見
院
政
下
の
花
園
天
皇
は
弟
で
あ
り
︑
天

皇
の
父
や
祖
父
な
ど
の
直
系
尊
属
が
国
政
に
関
わ
る
と
い
う
院
政
の
原
則
か
ら
逸

脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な
異
例
が
お
こ
る
の
か
︒

上
皇
の
出
家
に
つ
い
て
は
︑﹃
皇
室
制
度
史
料

太
上
天
皇

三
﹄(

)

の
﹁
第
六

2

章

太
上
天
皇
の
御
出
家
﹂
が
史
料
を
集
成
し
て
い
る
︒
本
稿
は
屋
上
に
屋
を
架

す
も
の
で
あ
る
が
︑
法
皇
と
院
政
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
考
え
た
こ
と
が
あ
る
の

で
︑
そ
れ
を
記
し
て
諸
氏
の
ご
批
判
を
受
け
ら
れ
れ
ば
と
思
う
︒

一

古
代
の
天
皇
出
家

初
め
て
出
家
し
た
天
皇
は
︑
聖
武
天
皇
で
あ
る
︒
さ
ら
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル

な
問
題
を
惹
起
し
た
の
が
孝
謙
天
皇
︑
重
祚
し
て
称
徳
天
皇
と
な
っ
た
天
皇
で
あ

る
︒
こ
の
二
人
に
つ
い
て
︑
古
代
史
に
お
い
て
複
雑
な
議
論
が
あ
る
よ
う
だ
が
︑

上
皇
と
出
家
の
関
係
を
論
ず
る
本
論
の
前
提
と
な
る
点
も
あ
る
の
で
︑
基
礎
と

な
っ
て
い
る
岸
俊
男
氏
の
学
説
を
確
認
し
て
お
き
た
い(

)

︒
3

天
平
二
十
一
年
︵
七
四
九
︶
正
月
︑
聖
武
天
皇
は
行
基
を
導
師
と
し
て
菩
薩
戒

を
受
け
た
︒
同
年
四
月
に
天
平
感
宝
と
改
元
さ
れ
た
閏
五
月
に
﹁
太
上
天
皇
沙
弥

勝
満
﹂
と
勅
を
発
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
直
後
に
は
﹁
天
皇
﹂
が
薬
師
寺
の
宮
に

遷
っ
た
と
さ
れ
︑
七
月
皇
太
子
阿
倍
内
親
王
︵
孝
謙
天
皇
︶
が
聖
武
の
譲
位
を
受
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け
て
大
極
殿
で
即
位
し
た
と
い
う
︒
出
家
と
譲
位
の
関
係
は
最
初
か
ら
密
接
か
つ

微
妙
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
︒

孝
謙
天
皇
の
も
と
で
は
光
明
皇
太
后
と
執
政
の
藤
原
仲
麻
呂
︵
恵
美
押
勝
︶
が

実
権
を
掌
握
し
た
︒
天
平
勝
宝
九
歳
︵
七
五
七
︶
道
祖
王
が
廃
太
子
と
な
り
︑
仲

麻
呂
の
田
村
邸
に
居
住
し
て
い
た
大
炊
王
の
立
太
子
が
四
月
強
行
さ
れ
た
︒
翌
天

平
宝
字
二
年
︵
七
五
八
︶
八
月
︑
孝
謙
天
皇
は
こ
の
大
炊
王
に
譲
位
し
た
︒
淳
仁

天
皇
で
あ
る
︒

仲
麻
呂
は
天
平
宝
字
五
年
︵
七
六
一
︶
孝
謙
上
皇
と
淳
仁
天
皇
を
と
も
な
っ
て

未
完
成
の
近
江
国
保
良
宮
に
遷
御
し
た
︒
そ
こ
で
上
皇
と
天
皇
の
不
和
が
表
面
化

し
︑
翌
天
平
宝
字
六
年
五
月
に
二
人
と
も
平
城
宮
に
ひ
き
あ
げ
た
︒
淳
仁
天
皇
は

宮
内
の
中
宮
院
に
遷
っ
た
が
︑
孝
謙
上
皇
は
そ
の
ま
ま
出
家
し
︑
法
基
尼
を
号
し

て
法
華
寺
に
入
っ
た
︒

孝
謙
は
天
平
宝
字
六
年
六
月
︑
異
常
と
も
い
え
る
詔
を
発
し
て
︑
淳
仁
天
皇
を

激
し
く
非
難
し
た
︒
そ
の
な
か
で
︑
出
家
し
な
が
ら
︑
国
家
の
大
事
と
賞
罰
を
み

ず
か
ら
行
い
︑
国
政
の
最
高
権
限
を
掌
握
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
︒
光
明
皇
太
后

が
天
平
宝
字
四
年
︵
七
六
〇
︶
六
月
に
亡
く
な
っ
た
た
め
︑
孝
謙
と
淳
仁
・
仲
麻

呂
と
の
均
衡
が
破
れ
︑
道
鏡
が
孝
謙
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
︒

両
者
の
対
立
は
恵
美
押
勝
の
乱
と
い
う
軍
事
衝
突
に
発
展
し
︑
天
平
宝
字
八
年

九
月
仲
麻
呂
は
近
江
湖
北
で
妻
子
︑
一
族
従
党
と
も
に
凄
惨
な
最
期
を
と
げ
た
︒

淳
仁
天
皇
も
廃
位
︑
親
王
に
お
と
さ
れ
た
の
ち
︑
淡
路
に
配
流
さ
れ
︑
天
平
神
護

元
年
︵
七
六
五
︶
奇
怪
な
死
を
と
げ
る
︒

淳
仁
廃
位
と
同
時
に
︑
孝
謙
は
重
祚
し
て
再
び
天
皇
と
な
る
︒
称
徳
天
皇
で
あ

る
︒
称
徳
は
父
聖
武
と
異
な
り
︑﹁
仏
教
の
経
典
に
は
︒
国
王
や
王
の
位
に
あ
る

と
き
は
︑
菩
薩
の
浄
戒
を
受
け
よ
と
説
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
思
え
ば
︑

出
家
し
て
も
政
を
行
う
に
は
い
っ
こ
う
に
障
り
が
な
い
﹂
と
詔
し
て
︑
出
家
し
た

尼
で
あ
る
立
場
を
正
当
化
し
た
︒

ほ
ん
ら
い
は
出
家
し
た
天
皇
は
あ
り
え
な
か
っ
た
︒
孝
謙
が
一
度
上
皇
と
な
っ

て
出
家
し
た
が
︑
惠
美
押
勝
の
乱
︑
淳
仁
廃
位
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
再
び
即
位

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
異
例
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
後

の
道
鏡
の
法
王
就
任
︑
即
位
へ
の
野
望
︑
宇
佐
八
幡
神
託
事
件
と
い
っ
た
矛
盾
に

満
ち
た
大
事
を
引
き
起
こ
し
︑
そ
れ
ら
は
神
護
景
雲
四
年
︵
七
七
〇
︶
八
月
の
称

徳
の
死
と
道
鏡
の
配
流
で
決
着
し
た
︒

皇
統
は
大
き
く
︑
光
仁
︑
桓
武
に
移
っ
て
い
く
︒
以
後
は
称
徳
に
よ
る
出
家
し

た
天
皇
の
事
例
が
先
例
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
平
安
時
代
以
降
の
歴
史
に
お

い
て
︑
上
皇
の
出
家
を
重
視
す
る
論
争
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
さ
ら
に
院
政

の
行
っ
た
上
皇
の
出
家
︑
つ
ま
り
法
皇
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

二

平
安
前
期
の
上
皇
と
法
皇

平
城
天
皇
は
大
同
四
年
︵
八
〇
九
︶
四
月
病
の
た
め
に
弟
の
嵯
峨
に
譲
位
す
る

が
︑﹁
薬
子
の
変
﹂
に
敗
れ
大
同
五
年
︵
八
一
〇
︶
九
月
出
家
す
る(

)

︒
上
皇
が
国

4

政
か
ら
排
除
さ
れ
る
た
め
に
出
家
を
強
要
︑
実
行
さ
れ
た
例
で
あ
る
︒

仁
明
天
皇
は
嘉
祥
三
年
︵
八
五
〇
︶
三
月
病
に
よ
り
出
家
し
︑
同
月
内
裏
清
涼

殿
で
亡
く
な
る(

)

︒
清
和
天
皇
は
貞
観
十
八
年
︵
八
七
六
︶
十
一
月
皇
太
子
の
貞
明

5

親
王
︵
陽
成
︶
に
譲
位
し
上
皇
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
元
慶
三
年
︵
八
七
九
︶
五
月

に
出
家
す
る
︒
三
十
歳
の
若
さ
で
あ
る
︒
清
和
上
皇
が
清
和
院
か
ら
粟
田
院
に
遷

御
し
た
の
は
︑
出
家
す
る
四
日
前
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
右
大
臣
藤
原
朝
臣

︵
基
経
︶
之
山
荘
﹂
と
い
う
洛
東
の
勝
地
で
︑
出
家
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
︒
や
が
て
︑
大
和
・
摂
津
両
国
諸
寺
を
巡
幸
し
︑
元
慶
四
年
三
月
水
尾
山
寺
に

入
っ
た
︒
上
皇
は
こ
の
水
尾
を
﹁
終
焉
之
地
﹂
と
定
め
︑
御
室
を
造
営
す
る
こ
と

と
し
︑
同
年
八
月
左
大
臣
源
融
の
山
荘
で
あ
っ
た
嵯
峨
の
棲
霞
観
︵
の
ち
の
清
涼

六
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寺
︶
に
入
っ
た
︒

水
尾
入
り
を
決
意
し
た
後
の
上
皇
は
ほ
と
ん
ど
断
食
修
行
に
徹
し
た
た
め
︑
急

速
に
体
力
を
失
い
︑
十
月
棲
霞
観
か
ら
円
覚
寺
︵
旧
粟
田
院
︶
に
移
り
︑
ま
も
な

く
十
二
月
に
亡
く
な
っ
た(

)

︒
死
の
直
前
で
は
な
い
が
︑
死
を
意
識
し
た
仏
道
修
行

6

へ
の
﹁
熱
情
﹂
を
感
じ
さ
せ
る
上
皇
の
出
家
で
あ
る
︒

陽
成
天
皇
は
元
慶
八
年
︵
八
八
四
︶
二
月
︑
前
代
未
聞
の
不
祥
事
に
よ
っ
て
︑

わ
ず
か
十
七
歳
で
退
位
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
︒
そ
の
上
皇
と
し
て
は
天
慶
三
年

︵
九
四
九
︶
に
至
る
長
き
に
お
よ
ん
だ
が
︑
九
月
の
出
家
は
病
に
よ
る
も
の
で
︑

同
月
に
冷
泉
院
で
亡
く
な
っ
た
︒
八
十
二
歳
で
あ
る
︒

宇
多
天
皇
が
皇
太
子
敦
仁
親
王
︵
醍
醐
天
皇
︶
に
譲
位
し
て
上
皇
と
な
っ
た
の

は
︑
寛
平
九
年
︵
八
九
七
︶
七
月
︑
三
十
一
歳
の
と
き
で
あ
る
︒
そ
の
二
年
後
の

昌
泰
二
年
︵
八
九
九
︶
十
月
︑
仁
和
寺
に
お
い
て
出
家
し
た
︒
上
皇
は
こ
れ
以
前

か
ら
し
ば
し
ば
太
上
天
皇
の
尊
号
を
辞
退
し
て
い
た
が
︑﹁
前
年
譲
位
者
為
二

社

稷
一

也
︑
今
日
出
家
者
為
二

菩
提
一

也
﹂(

)

と
強
い
意
志
を
表
明
し
︑
受
戒
を
契
機
に

7

し
た
尊
号
停
止
が
実
現
し
た
︒
そ
の
異
例
さ
は
賜
姓
源
氏
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
父
光
孝
の
強
い
意
志
に
よ
っ
て
即
位
に
至
っ
た
︑
宇
多
の
政
治
的
位
置
と

関
わ
り
が
あ
っ
た
︒

貞
観
十
八
年
︵
八
七
六
︶
十
二
月
︑
右
大
臣
基
経
は
九
歳
で
即
位
し
た
陽
成
天

皇
の
摂
政
上
表
に
﹁
太
上
天
皇
在
レ

世
︑
不
レ

聞
二

臣
下
摂
政
一

﹂(

)

と
述
べ
て
い
る
︒

8

平
安
前
期
の
上
皇
に
は
幼
帝
を
輔
佐
す
る
役
割
を
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
が
︑

そ
も
そ
も
幼
帝
即
位
は
︑
清
和
の
九
歳
が
初
例
で
あ
る
︒
清
和
即
位
時
に
は
上
皇

は
存
在
せ
ず
︑
外
祖
父
で
太
政
大
臣
の
良
房
が
幼
帝
を
輔
佐
す
る
こ
と
に
な
っ

た
︒
こ
れ
が
臣
下
の
摂
政
の
初
例
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
陽
成
は
父
の
譲
位
に

よ
っ
て
即
位
し
て
い
る
か
ら
︑
上
皇
が
存
在
し
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
上
皇
が

幼
帝
を
輔
佐
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
︑
外
伯
父
の
立
場
に
あ
る
と
は
い
え
︑
臣

下
の
基
経
が
摂
政
に
な
る
例
は
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
も
基
経
は
摂
政
と
な
っ

た
︒
上
皇
の
存
在
如
何
に
関
わ
ら
ず
︑
幼
帝
の
外
戚
が
摂
政
と
な
る
例
と
な
る
︒

上
皇
は
さ
ら
に
政
治
的
立
場
を
下
げ
︑
天
皇
の
父
と
い
う
儒
教
的
な
秩
序
関
係
に

お
い
て
の
み
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
の
関
係
は
礼
的

な
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
天
皇
が
成
人
と
な
れ
ば
︑
上
皇
の
政
治
権
力
は
後
退
せ
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
︒

駒
井
匠
氏
は
宇
多
の
出
家
と
尊
号
停
止
の
関
係
の
な
か
に
︑
前
例
な
き
強
い
政

治
的
意
図
を
見
て
い
る(

)

︒
奈
良
時
代
に
は
同
等
の
権
限
を
保
有
し
て
い
た
天
皇
と

9

上
皇
で
あ
っ
た
が
︑
嵯
峨
天
皇
と
平
城
上
皇
と
の
対
立
︵
薬
子
の
変
︶
を
へ
て
︑

天
皇
の
地
位
の
優
位
性
︑
つ
ま
り
天
皇
の
下
位
に
上
皇
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
︒﹁
太
上
天
皇
﹂
と
い
う
尊
号
を
脱
し
︑
上
皇
と
天
皇
で
は
な
く
︑
出
家
︑
受

戒
し
た
﹁
法
皇
﹂
と
天
皇
と
い
う
新
し
い
政
治
的
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
の

で
あ
る
︒

宇
多
は
在
位
中
の
寛
平
三
年
︵
八
九
一
︶
関
白
基
経
が
死
ん
で
以
降
︑
と
く
に

寛
平
の
治
と
呼
ば
れ
る
国
政
を
開
始
し
た
︒
前
代
の
淳
和
・
清
和
・
陽
成
ら
に
上

皇
と
し
て
の
国
政
関
与
の
動
向
は
う
か
が
え
な
か
っ
た
の
に
対
し
︑
寛
平
九
年

︵
八
九
七
︶
に
十
三
歳
で
元
服
し
た
子
の
醍
醐
に
譲
位
し
て
以
降
︑
幼
帝
で
は
な

い
の
で
摂
政
設
置
の
必
要
も
な
く
︑
上
皇
と
し
て
国
政
に
関
与
し
た
︒
今
は
亡
き

基
経
の
か
つ
て
の
摂
政
上
表
の
文
言
を
実
行
に
移
し
た
こ
と
に
な
る
︒
さ
ら
に
二

年
後
の
昌
泰
二
年
︵
八
九
九
︶
︑
出
家
し
尊
号
を
脱
し
て
︑
成
人
天
皇
の
醍
醐
の

上
位
に
自
ら
を
﹁
法
皇
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

こ
の
時
期
の
上
皇
︑
法
皇
と
な
っ
た
宇
多
の
腹
心
た
ち
は
院
事
に
つ
と
め
る
よ

り
も
︑
朝
廷
に
お
い
て
宇
多
の
代
理
人
の
役
割
を
演
じ
た
︒
こ
う
し
た
宇
多
の
国

政
関
与
が
︑
藤
原
時
平
ら
と
の
険
悪
な
対
立
を
生
じ
さ
せ
︑
昌
泰
四
年
︵
九
〇

一
︶
正
月
の
道
真
左
遷
に
至
っ
た
︒
宇
多
の
腹
心
た
ち
も
多
く
が
失
脚
に
追
い
込

ま
れ
た
︒
宇
多
法
皇
の
国
政
関
与
は
完
全
な
失
敗
と
な
り
︑
し
ば
ら
く
は
仏
道
修

行
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
国
政
不
関
与
と
い
う
嵯
峨
以
降
の
平
安
期
の
原

中
世
法
皇
考

六
五
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則
に
も
ど
る
の
で
あ
る
︒

宇
多
に
お
い
て
は
︑
現
世
的
快
楽
を
断
絶
し
て
密
教
の
修
行
三
昧
に
入
る
こ

と
︑
頭
陀
法
要
に
名
を
借
り
て
豪
奢
な
遊
幸
宴
飲
に
ふ
け
る
こ
と
が
︑
矛
盾
な
く

あ
っ
た
と
目
崎
徳
衛
氏
は
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
即
位
当
初
か
ら
対
立

し
た
藤
原
基
経
が
死
去
し
た
寛
平
三
年
︵
八
八
七
︶
ご
ろ
か
ら
譲
位
直
後
ご
ろ
ま

で
は
後
者
が
︑
昌
泰
二
年
の
出
家
受
戒
か
ら
延
喜
初
年
︵
九
〇
一
～
︶
に
か
け
て

は
前
者
が
︑
延
喜
十
年
︵
九
一
〇
︶
以
降
は
ま
た
後
者
が
︑
と
い
う
風
に
両
者
の

主
調
が
し
ば
し
ば
や
や
気
ま
ぐ
れ
に
交
代
し
た
と
い
う(

)

︒
10

宇
多
法
皇
は
最
初
の
計
画
が
挫
折
す
る
と
︑
柔
軟
に
新
た
な
方
針
を
見
出
し

た
︒
そ
れ
は
時
平
の
弟
忠
平
と
の
連
携
で
あ
る
︒
あ
れ
ほ
ど
対
立
し
て
い
た
時
平

と
も
︑
し
だ
い
に
融
和
的
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒
時
平
の
三
十
九
歳
で
の
死
は

延
喜
九
年
︵
九
〇
九
︶
で
あ
る
が
︑
そ
の
後
ま
だ
三
十
歳
の
若
き
忠
平
と
の
連
携

を
強
化
す
る
︒
忠
平
は
延
長
二
年
︵
九
二
四
︶
左
大
臣
に
転
ず
る
︒
翌
延
長
三
年

醍
醐
天
皇
の
中
宮
穏
子
が
生
ん
だ
第
十
一
皇
子
寛
明
が
三
歳
で
皇
太
子
と
な
る
︒

穏
子
は
忠
平
の
妹
で
あ
っ
た
︒

延
長
八
年
︵
九
三
〇
︶
九
月
︑
病
の
醍
醐
天
皇
は
寛
明
親
王
︵
朱
雀
天
皇
︶
に
譲

位
し
︑
外
伯
父
の
外
戚
忠
平
が
摂
政
と
な
っ
た
︒
摂
政
は
元
慶
四
年
︵
八
八
〇
︶

の
陽
成
天
皇
の
も
と
で
の
基
経
以
来
五
十
年
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
天
皇
の
ミ

ウ
チ
︑
す
な
わ
ち
父
院
︑
国
母
︑
外
戚
が
国
政
を
掌
る
摂
関
政
治
が
︑
朱
雀
天
皇

の
祖
父
宇
多
法
皇
︑
国
母
藤
原
穏
子
︵
朱
雀
・
村
上
の
母
︶
︑
摂
政
に
し
て
外
伯
父

忠
平
と
の
あ
い
だ
で
確
立
し
た
の
で
あ
る
︒
醍
醐
上
皇
は
九
月
出
家
し
て
そ
の
ま

ま
亡
く
な
る
と
︑
翌
年
承
平
元
年
︵
九
三
一
︶
七
月
父
の
宇
多
法
皇
が
六
十
五
歳

で
亡
く
な
る
︒
宇
多
は
国
政
か
ら
距
離
を
置
き
つ
つ
︑
あ
る
い
は
摂
政
関
白
と
提

携
し
て
︑
仏
道
修
行
と
遊
楽
に
執
心
す
る
上
皇
︑
法
皇
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
た

と
い
え
よ
う
︒

そ
の
間
に
︑
仁
和
寺
を
﹁
御
室
﹂
と
し
て
常
時
の
御
在
所
化
し
︑
真
言
宗
の
基

幹
寺
院
と
し
て
確
立
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
駒
井
氏
は
さ
ら
に
道
真
失
脚
の

昌
泰
四
年
︵
九
〇
一
︶
以
降
も
︑
宇
多
法
皇
の
灌
頂
と
真
言
宗
興
隆
を
通
じ
て
︑

天
皇
と
真
言
宗
の
強
化
を
強
め
︑
光
孝
︑
宇
多
︑
醍
醐
と
い
う
歴
史
の
浅
い
皇
統

の
王
権
を
強
化
せ
ん
と
邁
進
し
て
い
た
と
主
張
す
る
︒
天
台
宗
が
延
暦
寺
を
中
心

と
し
て
い
た
こ
と
と
対
照
的
に
︑
真
言
宗
は
平
安
京
周
辺
に
点
在
す
る
寺
院
を
有

し
︑
そ
の
僧
侶
は
南
都
の
顕
教
法
会
に
も
参
加
す
る
よ
う
に
︑
兼
学
の
か
た
ち
で

広
が
り
を
も
っ
て
い
た
︒
宇
多
は
真
言
僧
を
付
法
に
よ
る
師
弟
関
係
の
構
築
に

よ
っ
て
自
ら
の
法
脈
の
下
に
置
き
︑
宗
の
基
盤
を
大
き
く
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ

は
け
っ
し
て
国
政
か
ら
離
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る(

)

︒
後
世
の

11

上
皇
︑
法
皇
の
あ
り
方
に
と
っ
て
︑
宇
多
法
皇
の
影
響
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
︒

三

摂
関
・
院
政
時
代
の
法
皇

朱
雀
天
皇
は
病
弱
で
昌
子
内
親
王
は
い
た
が
︑
つ
い
に
皇
子
の
出
生
を
み
な

か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
天
慶
七
年
︵
九
四
四
︶
同
母
弟
成
明
親
王
を
皇
太
弟
と

し
︑
同
九
年
︵
九
四
六
︶
譲
位
し
た
︒
朱
雀
上
皇
は
村
上
天
皇
の
父
院
で
は
な

か
っ
た
た
め
︑
国
政
に
関
与
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
天
暦
六
年
︵
九
五
二
︶
三
月

出
家
し
︑
八
月
病
没
し
た
︒
村
上
天
皇
は
外
伯
父
関
白
忠
平
が
亡
く
な
る
天
暦
三

年
︵
九
四
九
︶
ま
で
は
そ
の
支
援
を
う
け
︑
そ
の
後
は
従
兄
弟
の
左
大
臣
実
頼
︑

右
大
臣
師
輔
の
補
弼
に
よ
り
な
が
ら
︑
親
政
を
お
こ
な
っ
た
︒
師
輔
の
女
安
子
所

生
の
憲
平
︵
冷
泉
天
皇
︶
を
天
暦
四
年
︵
九
五
〇
︶
立
太
子
さ
せ
る
が
︑
譲
位
す
る

こ
と
は
な
く
康
保
四
年
︵
九
六
七
︶
在
位
中
に
亡
く
な
っ
た
︒

冷
泉
天
皇
が
即
位
し
た
と
き
に
は
︑
外
祖
父
師
輔
や
母
安
子
は
す
で
に
亡
く
︑

師
輔
の
子
伊
尹
︑
兼
通
︑
兼
家
︑
為
光
た
ち
が
外
戚
で
あ
る
︒
次
代
を
に
ら
ん

で
︑
左
大
臣
源
高
明
女
を
室
と
す
る
同
母
弟
為
平
を
避
け
て
︑
そ
の
弟
守
平
︵
円

融
天
皇
︶
が
同
年
に
立
太
子
さ
れ
た
︒
安
和
二
年
︵
九
六
九
︶
三
月
︑
高
明
が
失

六
六
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脚
し
︑
八
月
に
譲
位
と
な
っ
て
︑
伊
尹
の
女
懐
子
が
生
ん
だ
師
貞
︵
花
山
天
皇
︶

が
立
太
子
さ
れ
た
︒
在
位
中
か
ら
﹁
狂
気
﹂
あ
り
と
さ
れ
た
冷
泉
は
︑
そ
の
後

ま
っ
た
く
国
政
に
関
わ
ら
ず
に
四
十
余
年
を
冷
泉
院
で
過
ご
し
︑
晩
年
に
出
家
す

る
こ
と
も
な
く
寛
弘
八
年
︵
一
〇
一
一
︶
に
亡
く
な
る
︒

円
融
天
皇
は
在
位
中
︑
仁
和
寺
の
境
内
東
北
方
に
御
願
寺
円
融
寺
の
造
営
を

行
っ
た
︒
天
元
六
年
︵
九
八
三
︶
御
斎
会
に
准
ず
る
盛
大
な
完
成
供
養
が
行
わ
れ

た
が
︑
そ
れ
を
含
め
て
天
皇
と
し
て
の
行
幸
は
つ
い
に
行
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
翌
永
観
二
年
︵
八
八
四
︶
八
月
師
貞
︵
花
山
天
皇
︶
へ
の
譲
位
が
挙
行
さ
れ

る
︒
そ
し
て
譲
位
二
ヶ
月
後
の
十
月
︑
村
上
山
陵
の
帰
途
︑
お
そ
ら
く
初
め
て
の

円
融
寺
御
幸
が
実
現
し
た
︒
翌
永
観
三
年
︵
九
八
五
︶
正
月
︑
二
月
と
上
皇
は
円

融
寺
に
赴
い
た
︒

三
月
に
は
摂
関
家
の
別
邸
白
河
院
を
は
じ
め
︑
東
山
の
花
見
に
行
き
︑
さ
ら
に

足
を
西
山
に
も
伸
ば
し
た
︒
早
朝
か
ら
大
井
川
や
寺
院
を
遊
覧
し
︑
宇
多
天
皇
の

曾
孫
に
あ
た
る
寛
朝
の
広
沢
山
荘
に
て
朝
食
︒
仁
和
寺
と
円
融
寺
で
の
酒
宴
と
和

歌
会
に
お
よ
ぶ
︒
平
安
京
遷
都
か
ら
二
百
年
に
し
て
︑
天
皇
の
行
動
に
は
束
縛
が

生
ま
れ
て
い
た
︒
そ
れ
が
譲
位
に
よ
っ
て
︑
自
由
へ
と
大
き
く
解
き
離
れ
た
︒
そ

し
て
寛
和
元
年
︵
九
八
五
︶
八
月
︑
出
家
し
て
円
融
法
皇
と
な
る
の
で
あ
る
︒

﹃
日
本
紀
略
﹄
に
は
﹁
依
レ

病
落
髪
﹂
と
あ
る
が
︑﹃
小
右
記
﹄
に
﹁
依
二

御
宿
願
一

令
二

出
家
一

給
﹂
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
り
︑
病
気
に
よ
る
出
家
が
穏
便
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
︒
円
融
に
と
っ
て
︑
法
皇
と
な
る
こ
と
は
︑
ま
さ
に
宿
念

だ
っ
た
の
で
あ
る(

)

︒
12

寛
和
二
年
︵
九
八
六
︶
十
月
に
は
石
山
寺
と
大
井
川
︑
永
延
元
年
︵
九
八
七
︶

十
月
に
は
愛
宕
水
尾
寺
︑
南
都
諸
寺
︑
永
延
二
年
︵
九
八
八
︶
十
月
に
は
延
暦

寺
︑
永
祚
元
年
︵
九
八
九
︶
十
一
年
に
は
石
清
水
八
幡
宮
寺
と
連
年
の
上
皇
御

幸
︒
こ
れ
ら
に
は
︑
円
融
の
個
人
的
な
好
み
に
よ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
︑
さ
ら

に
仏
道
と
遊
覧
を
表
裏
と
し
て
有
す
る
宮
廷
文
化
主
導
者
た
ら
ん
と
す
る
意
識
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る(

)

︒
こ
の
よ
う
な
立
場
は
︑
摂
関
期
か
ら
院
政
期
の
上
皇
︑
法
皇

13

の
基
底
に
継
承
さ
れ
る
側
面
で
あ
る
︒

そ
れ
は
院
庁
の
あ
り
か
た
と
も
関
わ
っ
て
い
る
︒
嵯
峨
上
皇
以
来
別
当
や
蔵
人

の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
が
︑
宇
多
上
皇
の
と
き
に
院
庁
の
名
称
が
記
録
に
見
え
︑

侍
者
・
判
官
代
・
主
典
代
・
御
厩
別
当
・
殿
上
人
な
ど
が
確
か
め
ら
れ
た
︒
そ
し

て
︑
朱
雀
上
皇
の
と
き
に
︑
仕
所
別
当
・
御
書
所
別
当
・
御
随
身
が
定
め
ら
れ
︑

円
融
上
皇
の
と
き
に
別
納
所
・
掃
部
所
・
御
厨
子
所
・
武
者
所
・
進
物
所
な
ど
の

存
在
が
判
明
す
る(

)

︒
多
く
の
﹁
所
﹂
の
確
認
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
上
皇
の
家
政

14

機
関
院
庁
の
確
立
に
よ
っ
て
︑
上
皇
の
仏
道
信
仰
や
遊
興
を
経
済
的
に
支
え
︑
上

皇
の
自
由
な
活
動
を
可
能
と
し
た
︒

円
融
法
皇
に
遅
れ
る
こ
と
わ
ず
か
十
ヶ
月
の
寛
和
二
年
︵
九
八
六
︶
六
月
︑
十

九
歳
の
花
山
天
皇
が
突
然
出
家
し
た
︒
寵
愛
し
て
い
た
大
納
言
藤
原
為
光
の
女
の

死
亡
に
よ
り
︑
天
皇
は
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
た
︒
右
大
臣
兼
家
の
子
道
兼
は
蔵
人
と

し
て
天
皇
に
近
仕
し
て
い
た
が
︑
天
皇
に
出
家
を
勧
め
て
内
裏
か
ら
誘
い
出
し
︑

元
慶
寺
で
剃
髪
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
道
兼
の
兄
弟
で
あ
る
道
隆
と
道
綱

は
︑
清
涼
殿
の
神
璽
と
宝
剣
を
密
か
に
皇
太
子
懐
仁
︵
一
条
天
皇
︶
の
も
と
に
移

し
て
し
ま
っ
た
︒
こ
う
し
て
花
山
天
皇
は
譲
位
︑
出
家
を
同
時
に
行
っ
て
法
皇
に

な
っ
た
︒

花
山
の
父
院
で
あ
る
冷
泉
上
皇
に
は
ほ
と
ん
ど
発
言
権
は
な
く
︑
外
祖
父
伊
尹

︵
兼
家
兄
︶
も
母
懐
子
も
す
で
に
こ
の
世
に
な
か
っ
た
︒
関
白
は
頼
忠
で
あ
っ
た

が
外
戚
で
は
な
く
︑
故
伊
尹
の
子
義
懐
が
外
戚
で
は
あ
っ
た
が
︑
い
ま
だ
権
中
納

言
と
い
う
こ
と
で
弱
体
︒
と
い
う
こ
と
で
︑
兼
家
は
ク
ー
デ
タ
の
ご
と
く
︑
外
孫

一
条
天
皇
の
即
位
を
強
行
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
国
母
は
詮
子
︑
外
祖
父

が
摂
政
兼
家
︑
父
院
が
円
融
法
皇
と
な
り
︑
七
歳
の
幼
帝
一
条
を
か
た
め
る
ミ
ウ

チ
体
制
が
確
立
す
る
︒
そ
れ
は
円
融
法
皇
が
正
暦
二
年
︵
九
九
一
︶
三
十
三
歳
で

亡
く
な
る
ま
で
続
い
た
︒

中
世
法
皇
考

六
七

773



父
院
で
は
な
い
花
山
法
皇
は
︑
国
政
に
関
与
す
る
こ
と
は
な
い
︒
し
か
し
︑
播

磨
の
書
写
山
に
御
幸
し
て
性
空
に
結
縁
︑
比
叡
山
で
廻
心
戒
を
受
け
︑
さ
ら
に
遠

い
熊
野
に
入
山
す
る
な
ど
︑
仏
道
修
行
に
励
ん
だ
︒
京
都
に
も
ど
っ
て
か
ら
は
︑

東
院
︵
花
山
院
︶
の
﹁
九
の
御
方
﹂
︵
伊
尹
女
︶
の
も
と
に
住
み
︑
乳
母
の
女
中
務

母
子
を
寵
愛
す
る
な
ど
︑
色
好
み
で
も
有
名
で
あ
る
︒﹁
風
流
者
﹂
と
﹃
大
鏡
﹄

に
あ
る
よ
う
に
︑
和
歌
を
は
じ
め
絵
画
・
建
築
・
工
芸
・
造
園
な
ど
に
才
を
示
し

た(

)

︒
寛
弘
五
年
︵
一
〇
〇
八
︶
四
十
一
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
︑
自
由
欲
し
い
ま
ま

15に
生
き
た
と
い
え
よ
う
︒
花
山
法
皇
の
後
半
生
も
ま
た
院
政
期
の
上
皇
の
あ
り
か

た
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
︒

一
条
天
皇
は
寛
弘
八
年
︵
一
〇
一
一
︶
六
月
︑
病
に
よ
り
従
兄
居
貞
︵
三
条
天

皇
︶
に
譲
位
し
︑
そ
の
ま
ま
出
家
せ
ず
に
亡
く
な
っ
た
︒
三
条
天
皇
は
︑
長
和
五

年
︵
一
〇
一
六
︶
正
月
︑
道
長
の
外
孫
敦
成
︵
後
一
条
天
皇
︶
に
譲
位
し
た
︒
道
長

と
東
宮
問
題
と
眼
病
で
あ
ら
そ
っ
て
い
た
三
条
は
︑
け
っ
き
ょ
く
皇
子
敦
明
の
立

太
子
を
勝
ち
取
っ
た
が
︑
翌
寛
仁
元
年
︵
一
〇
一
七
︶
四
月
病
に
よ
っ
て
出
家
し
︑

五
月
に
亡
く
な
っ
た
︒
四
十
二
歳
︒
後
一
条
天
皇
は
長
元
九
年
︵
一
〇
三
六
︶
四

月
在
位
の
ま
ま
二
十
九
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
︒
遺
詔
に
よ
り
喪
を
秘
し
て
敦

良
︵
後
朱
雀
天
皇
︶
へ
の
譲
位
の
儀
を
行
っ
た
︒
後
朱
雀
天
皇
は
寛
徳
二
年
︵
一

〇
四
五
︶
正
月
︑
第
一
皇
子
親
仁
︵
後
冷
泉
天
皇
︶
に
病
に
よ
り
譲
位
し
︑
出
家
し

て
そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
︒
三
十
七
歳
︒
後
冷
泉
天
皇
は
治
暦
四
年
︵
一
〇
六
八
︶

四
月
︑
在
位
の
ま
ま
四
十
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
道
長
︑
頼
通
執
政
期
の
天
皇
は
︑
一
条
︑
三
条
︑
後
一
条
︑
後
朱

雀
︑
後
冷
泉
と
い
る
が
︑
出
家
し
て
法
皇
と
し
て
活
躍
で
き
た
人
物
は
皆
無
で

あ
っ
た
︒
さ
ら
に
後
三
条
天
皇
は
︑
仁
和
三
年
︵
八
八
七
︶
の
宇
多
天
皇
即
位
以

来
︑
約
一
八
〇
年
を
経
て
︑
藤
原
氏
を
外
戚
と
し
な
い
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
︒

そ
し
て
延
久
四
年
︵
一
〇
七
二
︶
十
二
月
皇
太
子
貞
仁
︵
白
河
天
皇
︶
に
譲
位
し

た
︒
そ
の
最
大
の
目
的
は
女
御
源
基
子
が
生
ん
だ
皇
子
実
仁
を
皇
太
弟
に
立
て
る

た
め
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
翌
五
年
四
月
︑
病
に
よ
り
出
家
し
︑
そ
の
ま
ま
翌
五

月
四
十
歳
で
亡
く
な
る(

)

︒
後
三
条
上
皇
も
法
皇
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
は
で
き
な

16

か
っ
た
の
で
あ
る
︒

白
河
天
皇
は
承
保
二
年
︵
一
〇
七
五
︶
洛
東
の
白
河
地
区
に
御
願
寺
法
勝
寺
建

設
を
始
め
︑
承
暦
元
年
︵
一
〇
七
七
︶
十
二
月
臨
席
の
も
と
金
堂
・
講
堂
・
阿
弥

陀
堂
供
養
を
行
っ
た
︒
そ
し
て
︑
翌
承
暦
二
年
に
は
法
勝
寺
大
乗
会
を
開
始
す

る
︒
先
帝
後
三
条
の
御
願
寺
円
宗
寺
で
始
め
ら
れ
た
法
華
会
・
最
勝
会
で
あ
っ
た

が
︑
父
の
死
後
長
く
開
催
が
頓
挫
し
て
い
た
最
勝
会
を
永
保
二
年
︵
一
〇
八
二
︶

に
再
開
し
て
い
た
︒
在
位
中
に
白
河
は
北
京
三
会
と
し
て
天
台
僧
昇
進
ル
ー
ト
を

﹁
国
家
的
法
会
﹂
と
し
て
整
備
し
つ
つ
あ
っ
た(

)

︒
皇
太
弟
実
仁
が
夭
折
し
た
翌
年

17

の
応
徳
三
年
︵
一
〇
八
六
︶
七
月
︑
白
河
は
遊
興
の
た
め
の
鳥
羽
殿
︵
離
宮
︶
を

洛
南
に
建
設
し
は
じ
め
た
︒

十
一
月
︑
白
河
は
皇
子
善
仁
を
東
宮
と
し
即
日
譲
位
し
た
︒
応
徳
四
年
︵
一
〇

八
七
︶
二
月
完
成
し
た
鳥
羽
殿
に
白
河
上
皇
は
御
幸
し
た
︒
以
後
し
ば
し
ば
鳥
羽

殿
を
遊
興
の
地
と
し
て
活
用
す
る
︒
ま
た
在
位
中
の
承
保
三
年
︵
一
〇
七
六
︶
三

月
石
清
水
八
幡
宮
に
行
幸
し
そ
れ
を
毎
年
の
恒
例
と
し
︑
四
月
に
は
賀
茂
社
行
幸

も
行
っ
て
い
た
︒
譲
位
後
は
寛
治
元
年
︵
一
〇
八
八
︶
五
月
宇
治
平
等
院
︑
寛
治

二
年
二
月
高
野
山
︑
寛
治
三
年
十
二
月
彦
根
寺
︑
寛
治
四
年
正
月
熊
野
︑
寛
治
五

年
二
月
再
度
の
高
野
山
︑
寛
治
六
年
七
月
吉
野
金
峯
山
︑
寛
治
七
年
三
月
春
日
社

と
遠
方
の
寺
社
へ
御
幸
を
行
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
上
皇
と
し
て
の
遊
興
と
仏
道
の
自

由
な
行
動
は
︑
宇
多
上
皇
・
法
皇
︑
円
融
上
皇
・
法
皇
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ

た(

)

︒
18

嘉
保
三
年
︵
一
〇
九
六
︶
三
月
に
お
こ
っ
た
田
楽
は
︑
五
月
か
ら
七
月
に
か
け

て
︑
京
都
で
の
熱
狂
的
大
流
行
と
な
っ
た
︒
年
末
の
十
二
月
に
年
号
が
永
長
に
改

ま
っ
た
た
め
︑
こ
れ
を
永
長
の
大
田
楽
と
呼
ん
で
い
る
︒
白
河
上
皇
は
田
楽
に
熱

中
し
︑
七
月
の
殿
上
人
田
楽
で
も
使
者
を
派
遣
し
て
ま
で
こ
れ
を
支
持
し
た
︒
内
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裏
の
堀
河
天
皇
御
前
で
田
楽
が
終
わ
る
と
︑
舞
台
は
院
御
所
六
条
院
に
移
動
し

た
︒﹁
太
上
皇
最
愛
之
女
﹂
郁
芳
門
院
は
大
田
楽
を
好
み
︑
牛
車
で
街
頭
に
ま
で

出
て
見
学
し
て
い
た
と
い
う(

)

︒
19

と
こ
ろ
が
︑
郁
芳
門
院
に
わ
か
に
発
熱
し
︑
そ
の
ま
ま
八
月
六
条
院
に
て
二
十

一
歳
の
短
い
命
を
終
え
た
︒
応
徳
元
年
︵
一
〇
八
四
︶
九
月
︑
こ
の
女
院
の
母
賢

子
も
二
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
た
︒﹃
古
事
談
﹄
に
は
︑
危
篤
と
な
っ
た
賢
子

か
ら
白
河
が
離
れ
よ
う
と
せ
ず
︑
死
の
と
き
も
遺
体
を
抱
い
て
離
さ
な
か
っ
た
と

い
う
︒
ケ
ガ
レ
の
問
題
が
あ
り
︑
天
皇
が
死
に
立
ち
会
う
例
は
な
い
と
源
俊
明
が

諫
め
る
と
﹁
例
ハ
此
ヨ
リ
コ
ソ
始
メ
ラ
メ
﹂
と
述
べ
た
と
い
う
︒﹃
扶
桑
略
記
﹄

に
も
︑
天
皇
が
泣
き
暮
ら
し
て
︑
数
日
食
事
を
し
な
か
っ
た
こ
と
や
︑﹁
主
上
悶

絶
︑
天
下
騒
動
﹂
で
あ
っ
た
と
あ
る
︒
今
回
は
愛
娘
の
死
を
嘆
い
て
四
十
四
歳
に

し
て
出
家
し
た
︒
そ
れ
は
花
山
天
皇
に
近
い
性
格
の
出
家
で
あ
っ
た
︒
白
河
法
皇

は
︑
嘉
承
二
年
︵
一
一
〇
七
︶
七
月
︑
堀
河
天
皇
が
死
去
す
る
と
孫
の
幼
帝
宗
仁

︵
鳥
羽
天
皇
︶
即
位
に
よ
っ
て
︑
国
政
を
全
面
的
に
掌
握
し
て
︑
先
例
に
こ
だ
わ
ら

な
い
専
制
君
主
と
な
っ
た
︒﹃
今
鏡
﹄
に
﹁
御
ず
か
い
な
ど
と
は
き
こ
へ
た
ま
は

で
︑
佛
の
み
ち
の
御
な
な
ど
も
お
は
し
ま
ざ
ざ
り
け
る
に
や
﹂
と
そ
の
受
戒
が
疑

わ
れ
た
の
も
︑
そ
れ
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

大
治
四
年
︵
一
一
二
九
︶
七
月
︑
白
河
法
皇
の
死
に
よ
り
︑
専
制
君
主
と
し
て

の
院
政
を
継
承
し
た
鳥
羽
上
皇
は
保
延
七
年
︵
一
一
四
一
︶
三
月
︑
院
御
所
鳥
羽

殿
に
お
い
て
三
十
九
歳
で
出
家
し
た
︒﹃
兵
範
記
﹄
に
よ
る
と
︑
嘉
応
元
年
︵
一

一
六
九
︶
六
月
十
七
日
条
に
︑
四
十
三
歳
で
の
後
白
河
上
皇
の
出
家
に
つ
い
て

﹁
追
二

鳥
羽
院
例
一

︑
此
四
五
年
雖
レ

有
二

御
願
一

︑
于
レ

今
遅
引
︑
宿
善
期
至
︑
令

レ

遂
二

素
懐
一

給
也
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
仏
道
修
行
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
が
︑
鳥
羽
上
皇
は
保
延
五
年
五
月
に
生
ま
れ
た
皇
子
体
仁
を
八
月
に

は
皇
太
弟
と
し
て
お
り
︑
出
家
後
の
永
治
元
年
︵
一
一
四
一
︶
十
二
月
︑
鳥
羽
法

皇
念
願
の
崇
徳
天
皇
か
ら
体
仁
︵
近
衛
天
皇
︶
へ
の
譲
位
を
成
功
さ
せ
る
︒
後
白

河
上
皇
も
︑
仁
安
元
年
︵
一
一
六
六
︶
十
月
わ
ず
か
二
歳
の
幼
帝
六
条
天
皇
の
も

と
︑
六
歳
の
憲
仁
を
立
太
子
さ
せ
︑
同
三
年
二
月
六
条
天
皇
か
ら
憲
仁
︵
高
倉
天

皇
︶
と
い
う
異
例
の
譲
位
に
成
功
し
て
い
る
︒
仏
道
に
よ
る
宿
願
と
は
︑
思
い
の

ま
ま
の
皇
位
継
承
で
あ
り
︑
そ
れ
が
専
制
君
主
と
し
て
院
政
を
お
こ
な
う
法
皇
の

姿
で
あ
っ
た
︒
一
方
崇
徳
上
皇
は
︑
院
政
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り

か
︑
保
元
元
年
︵
一
一
五
六
︶
七
月
乱
に
敗
れ
て
出
家
し
︑
そ
の
後
讃
岐
に
配
流

さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

四

鎌
倉
後
期
の
法
皇

専
制
的
な
院
政
を
行
っ
た
後
鳥
羽
上
皇
は
︑
承
久
三
年
︵
一
二
二
一
︶
六
月
敗

れ
る
と
七
月
身
柄
を
鳥
羽
殿
に
移
さ
れ
て
出
家
さ
せ
ら
れ
︑
隠
岐
に
配
流
と
な

る
︒
崇
徳
上
皇
と
同
じ
く
出
家
が
上
皇
に
対
す
る
刑
罰
の
一
環
と
い
え
る
︒
後
鳥

羽
法
皇
は
延
応
元
年
︵
一
二
三
九
︶
二
月
配
流
地
で
亡
く
な
っ
た
︒
六
十
歳
︒
他

の
上
皇
は
出
家
と
は
な
ら
ず
︑
配
流
地
に
送
ら
れ
た
が
︑
土
御
門
は
寛
喜
年
︵
一

二
三
一
︶
十
月
阿
波
で
病
に
よ
り
出
家
し
︑
そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
︒
三
十
七

歳
︒
順
徳
上
皇
は
出
家
す
る
こ
と
な
く
︑
仁
治
三
年
︵
一
二
四
二
︶
九
月
佐
渡
に

て
亡
く
な
っ
た
︒
在
島
二
十
一
年
の
四
十
六
歳
︒

承
久
の
乱
に
も
ど
る
と
︑
三
上
皇
配
流
︑
廃
帝
と
い
う
前
代
未
聞
の
事
態
で
︑

先
例
の
な
い
法
皇
が
う
ま
れ
る
︒
皇
統
が
︑
後
鳥
羽
の
同
母
兄
行
助
入
道
親
王
に

継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
京
都
を
占
領
し
た
幕
府
の
意
志
に
よ
る
︒
翌
日
行

助
の
子
茂
仁
︵
後
堀
河
天
皇
︶
が
践
祚
し
︑
八
月
父
の
行
助
に
太
上
天
皇
の
尊
号

が
奉
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒﹃
愚
管
抄
﹄
に
も
﹁
承
久
三
年
八
月
十
六
日
︑
天
皇
御

尊
号
ア
リ
︑
日
本
国
ニ
此
例
イ
マ
タ
ナ
キ
ニ
ヤ
︑
漢
高
祖
ノ
父
太
公
ノ
例
ヲ
︑
是

ニ
ハ
似
タ
ル
ヘ
キ
ナ
ト
世
ニ
沙
汰
シ
ケ
ル
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
在
位
な
き
後
高
倉

法
皇
の
治
世
は
異
例
で
あ
っ
た
︒

中
世
法
皇
考
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九

775



摂
関
時
代
以
来
の
陣
定
︑
内
裏
御
前
・
殿

上
定
︑
院
御
所
議
定
︑
摂
関
の
も
と
で
の
殿

下
定
な
ど
の
公
卿
議
定
は
︑
定
期
的
に
開
催

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
時
々
の

政
治
状
況
に
よ
っ
て
︑
そ
の
有
り
様
は
大
き

く
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
と
く
に
専
制

的
な
院
政
で
は
︑
白
河
法
皇
に
よ
る
院
御
所

議
定
が
嘉
承
二
年
︵
一
一
〇
七
︶
以
降
目
立

つ
が
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
議
定
が
摂
関
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
た(

)

︒
20

寛
元
四
年
︵
一
二
四
六
︶
に
開
始
さ
れ
た

後
嵯
峨
上
皇
に
よ
る
院
政
で
は
︑
幕
府
に
よ

る
徳
政
要
請
に
も
と
づ
き
︑
複
数
の
院
伝
奏

交
代
に
よ
る
日
常
的
な
院
へ
の
奏
事
︑
当
初

は
五
人
の
評
定
衆
に
よ
る
月
六
回
の
院
評
定

定
期
開
催
が
重
視
さ
れ
た
︒
裁
決
さ
れ
た
案

件
は
院
宣
で
下
さ
れ
た
︒
正
元
元
年
︵
一
二

五
九
︶
四
月
の
院
評
定
に
は
︑
関
白
を
除
く

と
八
名
の
評
定
衆
の
出
席
が
確
認
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
文
永
五
年
︵
一
二
六
八
︶
五
月
に
は

三
名
の
増
員
に
よ
っ
て
評
定
衆
は
十
一
人
と

な
っ
た
︒
評
定
開
催
回
数
も
月
六
回
か
ら
十

回
に
増
や
さ
れ
た(

)

︒
21

院
評
定
で
は
上
皇
の
臨
席
を
原
則
と
す
る

か
ら
︑
上
皇
の
負
担
も
大
き
か
っ
た
︒
上
皇

が
国
政
に
ど
の
程
度
関
与
す
る
か
と
い
う
こ

と
が
問
題
と
な
る
が
︑
後
嵯
峨
上
皇
以
降
の
院
政
で
は
上
皇
は
国
政
を
日
常
的
に

運
営
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
の
も
同
然
で
あ
る
︒
そ
れ
が
制
度
的
な
院
政

で
あ
る
︒
文
永
五
年
十
月
︑
四
十
九
歳
の
後
嵯
峨
上
皇
は
出
家
し
て
法
皇
と
な
っ

た
︒﹁
依
二

御
重
厄
一

令
レ

遂
二

素
懐
一

御
︑
以
二

保
延
・
嘉
応
二
代
例
一

被
レ

准
二

行
之

一

﹂(

)

と
あ
り
︑
鳥
羽
法
皇
と
後
白
河
法
皇
の
先
例
に
拠
っ
た
と
い
う
︒
十
一
月
に

22

﹁
今
日
御
出
家
以
後
評
定
始
也
﹂(

)

と
あ
り
︑
蒙
古
の
国
書
に
つ
い
て
文
永
八
年

23

︵
一
二
七
一
︶
九
月
三
日
︑
五
日
︑
七
日
︑
十
月
二
十
三
日
︑
二
十
四
日
な
ど
法
皇

の
も
と
で
の
院
評
定
が
行
わ
れ
て
い
る(

)

︒
24

文
永
九
年
︵
一
二
七
四
︶
二
月
︑
後
嵯
峨
法
皇
が
亡
く
な
る
と
︑
兄
の
後
深
草

上
皇
を
さ
し
お
い
て
︑
弟
の
亀
山
天
皇
が
親
政
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
法
皇
は

幕
府
に
次
の
﹁
治
天
の
君
﹂
決
定
を
ゆ
だ
ね
て
い
た
が
︑
執
権
北
条
時
宗
も
こ
の

重
大
事
専
断
を
避
け
︑
最
終
的
に
は
法
皇
没
後
︑
本
妻
の
大
宮
院
が
遺
志
を
伝
え

る
こ
と
に
な
っ
た
︒

七
〇
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院
評
定
は
そ
の
ま
ま
内
裏
鬼
間
で
の
議
定
に
引
き
継
が
れ
︑
評
定
衆
も
議
定
衆

と
な
っ
た
︒
議
定
は
院
伝
奏
で
は
な
く
︑
蔵
人
頭
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
︑
議
定
で

裁
決
さ
れ
た
案
件
は
綸
旨
で
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
院
政
と
親
政
は
同

質
化
し
︑
院
︵
上
皇
︶
で
あ
れ
天
皇
で
あ
れ
︑
院
評
定
あ
る
い
は
議
定
を
行
う
人

物
が
﹁
治
天
の
君
﹂
と
な
る
︒
裏
か
ら
国
政
機
関
を
動
か
す
場
合
も
多
か
っ
た
専

制
君
主
で
は
な
く
︑﹁
治
天
の
君
﹂
は
院
評
定
や
議
定
な
ど
を
国
政
機
関
と
し
て
︑

直
接
運
営
し
た
の
で
あ
る(

)

︒
25

文
永
十
一
年
︵
一
一
七
四
︶
正
月
︑
亀
山
天
皇
が
皇
子
の
世
仁
︵
後
宇
多
天
皇
︶

に
譲
位
し
︑
親
政
か
ら
院
政
に
な
っ
た
こ
と
に
︑
後
深
草
上
皇
は
不
満
を
も
っ

た
︒
そ
の
た
め
文
永
十
二
年
︵
建
治
元
年
︑
一
二
七
五
︶
四
月
︑
太
上
天
皇
の
尊
号

を
辞
し
て
出
家
し
よ
う
と
し
た
︒
関
東
申
次
西
園
寺
実
兼
は
後
深
草
の
意
を
う
け

て
︑
幕
府
に
は
た
ら
き
か
け
︑
十
一
月
︑
後
深
草
皇
子
熙
仁
の
立
太
子
に
成
功
す

る
︒
後
深
草
は
尊
号
辞
退
と
出
家
を
取
り
や
め
た
︒
こ
う
し
て
上
皇
の
出
家
が
に

わ
か
に
政
争
の
具
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
亀
山
系
の
大
覚
寺
統
と
後
深
草
系
の
持

明
院
統
に
︑
皇
統
が
分
裂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
い
わ
ゆ
る
両
統
迭
立
の
開
始
で

あ
る
︒

亀
山
院
政
の
も
と
で
弘
安
九
年
︵
一
二
八
六
︶
十
二
月
院
評
定
制
な
ど
の
重
要

な
弘
安
改
革
が
行
わ
れ
る
︒
評
定
を
徳
政
評
定
︵
沙
汰
︶
と
雑
訴
評
定
︵
沙
汰
︶

に
分
け
︑
前
者
は
上
皇
臨
席
の
も
と
大
臣
・
大
納
言
が
参
仕
し
毎
月
一
日
︑
十

一
︑
二
十
一
の
三
回
︑
後
者
は
月
六
度
︑
中
納
言
・
参
議
な
ど
の
実
務
官
僚
が
参

集
さ
れ
て
雑
訴
を
審
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
雑
訴
評
定
に
お
い
て
は
︑
訴
人
と

論
人
を
院
文
殿
に
召
集
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
れ
が
文
殿
庭
中
で
あ
る
︒
当
時
の
貴
族
た
ち
も
﹁
近
日
徳
政
興
行
無
二

先
規
一

歟
﹂
と
称
賛
さ
れ
た(

)

︒
26

亀
山
院
政
に
お
け
る
弘
安
改
革
は
︑
安
達
泰
盛
を
中
心
と
す
る
幕
府
の
﹁
徳

政
﹂
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
安
達
泰
盛
は
前
年
の
弘
安
八
年
︵
一

一
八
五
︶
十
一
月
御
内
人
平
頼
綱
の
讒
言
に
よ
っ
て
︑
執
権
北
条
貞
時
に
よ
る
討

滅
に
あ
っ
て
い
た
︵
霜
月
騒
動
︶
︒
幕
府
の
実
権
を
掌
握
し
た
頼
綱
に
大
覚
寺
統
は

危
険
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
弘
安
十
年
︵
一
二
八
七
︶
十
月
︑
後
宇

多
天
皇
の
譲
位
に
よ
っ
て
︑
皇
太
子
熙
仁
︵
伏
見
天
皇
︶
が
即
位
す
る
︒
大
覚
寺

統
の
亀
山
院
政
か
ら
持
明
院
統
の
後
深
草
院
政
に
交
代
と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
正
応

二
年
︵
一
二
八
九
︶
四
月
︑
伏
見
天
皇
の
皇
子
胤
仁
が
立
太
子
さ
れ
る
︒
九
月
︑

失
意
の
亀
山
上
皇
は
︑
大
宮
院
の
制
止
を
振
り
払
い
︑
幕
府
へ
の
事
前
連
絡
も
な

く
南
禅
院
で
出
家
す
る
︒
四
十
一
歳
︒
南
禅
院
は
︑
の
ち
に
南
禅
寺
と
し
て
︑
大

覚
寺
の
庇
護
の
も
と
に
発
展
す
る(

)

︒
亀
山
法
皇
は
禅
宗
を
中
心
と
し
た
仏
道
に
専

27

心
し
た
の
で
あ
る
︒

後
深
草
上
皇
が
実
際
に
出
家
し
た
の
は
︑
正
応
三
年
︵
一
二
九
〇
︶
二
月
︑
四

十
八
歳
の
と
き
で
あ
る
︒
亀
山
法
皇
と
は
異
な
り
︑
後
深
草
法
皇
は
皇
子
の
伏
見

天
皇
を
擁
し
て
い
た
︒
ま
た
父
の
後
嵯
峨
法
皇
と
も
異
な
り
︑
七
月
﹁
治
天
の

君
﹂
の
地
位
を
伏
見
天
皇
に
譲
渡
し
︑
伏
見
親
政
を
開
始
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
こ

れ
に
よ
っ
て
︑
後
嵯
峨
院
政
以
来
の
院
評
定
＝
議
定
は
﹁
治
天
の
君
﹂
で
あ
る
伏

見
天
皇
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
治
天
の
君
﹂
と
は
別

に
︑
持
明
院
統
の
家
長
と
し
て
︑
後
深
草
法
皇
が
任
人
折
紙
を
発
し
︑
朝
廷
の
人

事
に
介
入
し
た
︒
ま
た
︑
高
麗
国
書
な
ど
の
国
家
的
大
事
に
つ
い
て
介
入
し
た(

)

︒
28

こ
の
後
深
草
法
皇
は
制
度
的
な
院
政
で
は
な
く
︑
か
つ
て
の
専
制
君
主
的
な
立
場

を
と
ろ
う
と
し
て
い
た
︒

伏
見
天
皇
側
近
の
京
極
為
兼
が
関
東
申
次
西
園
寺
実
兼
と
対
立
し
た
た
め
︑
実

兼
は
大
覚
寺
統
に
接
近
し
て
幕
府
に
働
き
を
か
け
た
︒
こ
う
し
て
形
勢
が
逆
転

し
︑
永
仁
六
年
︵
一
二
九
八
︶
七
月
に
伏
見
天
皇
が
皇
子
胤
仁
︵
後
伏
見
天
皇
︶
に

譲
位
し
︑
大
覚
寺
統
の
後
宇
多
上
皇
の
皇
子
邦
治
が
立
太
子
さ
れ
た
︒
正
安
三
年

︵
一
三
〇
一
︶
正
月
︑
後
伏
見
天
皇
が
こ
の
邦
治
︵
後
二
条
天
皇
︶
に
譲
位
し
︑
持

明
院
統
の
伏
見
院
政
か
ら
大
覚
寺
統
の
後
宇
多
院
政
に
代
わ
っ
た
︒﹁
治
天
の
君
﹂

中
世
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の
交
代
で
あ
る
︒
そ
し
て
持
明
院
統
の
伏
見
上
皇
の
皇
子
富
仁
が
立
太
子
さ
れ

た
︒嘉

元
三
年
︵
一
三
〇
五
︶
九
月
︑
大
覚
寺
統
の
家
長
で
あ
る
亀
山
法
皇
が
亡
く

な
り
︑
家
長
は
後
宇
多
上
皇
と
な
る
︒
家
長
と
﹁
治
天
の
君
﹂
が
一
致
し
た
の
で

あ
る
︒
徳
治
三
年
︵
一
三
〇
八
︶
八
月
︑
後
二
条
天
皇
が
二
十
四
歳
の
若
さ
で
亡

く
な
る
︒
東
宮
富
仁
︵
花
園
天
皇
︶
が
十
二
歳
で
践
祚
︑
父
の
伏
見
上
皇
が
二
度

目
の
﹁
治
天
の
君
﹂
と
し
て
院
政
を
行
う
︒
持
明
院
統
の
家
長
後
深
草
法
皇
は
︑

す
で
に
嘉
元
二
年
︵
一
三
〇
四
︶
七
月
に
亡
く
な
っ
て
い
た
の
で
︑
伏
見
上
皇
は

家
長
に
も
な
る
︒
立
太
子
さ
れ
た
の
は
亡
く
な
っ
た
後
二
条
の
弟
尊
治
︵
後
醍
醐

天
皇
︶
で
あ
っ
た
︒
花
園
天
皇
は
十
二
歳
︑
尊
治
は
九
歳
年
上
で
即
位
に
は
不
利

で
あ
っ
た
︒

正
和
二
年
︵
一
三
一
三
︶
十
月
︑
伏
見
上
皇
が
四
十
九
歳
で
出
家
す
る
︒
二
月

に
は
勅
使
平
経
親
を
鎌
倉
に
下
し
て
承
諾
を
え
て
い
た
が
︑
広
義
門
院
御
産
の
た

め
ず
れ
こ
ん
だ
も
の
で
︑
後
嵯
峨
の
佳
例
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う(

)

︒
こ
の
と
き
生

29

ま
れ
た
の
は
後
伏
見
上
皇
の
第
一
皇
子
量
仁
︵
光
厳
天
皇
︶
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

出
家
の
直
前
に
伏
見
上
皇
は
父
後
深
草
法
皇
と
同
じ
よ
う
に
︑﹁
治
天
の
君
﹂
を

後
伏
見
と
す
る
こ
と
で
︑
政
権
移
譲
︑
つ
ま
り
後
伏
見
院
政
を
開
始
さ
せ
た
の
で

あ
る(

)

︒
30持

明
院
統
の
家
長
は
伏
見
法
皇
で
変
わ
ら
ず
︑
院
評
定
な
ど
の
国
政
を
﹁
治
天

の
君
﹂
後
伏
見
が
行
い
︑
天
皇
は
そ
の
異
母
弟
花
園
と
な
る
︒
白
河
法
皇
以
来
︑

天
皇
の
直
系
尊
属
を
行
う
の
が
院
政
で
あ
る
︒
花
園
は
後
伏
見
の
猶
子
と
な
っ
て

い
る
と
は
い
え
︑
後
伏
見
院
政
は
異
例
で
あ
る
︒
実
際
に
は
花
園
天
皇
の
父
伏
見

に
よ
る
院
政
な
の
で
あ
る
︒
出
家
に
よ
っ
て
︑
制
度
化
し
た
院
政
か
ら
離
れ
た
伏

見
法
皇
が
︑
父
後
深
草
法
皇
と
同
じ
く
︑
専
制
化
し
た
か
つ
て
の
院
政
を
め
ざ
し

た
と
も
い
え
よ
う
︒
こ
の
こ
と
は
幕
府
と
し
て
は
由
々
し
き
事
態
で
も
あ
っ
た
︒

伏
見
法
皇
は
文
保
元
年
︵
一
三
一
七
︶
九
月
︑
五
十
三
歳
で
亡
く
な
っ
た
︒
翌

年
に
か
け
て
︑
幕
府
が
仲
介
し
て
︑
将
来
の
皇
位
に
関
す
る
両
統
間
の
交
渉
が
行

わ
れ
た
︒
こ
れ
が
の
ち
に
﹁
文
保
の
和
談
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
東
宮
の

尊
治
︵
後
醍
醐
天
皇
︶
が
将
来
即
位
し
た
と
き
は
︑
同
じ
大
覚
寺
統
で
あ
る
甥
の

邦
良
︵
故
後
二
条
の
皇
子
︶
を
皇
太
子
と
し
︑
そ
の
次
に
持
明
院
統
の
量
仁
︵
後
伏

見
の
皇
子
︑
光
厳
天
皇
︶
を
立
て
る
と
い
う
案
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
大
覚
寺
統
の

後
宇
多
法
皇
の
意
向
が
大
き
く
反
映
し
て
お
り
︑
後
醍
醐
が
即
位
し
て
も
そ
れ
は

中
継
ぎ
で
し
か
な
い
︒

文
保
二
年
︵
一
三
一
八
︶
二
月
︑
花
園
天
皇
は
東
宮
尊
治
︵
後
醍
醐
天
皇
︶
に
譲

位
す
る
︒
後
宇
多
上
皇
は
遊
義
門
院
の
死
に
嘆
い
て
︑
徳
治
二
年
︵
一
三
〇
七
︶

七
月
に
出
家
し
て
い
た(

)

︒
皇
子
後
醍
醐
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
て
︑
大
覚
寺
統
の
家

31

長
で
あ
っ
た
後
宇
多
法
皇
は
﹁
治
天
の
君
﹂
と
な
り
︑
再
度
の
院
政
を
行
う
こ
と

に
な
る
︒
そ
し
て
︑
元
亨
元
年
︵
一
三
二
一
︶
十
二
月
︑
後
醍
醐
天
皇
に
﹁
治
天

の
君
﹂
の
地
位
を
譲
り
︑
親
政
と
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
後
宇
多
法
皇
は
大

覚
寺
統
の
家
長
を
や
め
な
か
っ
た
︒
皇
太
子
邦
良
の
将
来
を
見
守
り
︑
大
覚
寺
で

の
密
教
研
究
に
専
心
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
︒
そ
の
た
め
に
は
政
務
の
多
忙
を
厭

い
︑
そ
こ
か
ら
の
解
放
を
望
ん
で
﹁
治
天
の
君
﹂
の
地
位
を
譲
っ
た
の
で
あ
る(

)

︒
32

元
亨
三
年
︵
一
三
二
四
︶
六
月
︑
後
宇
多
法
皇
が
五
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
︒

後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
倒
幕
計
画
が
発
覚
し
た
の
は
三
ヶ
月
後
の
九
月
の
こ
と
で
あ

る
︒
持
明
院
統
の
後
深
草
法
皇
︑
伏
見
法
皇
︑
そ
し
て
大
覚
寺
統
の
後
宇
多
法
皇

は
幕
府
と
協
調
し
な
が
ら
︑
承
久
の
乱
後
の
制
度
的
な
院
政
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ

と
を
望
ん
だ
︒
し
か
し
︑
後
醍
醐
天
皇
は
︑
一
代
限
り
の
中
継
ぎ
の
地
位
を
受
け

入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
は
討
幕
に
突
き
進
む
︑
後
醍
醐
の
さ
ら
な
る
政

治
的
な
段
階
な
の
で
あ
っ
た
︒
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お
わ
り
に

や
や
煩
雑
と
な
っ
た
の
で
︑
本
論
を
ま
と
め
て
お
こ
う
︒
院
政
を
行
う
上
皇
に

と
っ
て
︑
子
や
孫
︑
さ
ら
に
曽
孫
と
い
う
直
系
の
血
縁
者
を
天
皇
の
地
位
に
つ

け
︑
そ
の
権
威
を
保
証
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
︒
実
際
に
は
じ
め
て
院
政
を

行
っ
た
白
河
上
皇
︑
そ
れ
を
継
承
し
た
鳥
羽
上
皇
は
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
︒
後
白

河
上
皇
は
当
初
︑
二
条
天
皇
と
対
立
し
て
院
政
を
確
立
で
き
な
か
っ
た
︒
幼
帝
安

徳
天
皇
を
制
御
し
た
の
は
外
祖
父
平
清
盛
で
あ
り
︑
高
倉
院
政
は
わ
ず
か
十
一
ヶ

月
で
限
り
な
く
傀
儡
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
治
承
・
寿
永
内
乱
期
が
終
結
す
る

と
︑
後
白
河
院
政
︑
後
鳥
羽
院
政
が
確
立
し
︑
そ
れ
ら
は
専
制
的
な
院
政
と
な

る
︒後

嵯
峨
院
政
以
降
で
は
︑
天
皇
が
親
政
す
る
場
合
も
︑
院
評
定
制
な
ど
と
同
様

な
宮
中
鬼
間
で
の
議
定
が
行
わ
れ
た
︒
政
務
を
行
う
院
政
と
親
政
が
同
質
化
し

た
︒
院
政
の
制
度
化
が
確
立
し
て
︑
家
政
機
関
で
あ
る
院
庁
と
は
別
の
︑
院
政
や

親
政
の
た
め
の
国
政
機
関
が
で
き
あ
が
る
︒
そ
の
よ
う
な
上
皇
や
天
皇
が
﹁
治
天

の
君
﹂
と
い
う
地
位
な
の
で
あ
る
︒

文
永
九
年
︵
一
二
七
四
︶
後
嵯
峨
法
皇
が
亡
く
な
る
と
︑
皇
統
は
大
覚
寺
統
と

持
明
院
統
に
分
裂
す
る
︒
親
政
・
院
政
を
行
う
﹁
治
天
の
君
﹂
と
は
別
に
︑
そ
れ

ぞ
れ
の
皇
統
の
家
長
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
︒
天
皇
を
有
し
な
い
皇
統
の
家
長
が

国
政
に
関
わ
れ
な
い
点
は
︑
従
来
の
院
政
と
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
︒

弘
安
十
年
︵
一
二
八
七
︶
幕
府
の
介
入
を
通
じ
て
︑
大
覚
寺
統
か
ら
政
務
を
奪

取
︑﹁
治
天
の
君
﹂
に
就
任
し
た
後
深
草
上
皇
は
︑
正
応
三
年
︵
一
二
九
〇
︶
出
家

し
て
法
皇
と
な
っ
た
︒
従
来
院
政
を
行
っ
て
い
る
上
皇
は
出
家
し
て
法
皇
と
な
っ

て
も
︑
政
務
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
後
嵯
峨
法
皇
で
も
変
わ
ら

な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
後
深
草
法
皇
は
皇
子
伏
見
天
皇
に
﹁
治
天
の
君
﹂
を
譲
渡

し
て
︑
伏
見
親
政
を
発
足
さ
せ
た
︒
し
か
も
後
深
草
法
皇
は
︒
政
務
を
譲
渡
し
た

に
も
関
わ
ら
ず
︑
持
明
院
統
の
家
長
と
し
て
︑
国
政
に
介
入
し
た
の
で
あ
る
︒

正
和
二
年
︵
一
三
一
三
︶
伏
見
法
皇
は
︑
政
務
を
と
も
な
う
﹁
治
天
の
君
﹂
を

皇
子
後
伏
見
上
皇
に
譲
渡
し
︑
後
伏
見
院
政
と
し
た
︒
し
か
し
皇
位
に
あ
っ
た
の

は
後
伏
見
上
皇
の
弟
の
花
園
天
皇
で
あ
っ
た
か
ら
︑
持
明
院
統
の
家
長
は
伏
見
法

皇
で
あ
っ
た
︒
父
後
深
草
法
皇
と
同
じ
く
︑
後
伏
見
法
皇
も
︑
政
務
か
ら
解
放
さ

れ
た
専
制
君
主
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
︒

元
亨
元
年
︵
一
三
二
一
︶
大
覚
寺
統
の
後
宇
多
法
皇
が
︑
政
務
を
と
も
な
う

﹁
治
天
の
君
﹂
を
皇
子
後
醍
醐
天
皇
に
譲
位
し
︑
後
醍
醐
親
政
と
し
た
︒
後
宇
多

法
皇
は
︑
政
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
︑
大
覚
寺
を
中
心
と
す
る
真
言
密
教
の
研
究
と

布
教
に
専
念
し
た
︒
そ
し
て
大
覚
寺
統
の
家
長
と
し
て
︑
後
醍
醐
の
甥
で
あ
る
東

宮
邦
良
の
一
日
も
早
い
即
位
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
後
宇
多
法
皇
と
持

明
院
統
︑
幕
府
と
の
約
束
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
皇
位
継
承
方
式
こ
そ
後
醍
醐
に

と
っ
て
︑
根
底
か
ら
否
定
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
本
格
的
始
動
は
元
亨
四

年
︵
一
三
二
四
︶
の
父
後
宇
多
法
皇
死
の
直
後
の
こ
と
で
あ
る
︒

注(

)
村
井
章
介
﹁
吉
田
定
房
奏
状
は
い
つ
書
か
れ
た
か
﹂
︵
﹃
中
世
の
国
家
と
在
地
社
会
﹄
校

1

倉
書
房
︑
二
〇
〇
五
年
所
収
︶
︑
森
茂
暁
﹃
後
醍
醐
天
皇
﹄
︵
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇

〇
年
︶︑
野
口
実
・
長
村
祥
知
・
坂
口
太
郎
﹃
京
都
の
中
世
史
三

公
武
政
権
の
競
合
と

協
調
﹄
七
章
坂
口
執
筆
部
分
︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
二
二
年
︶
︒

(

)
『皇
室
制
度
史
料

太
上
天
皇

三
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
〇
年
︶

2(

)
岸
俊
男
﹁
天
皇
と
出
家
﹂
︵﹃
日
本
の
古
代

七
︑
ま
つ
り
ご
と
の
展
開
﹄
中
央
公
論
社
︑

3

一
九
八
六
年
所
収
︶
︒

(

)
『日
本
後
紀
﹄
大
同
五
年
九
月
十
二
日
条
︒

4(

)
『続
日
本
後
紀
﹄
嘉
祥
三
年
三
月
十
九
日
︑
二
十
一
日
条
︒

5(

)
目
崎
徳
衛
﹁
文
徳
・
清
和
天
皇
の
御
在
所
を
め
ぐ
っ
て
︱
律
令
政
治
衰
退
過
程
の
一
分

6

析
︱
﹂︵﹃
貴
族
社
会
と
古
典
文
化
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
五
年
所
収
︶

(

)
『日
本
紀
略
﹄
昌
泰
二
年
十
二
月
十
日
条
︒

7
(

)
『本
朝
文
粋
﹄
巻
四
﹁
為
二

昭
宣
公
一

辞
二

摂
政
一

上
二

太
上
皇
一

第
二
表
﹂

8

中
世
法
皇
考
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(

)
駒
井
匠
﹁
宇
多
上
皇
の
出
家
に
関
す
る
政
治
史
的
考
察
﹂︵﹃
佛
教
史
学
研
究
﹄
五
五
︱

9

二
︑
二
〇
一
二
年
︶︒

(

)
目
崎
徳
衛
﹁
宇
多
上
皇
の
院
と
国
政
﹂︵
前
掲
書
所
収
︶︒

10(

)
駒
井
匠
﹁
宇
多
法
皇
考
﹂︵
根
本
誠
二
他
編
﹃
奈
良
平
安
時
代
の
︿
知
﹀
の
相
関
﹄
岩
田

11

書
院
︑
二
〇
一
五
年
所
収
︶︒

(

)
『日
本
紀
略
﹄﹃
小
右
記
﹄
寛
和
元
年
八
月
二
十
九
日
条
︒

12(

)
目
崎
徳
衛
﹁
円
融
上
皇
と
宇
多
源
氏
﹂︵
前
掲
書
所
収
︶︒

13(

)
『皇
室
制
度
史
料

太
上
天
皇

二
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
九
年
︶︒

14(

)
今
井
源
衛
﹃
花
山
院
の
生
涯
﹄︵
桜
楓
社
︑
一
九
六
八
年
︶︒

15(

)
美
川
圭
﹃
後
三
条
天
皇
︱
中
世
の
基
礎
を
築
い
た
君
主
﹄︵
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
六

16

年
︶︒

(

)
平
雅
行
﹃
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
﹄︵
塙
書
房
︑
一
九
九
二
年
︶︑
黒
羽
亮
太
﹁︿
円
成

17

寺
陵
﹀
の
歴
史
的
位
置
﹂︵﹃
史
林
﹄
九
六
︱
二
︑
二
〇
一
三
年
︶﹁
円
融
寺
と
浄
妙
寺
︱

摂
関
期
の
ふ
た
つ
の
墓
寺
﹂︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
六
三
三
︑
二
〇
一
五
年
︶︒

(

)
美
川
圭
・
佐
古
愛
己
・
辻
浩
和
﹃
京
都
の
中
世
史
一

摂
関
政
治
か
ら
院
政
へ
﹄︵
吉
川

18

弘
文
館
︑
二
〇
二
一
年
︶︒

(

)
美
川
圭
﹃
白
河
法
皇

中
世
を
ひ
ら
い
た
帝
王
﹄︵
N
H
K
出
版
︑
二
〇
〇
三
年
︑
の
ち

19

K
A
D
O
K
A
W
A
︑
二
〇
一
三
年
︶︒

(

)
佐
伯
智
広
﹁
鳥
羽
院
政
期
の
公
卿
議
定
﹂︵
﹃
古
代
文
化
﹄
六
八
︱
一
︑
二
〇
一
六
年
︶︑

20

美
川
圭
﹃
公
卿
会
議
︱
論
戦
す
る
宮
廷
貴
族
た
ち
﹄
︵
中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
一
八
年
︶
︒

(

)
橋
本
義
彦
﹁
院
評
定
制
に
つ
い
て
﹂︵
﹃
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九

21

七
六
年
所
収
︶

(

)
『兼
仲
卿
記
﹄
文
永
五
年
十
月
五
日
条
︒

22(

)
『吉
続
記
﹄
文
永
五
年
十
一
月
四
日
条
︒

23(

)
『吉
続
記
﹄
文
永
八
年
九
月
三
日
︑
五
日
︑
七
日
︑
十
月
二
十
三
日
︑
二
十
四
日
条
︒

24(

)
美
川
圭
﹃
公
卿
会
議
︱
論
戦
す
る
宮
廷
貴
族
た
ち
﹄
︒

25(

)
『勘
仲
記
﹄
弘
安
九
年
十
二
月
三
日
条
︑
二
十
四
日
条
︒

26(

)
野
口
実
・
長
村
祥
知
・
坂
口
太
郎
前
掲
書
七
章
坂
口
執
筆
部
分
︒

27(

)
野
口
実
・
長
村
祥
知
・
坂
口
太
郎
前
掲
書
七
章
坂
口
執
筆
部
分
︒

28(

)
『岡
本
関
白
記
﹄
正
和
二
年
十
月
十
七
日
条
︒

29(

)
『花
園
院
御
記
﹄
﹃
公
卿
補
任
﹄
正
和
二
年
十
月
十
四
日
条
︒

30(

)
『実
躬
卿
記
﹄
徳
治
二
年
七
月
二
十
六
日
条
︒

31(

)
野
口
実
・
長
村
祥
知
・
坂
口
太
郎
前
掲
書
七
章
坂
口
執
筆
部
分
︒

32

︵
本
学
文
学
部
特
任
教
授
)

七
四

780


