
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
の
祖
本
を
め
ぐ
っ
て

石

田

実

洋

は
じ
め
に

所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
に
つ
い
て
は
︑
文
安
年
中
に
即
位
礼

(一
四
四
四
～
一
四
四
九
)

は
行
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
︑
早
く
よ
り
そ
の
書
名
に
つ
い
て
疑
問
が
呈
さ
れ(�

)
︑
福
山
敏
男
氏
の
考
察
に

よ
っ
て
︑
永
治
元
年

(一
一
四
一
)

・
永
万
元
年

(一
一
六
五
)

・
仁
安
三
年

(一
一
六
八
)

の
い
ず
れ
か
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︒

す
な
わ
ち
︑
同
氏
に
よ
れ
ば
︑

群
書
類
従
に
﹁
文
安
御
即
位
調
度
図
﹂
と
題
し
て
収
め
ら
れ
る
一
巻
は
﹁
文
安
元

年
正
月
令
㆓

書
写
㆒

了
︑
藤
原
光
忠
﹂
と
い
う
奥
書
が
あ
る
た
め
に
こ
の
よ
う
に
名
付

け
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
︑
そ
の
内
容
は
文
安
当
時
の
も
の
で
は
な
く
︑
平
安
時
代
に

成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
学
の
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ
ろ
う
︒
高
御
座
を
は
じ

め
大
極
殿
南
軒
の
帽
額
︑
火
爐
︑
幢
︑
旗
︑
幡
︑
鉾
︑
狛
犬
形
︑
執
物
そ
の
他
の
調

度
を
図
示
し
︑
一
々
に
説
明
文
を
添
え
て
あ
る
︒
大
極
殿
南
面
十
一
間
に
か
け
わ
た

す
帽
額
の
長
さ
が
十
八
丈
八
尺
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
同
殿
の
大
き
さ
を
語
る
資
料
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
日
像
幢
の
条
に
﹁
保
安
記
﹂
を
引
い
て
い
る
か
ら
︑
保

安
四
年
以
後
の
即
位
の
時
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
従
っ
て
本
書
は
永
治

元
年
︑
久
寿
二
年
︑
保
元
三
年
︑
永
万
元
年
︑
仁
安
三
年
の
五
度
の
う
ち
い
ず
れ
か

に
関
係
す
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
高
御
座
の
条
に
壇
上
に
摂
政
の
座
を

設
け
る
こ
と
を
記
す
が
︑
右
の
五
度
の
う
ち
久
寿
二
年
と
保
元
三
年
の
二
度
は
摂
政

が
な
く
て
︑
関
白
が
お
か
れ
て
い
た
時
で
あ
る
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

結
局
永
治
元
年
︑
永
万
元
年
︑
仁
安
三
年
の
三
度
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
お
か
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
︒

と
い
う(�

)
︒
首
肯
し
得
る
見
解
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
が
︑
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
に
言
及
し
た
そ
の
後
の
論
考
で
は
︑
後
述

す
る
米
田
雄
介
氏
の
論
考
を
除
き
︑
こ
の
福
山
氏
の
見
解
が
十
分
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
の
一
因
は
︑
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
自
体
の
分
析
の
み

か
ら
で
は
同
書
の
成
立
年
代
を
こ
れ
以
上
特
定
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
り
︑
平
安
時

代
後
期
よ
り
鎌
倉
時
代
の
即
位
礼
に
関
す
る
諸
記
録
の
記
述
と
比
較
し
た
分
析
結
果
を
も

と
に
成
立
年
代
を
推
測
す
る
︑
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
ろ
う
︒
そ
の
際
︑

同
書
全
体
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
︑
ほ
と
ん
ど
の
場
合
︑
論
者
の
関
心

や
問
題
意
識
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
一
部
分
︑
例
え
ば
高
御
座
な
ど
の
部
分
の
み
の
比
較
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
︑
原
因
の
一
つ
と
し
て
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
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各
天
皇
の
即
位
礼
に
関
す
る
諸
記
録
に
は
記
述
内
容
に
精
粗
が
あ
り
︑
各
即
位
礼
の
あ
り

方
を
同
じ
条
件
で
比
較
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
︑
こ
の
方
法
の
限
界
が
あ
る(�

)
︒

結
局
の
と
こ
ろ
︑
平
安
時
代
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
古
図
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の

の
︑
こ
の
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
自
体
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行

わ
れ
て
お
ら
ず
︑
部
分
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
の
が
現
状
と
い
え
よ
う
︒

そ
の
よ
う
な
中
で
︑
米
田
雄
介
氏
が
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
に
つ
い
て
論
じ
ら

れ
た
際
︑
同
書
と
類
似
し
た
内
容
で
あ
り
︑
恐
ら
く
は
祖
本
を
同
じ
く
す
る
と
思
わ
れ
る

諸
本
を
紹
介
さ
れ
︑
そ
の
系
統
分
類
に
関
す
る
試
案
も
提
出
さ
れ
た(�

)
︒
こ
れ
は
非
常
に
重

要
な
研
究
成
果
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
諸
本
を
も
援
用
す
れ
ば
︑
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度

図
﹄
も
含
む
諸
本
の
祖
本
に
つ
い
て
︑
成
立
年
代
や
そ
の
性
格
を
さ
ら
に
追
究
し
て
い
く

こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
福
山
・
米
田
両
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
所
謂
﹃
文
安
御
即

位
調
度
図
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
諸
本
の
祖
本
に
つ
い
て
︑
愚
見
を
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し

た
い
︒一

所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
と

祖
本
を
同
じ
く
す
る
と
思
し
き
諸
本
に
つ
い
て

ま
ず
︑
米
田
氏
の
論
考
を
基
礎
と
し
つ
つ
︑
同
氏
は
論
及
さ
れ
て
い
な
い
が
管
見
に
入

っ
た
写
本
も
加
え
た
上
で
︑
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
と
祖
本
を
同
じ
く
す
る
と
思

し
き
諸
本
に
つ
い
て
筆
者
な
り
に
整
理
し
て
お
こ
う
︒
こ
れ
ら
は
︑
次
の
よ
う
に
大
き
く

四
つ
に
分
け
て
整
理
す
る
の
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
な
お
︑
他
よ
り
一
字
分
下
げ

て
掲
示
し
た
の
は
︑
そ
の
系
統
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
完
本
と
は
み
な
せ
な
い
写
本
で

あ
り
︑
末
尾
に
﹁
︵
※
︶
﹂
を
付
し
た
の
は
︑
米
田
氏
も
論
及
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
︒

Ⅰ

応
安
奥
書
本
系
統

壬
生
本
﹃
御
即
位
御
装
束
絵
様
﹄
一
巻(�

)

東
山
御
文
庫
本
﹃
御
即
位
御
装
束
絵
様
﹄
一
巻(�

)
︵
※
︶

東
山
御
文
庫
本
﹃
即
位
器
服
図
式
﹄
一
巻(�

)
︵
※
︶

狩
野
亨
吉
氏
蒐
集
古
文
書
﹃
礼
服
図
﹄
一
巻(�

)

Ⅱ

九
条
本

九
条
本
﹃
即
位
装
束
絵
図
﹄
二
巻(�

)
︵
※
︶

Ⅲ

文
安
奥
書
本
系
統
①

彰
考
館
文
庫
本
﹃
御
即
位
旗
桙
図
﹄
一
巻(

)
10

平
田
本
﹃
御
即
位
御
調
度
方
﹄
一
巻(

)
11

斎
宮
歴
史
博
物
館
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
巻

模
本
﹄
一
巻(

)
12

分
林
家
本
﹃
御
即
位
御
装
束
之
図
﹄
一
巻(

)
︵
※
︶

13

穂
久
邇
文
庫
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
一
巻(

)
14

Ⅳ

文
安
奥
書
本
系
統
②

群
書
類
従
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
一
冊(

)
︵
※
︶

15

坊
城
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
﹄
一
冊(

)
16

西
尾
市
岩
瀬
文
庫
本
﹃
御
即
位
調
度
文
安
図
﹄
一
冊(

)
17

昌
平
坂
学
問
所
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
﹄
冊(

)
18

神
宮
文
庫
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
之
図
﹄
一
巻(

)
︵
※
︶

19

岩
手
県
立
図
書
館
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
一
冊(

)
20

尊
経
閣
文
庫
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
式
﹄
一
冊(

)
21

押
小
路
家
本
﹃
文
安
登
極
儀
図
﹄
一
冊(

)
22

小
原
家
文
庫
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
之
図
﹄
一
巻(

)
23
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京
都
大
学
文
学
部
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
一
巻(

)
24

勘
解
由
小
路
家
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
一
巻(

)
25

壬
生
本
﹃
御
即
位
調
度
図
﹄
一
巻(

)
26

早
稲
田
大
学
図
書
館
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
﹄
一
巻(

)
27

先
帝
御
事
蹟
調
査
掛
本
﹃
獣
形
繡
帽
額
縮
図

略

﹄
一
巻(

)
︵
※
︶

28

ま
た
︑東

山
御
文
庫
本
﹃
高
御
座
絵
図

彩
色
入
﹄
一
巻(

)
29

東
山
御
文
庫
本
﹃
高
御
座
絵
図
﹄
一
巻(

)
30

は
︑
と
も
に
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
よ
り
高
御
座
に
関
す
る
部
分
の
み
を
抜
き
書

き
し
た
も
の
で
︑
そ
の
様
相
よ
り
Ⅳ
文
安
奥
書
本
系
統
②
で
は
な
い
系
統
の
写
本
か
ら
転

写
さ
れ
た
も
の
と
思
し
い
︒
な
お
︑

松
岡
本
﹃
高
御
座
文
安
御
即

位
調
度
図
﹄
一
冊(

)
31

は
﹃
大
内
裏
図
考
証
﹄
な
ど
の
諸
書
か
ら
高
御
座
に
関
す
る
部
分
を
集
め
た
も
の
で
︑
所

謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
か
ら
も
高
御
座
の
図
と
そ
の
付
注
を
引
用
す
る
︒

こ
の
他
︑
か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
が
確
実
で
あ
り
な
が
ら
現
存
が
確
認
で
き
な
い
写
本

も
︑
Ⅰ
応
安
奥
書
本
系
統
の
祖
本
で
あ
る
﹁
左
大
�
�
治
本
﹂
を
は
じ
め
︑
先
帝
御
事
蹟

調
査
掛
本
﹃
獣
形
繡
帽
額
縮
図

略

﹄
一
巻
の
親
本
で
あ
る
と
い
う
﹁
舊
�
殿
寮
小
野
家
夷忠

ノ
�
藏
綾
卽
位
安
物
舊
式
圖
と
題
セ
ル
一
本
﹂
な
ど
︑
あ
る
程
度
の
数
に
の
ぼ
る
︒

た
だ
︑
特
に
近
世
以
降
に
は
即
位
関
係
の
調
度
図
が
多
数
作
成
さ
れ
て
い
る(

)
こ
と
も
あ

32

り
︑
Ⅲ
文
安
奥
書
本
系
統
①
・
Ⅳ
文
安
奥
書
本
系
統
②
に
属
す
る
写
本
で
︑
書
名
に
﹁
文

安
﹂
の
二
文
字
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
も
の
の
︑
Ⅰ
応
安
奥

書
本
系
統
・
Ⅱ
九
条
本
に
属
す
る
諸
本
は
一
見
し
て
そ
れ
と
わ
か
る
書
名
で
あ
る
こ
と
は

少
な
く
︑
内
容
を
確
認
し
な
い
こ
と
に
は
判
別
が
難
し
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
当
然
な
が
ら
︑

ま
だ
ま
だ
筆
者
の
把
握
し
切
れ
て
い
な
い
写
本
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ

れ
る
︒

さ
て
︑
以
上
の
う
ち
︑
Ⅰ
応
安
奥
書
本
系
統
が
最
も
内
容
の
完
備
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
︑
以
後
本
稿
に
お
い
て
は
︑
こ
れ
ら
の
諸
本
を
総
称
す
る
場
合
に
は
﹃
即
位
装
束
絵

様
﹄
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
︒

Ⅱ
九
条
本
は
︑
Ⅰ
応
安
奥
書
本
系
統
と
比
較
し
た
場
合
の
大
き
な
相
違
点
と
し
て
︑
冒

頭
の
烏
銅
幢
を
は
じ
め
四
神
旗
の
図
を
闕
く
こ
と
︑
諸
臣
正
冠
図
を
下
巻
冒
頭
と
す
る
二

巻
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

Ⅲ
文
安
奥
書
本
系
統
①
は
︑
Ⅱ
九
条
本
の
う
ち
上
巻
の
み
を
書
写
し
た
如
き
内
容
と
な

っ
て
お
り
︑
Ⅳ
文
安
奥
書
本
系
統
②
は
︑
Ⅲ
文
安
奥
書
本
系
統
①
を
も
と
に
︑
高
御
座
の

図
を
冒
頭
に
も
っ
て
く
る
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
た
如
き
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑

Ⅲ
文
安
奥
書
本
系
統
①
・
Ⅳ
文
安
奥
書
本
系
統
②
の
両
系
統
は
共
に
︑
Ⅱ
九
条
本
で
は
闕

け
て
い
る
冒
頭
部
の
諸
図
も
存
す
る
︒

そ
し
て
米
田
氏
は
︑﹁
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
︑
一
つ

の
憶
測
を
の
べ
て
み
た
い
﹂
と
し
て
︑

ま
ず
東
山
御
文
庫
本
の
よ
う
な
﹃
御
即
位
御
装
束
絵
様
﹄
全
一
巻
が
成
立
し
︑
つ

い
で
そ
れ
を
上
下
二
巻
に
分
け
た
九
条
家
本
の
よ
う
な
﹃
即
位
装
束
絵
図
﹄
が
作
ら

れ
︑
そ
の
う
ち
上
巻
の
み
を
描
い
た
分
林
家
本
の
よ
う
な
﹃
御
即
位
御
装
束
之
図
﹄

が
作
ら
れ
た
︒
そ
の
後
︑
恐
ら
く
江
戸
時
代
で
あ
ろ
う
が
︑
絵
︵
高
御
座
の
図
︶
の

位
置
を
入
れ
替
え
︑
さ
ら
に
表
紙
が
失
わ
れ
た
た
め
書
名
が
わ
か
ら
な
く
な
り
︑
奥

書
に
見
え
る
年
次
に
よ
っ
て
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
と
題
す
る
よ
う
に
な
り
︑
そ

れ
が
伝
え
ら
れ
て
﹃
群
書
類
従
﹄
に
も
収
め
ら
れ
︑
一
般
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
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と
さ
れ
る
︒
米
田
氏
が
確
認
さ
れ
て
い
た
諸
本
か
ら
考
え
る
限
り
で
は
︑
最
も
妥
当
な
推

測
で
あ
ろ
う
︒
管
見
に
入
っ
た
写
本
を
加
え
て
も
特
に
大
き
な
訂
正
を
要
す
る
と
こ
ろ
は

な
い
よ
う
で
あ
る
が
︑
念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
け
ば
︑
冒
頭
部
を
闕
く
Ⅱ
九
条
本
が
︑

Ⅲ
文
安
奥
書
本
系
統
①
・
Ⅳ
文
安
奥
書
本
系
統
②
の
直
接
の
祖
本
で
あ
る
可
能
性
は
少
な

い
︒
Ⅱ
九
条
本
が
本
来
は
冒
頭
部
も
完
備
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
︑
そ
れ
が
失

わ
れ
て
し
ま
う
以
前
の
同
本
か
ら
派
生
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
︑

Ⅱ
九
条
本
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
︑
冒
頭
部
も
完
備
し
た
写
本
が
他
に
も
存
在
し
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
し
︑
ま
た
︑
た
ま
た
ま
Ⅱ
九
条
本
の
上
巻
が
Ⅲ
文
安
奥
書
本
系
統
①
・
Ⅳ
文

安
奥
書
本
系
統
②
の
諸
本
と
対
応
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
米
田
氏
の
推

測
が
最
も
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
上
下
に
分
巻
さ
れ
て
い
な
い
Ⅰ
応
安
奥
書
本
系

統
の
諸
本
か
ら
で
も
Ⅲ
文
安
奥
書
本
系
統
①
・
Ⅳ
文
安
奥
書
本
系
統
②
の
諸
本
は
派
生
し

得
る
︒
Ⅰ
応
安
奥
書
本
系
統
の
内
容
構
成
を
考
え
る
と
︑
こ
れ
を
二
分
す
る
と
す
れ
ば
︑

前
半
の
儀
場
の
鋪
設
に
関
わ
る
部
分
と
︑
後
半
の
臣
下
の
装
束
な
ど
に
関
わ
る
部
分
と
に

分
け
る
の
が
最
も
自
然
な
分
け
方
で
あ
り
︑
こ
の
場
合
の
前
半
が
︑
ま
さ
に
Ⅱ
九
条
本
の

上
巻
や
Ⅲ
文
安
奥
書
本
系
統
①
・
Ⅳ
文
安
奥
書
本
系
統
②
の
諸
本
と
対
応
す
る
の
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
慎
重
に
︑
様
々
な
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
く

必
要
が
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
米
田
氏
の
論
考
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
諸
本
は
同
一
の
祖

本
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ
た
︑
と
考
え
て
よ
い
︒
こ
れ

は
︑
﹃
即
位
装
束
絵
様
﹄
の
祖
本
が
何
時
頃
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
︑
如
何
な
る
性
格
の

も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
に
際
し
て
は
︑
非
常
に
重
要
な
手
が
か
り
を
あ
た
え
て

く
れ
る
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
︒

特
に
︑
Ⅱ
九
条
本
﹃
即
位
装
束
絵
図
﹄
の
下
巻
に
は
︑
巻
末
に
奥
題
が
記
さ
れ
て
お
り
︑

そ
の
記
述
に
よ
っ
て
︑
福
山
氏
が
永
治
元
年
・
永
万
元
年
・
仁
安
三
年
の
三
度
に
絞
り
込

ま
れ
た
﹃
即
位
装
束
絵
様
﹄
の
成
立
年
代
を
さ
ら
に
特
定
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
よ
う

に
思
わ
れ
る
︒
し
か
る
に
︑
何
故
か
米
田
氏
は
こ
の
奥
題
に
つ
い
て
は
論
及
さ
れ
て
い
な

い
︒
そ
こ
で
次
に
︑
九
条
本
﹃
即
位
装
束
絵
図
﹄
に
つ
い
て
︑
奥
題
を
中
心
に
考
え
て
い

き
た
い
︒

二

九
条
本
﹃
即
位
装
束
絵
図
﹄
の
奥
題
よ
り

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
九
条
本
﹃
即
位
装
束
絵
図
﹄
は
︑
函
架
番
号
九
袞
五
七
で
全
二

巻
か
ら
な
り
︑
室
町
期
の
書
写
と
さ
れ
て
い
る(

)
︒
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
米
田
氏
の
論
考

33

を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
︑
第
二
巻
の
末
尾
に
次
の
よ
う
な
奥
題

が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︵
カ
ラ
ー
図
版
も
参
照
︶︒

□
□
元

□
記
也
︑

年
別
記

院
綾
出
家

太
□
著

〔子
〕

袴

讓
位

卽
位
在
娃
阿

□
娃
阿

前
述
の
如
く
︑
福
山
氏
の
考
察
に
よ
っ
て
︑
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
の
成
立
は

永
治
元
年
の
近
衛
天
皇
の
即
位
礼
︑
永
万
元
年
の
六
条
天
皇
の
即
位
礼
︑
仁
安
三
年
の
高

倉
天
皇
の
即
位
礼
の
い
ず
れ
か
に
際
し
て
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
︑
九
条
本
も
同
様
と
み

て
よ
い
︒
こ
の
う
ち
︑
奥
題
の
記
載
と
明
ら
か
に
異
な
る
の
は
元
年
で
は
な
い
仁
安
三
年

で
︑
ま
ず
こ
れ
を
除
外
で
き
る
︒
残
る
は
永
治
元
年
と
永
万
元
年
と
で
あ
る
が
︑﹁
院
綾

出
家
｣・
｢太
□
著

〔子
〕

袴
｣・
｢讓
位
｣・
｢
卽
位
﹂
が
こ
の
順
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

の
は
︑
永
治
元
年
の
み
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
同
年
三
月
十
日
に
鳥
羽
上
皇
が
出
家
︑
十
月
二
十
六
日
に
皇
太
子
体
仁
親

王
の
着
袴
の
儀
が
行
わ
れ
︑
十
二
月
七
日
に
は
崇
徳
天
皇
が
皇
太
子
体
仁
親
王
に
譲
位
︑

同
月
二
十
七
日
に
近
衛
天
皇
の
即
位
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
永
万
元
年
に
お
い
て
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は
︑
六
月
十
七
日
に
立
太
子
定
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
同
月
二
十
五
日
に
俄
に
譲
位

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
急
遽
親
王
宣
下
を
蒙
り
︑
立
太
子
さ
れ
た
順
仁
親
王
が
︑
同

日
践
祚
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
順
仁
親
王
が
皇
太
子
と
し
て
着
袴
の
儀
を
行
う
こ
と
は
︑

時
間
的
に
み
て
ま
ず
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
九
条
本
奥
題
で
は
冒
頭
の
二
文
字
が
闕
け
て
い
る
が
︑
そ
の
残
画
は
﹁
永
治
﹂

の
も
の
と
み
て
矛
盾
し
な
い
︒

以
上
に
よ
り
︑
九
条
本
﹃
即
位
装
束
絵
図
﹄
は
︑
某
記
永
治
元
年
別
記
の
一
部
を
構
成

し
て
い
た
と
推
定
し
て
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑﹃
即
位
装
束
絵
様
﹄

全
体
の
祖
本
が
某
記
永
治
元
年
別
記
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
米
田
氏
の
紹
介

に
よ
れ
ば
︑
分
林
家
本
﹃
御
即
位
御
装
束
之
図
﹄
に
は
︑

同
十
二

(元
祿
)

年
九
�
舊
記
一
覽
之
�
︑
考
之
處
︑
此
圖
︑
永
治
綾
卽
位
之
圖
也
︑
爲
後
勘

重
記
之
︑
氏
辰

と
の
奥
書
が
あ
る
が
︑
こ
の
紀
氏
辰
の
考
証
は
的
を
射
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
た

だ
︑
米
田
氏
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
の
論
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
甚
だ
残

念
な
こ
と
で
あ
る
︒

残
る
問
題
は
︑
そ
の
某
記
と
は
誰
の
日
記
で
あ
っ
た
の
か
︑
で
あ
る
が
︑
奥
題
冒
頭
部

の
右
側
に
付
さ
れ
た
﹁
□
記
也
﹂
と
い
う
傍
書
の
一
字
目
は
︑
そ
の
残
画
す
ら
確
認
で
き

ず
︑
残
念
な
が
ら
判
読
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
何
と
か
こ
の
日
記
の
記
主
を

特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
︑
別
の
論
拠
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
︒

九
条
本
﹃
即
位
装
束
絵
図
﹄
の
奥
題
か
ら
の
追
究
が
こ
れ
以
上
は
困
難
と
な
る
と
︑
ま

ず
は
基
本
に
立
ち
か
え
り
︑
﹃
即
位
装
束
絵
様
﹄
自
体
の
内
容
か
ら
そ
の
記
主
を
探
っ
て

い
く
し
か
あ
る
ま
い
︒
た
だ
︑
少
し
で
も
年
次
比
定
や
記
主
の
特
定
の
手
が
か
り
と
な
る

よ
う
な
点
は
︑
ほ
と
ん
ど
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
考
察
の
対
象
と
す

る
の
も
︑
す
で
に
米
田
氏
に
よ
っ
て
論
及
さ
れ
て
い
る
注
記
で
あ
る
が
︑
米
田
氏
は
年
次

推
定
の
一
助
と
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
記
述
内
容
か
ら
記
主
像
を
探
っ
て

い
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
︑
愚
見
を
述
べ
て
い
き
た
い
︒

狩
野
亨
吉
氏
蒐
集
古
文
書
﹃
礼
服
図
﹄
を
除
く
Ⅰ
応
安
奥
書
本
系
統
の
諸
本
︑
お
よ
び

Ⅱ
九
条
本
﹃
即
位
装
束
絵
図
﹄
に
は
﹁
諸
臣
正
冠
圖
﹂
と
題
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
が
︑

﹁
正
一
位
﹂
か
ら
﹁
從
五
位
下
﹂
の
正
冠
図
が
列
挙
さ
れ
た
の
に
続
く
二
図
は
﹁
嘉
承
二

年
十
一
�

〔二
〕

一
日

綾
卽
位
自
內
大
臣
綾
許
�
借
給
�
形
｣・
｢同
冠
後
形
﹂
と
さ
れ
て
い

る(
)

︒
こ
れ
は
︑
嘉
承
二
年

(一
一
〇
七
)

十
二
月
一
日
に
行
わ
れ
た
鳥
羽
天
皇
の
即
位
礼
に
お
い
て
︑
当

34時
内
大
臣
で
あ
っ
た
源
雅
実
の
許
か
ら
借
り
た
正
冠
の
前
形
と
後
形
で
あ
る
︑
と
の
意
と

と
る
の
が
最
も
素
直
な
解
釈
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
や
や
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
︑
貸

し
手
︵
雅
実
︶
は
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
借
り
手
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
が
︑
こ
れ
は
記
主
に
と
っ
て
は
記
さ
ず
と
も
自
明
の
人
物
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
貸
し
手
の
側
︵﹁
內
大
臣
綾﹅

許
﹂︶
だ
け
で
は
な
く
借
り
手
の
側
に
も
敬
意
を
は

ら
っ
て
い
る
︵﹁
�
借
給﹅

﹂︶
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
記
主
に
と
っ
て
主
人
あ
る
い
は

尊
属
に
当
た
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

す
な
わ
ち
︑
鳥
羽
天
皇
の
即
位
礼
に
際
し
て
源
雅
実
よ
り
正
冠
を
借
用
し
た
人
物
か
ら

み
て
家
司
の
如
き
立
場
に
あ
っ
た
者
︑
あ
る
い
は
そ
の
人
物
の
子
孫
こ
そ
が
︑
某
記
永
治

元
年
別
記
の
記
主
の
最
有
力
候
補
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
雅
実
よ
り
正
冠
を
借
用
し
た

人
物
を
特
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
︑
当
時
内
大
臣
で
正
二
位
で
あ
っ
た
雅
実
と

そ
れ
ほ
ど
官
位
が
隔
た
っ
て
い
な
い
人
物
と
み
る
べ
き
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
借
用
の

目
的
が
実
際
に
着
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
参
考
用
で
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
あ
ま
り

に
官
位
が
隔
た
っ
て
い
て
は
用
を
な
さ
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
嘉
承
二

年
と
永
治
元
年
と
の
公
卿
の
構
成
を
考
え
る
と
︑
筆
者
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
︑
嘉
承
二
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年
に
正
冠
を
借
用
し
た
人
物
と
は
︑
当
時
摂
政
右
大
臣
で
正
二
位
で
あ
っ
た
藤
原
忠
実
で

あ
り
︑
そ
し
て
そ
の
息
で
︑
永
治
元
年
に
内
大
臣
で
正
二
位
で
あ
っ
た
藤
原
頼
長
こ
そ
が

某
記
永
治
元
年
別
記
の
記
主
で
あ
る
︑
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
︒
次
に
そ
の
よ
う
に
推
測
す
る
論
拠
を
述
べ
て
ゆ
こ
う
︒

三

『
台
記
別
記
﹄
の
可
能
性
を
探
る

藤
原
頼
長
は
︑
近
衛
天
皇
の
元
服
を
翌
年
に
ひ
か
え
た
久
安
五
年

(一
一
四
九
)

に
は
︑﹁
冠
集
﹂
と

名
付
け
た
﹁
綾
元
�
日
記
類
聚
﹂
を
読
み
︑
﹁
綾
元
�
殿
上
・
地
下
裝
束
圖
﹂
を
作
り
︑

﹁
天
子
冠
禮
儀
�
﹂
と
名
付
け
た
次
第
を
作
成
す
る
な
ど
︑
ま
さ
に
寝
食
を
忘
れ
て
近
衛

天
皇
の
元
服
儀
に
備
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
こ
れ
は
︑
中
御
門
家
旧
蔵
の
﹃
台

記(
)

﹄
に
の
み
存
し
︑
流
布
本
に
は
み
ら
れ
な
い
記
事
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
久
安
五
年
部
分

35を
掲
げ
て
お
こ
う
︒

久
安
五
年
十
�
六
日
︑
甲
寅
︑
傳
聞
︑
公
卿
參
仗
座
︑
定
明
年
可
行
綾
元
�
否
事
︑

具
別
記
︑

廿
三
日
︑
辛
未
︑
入
夜
�
成成
隆
問
疾
間
可
奉
仕
上
壽
否
�
宗
輔
卿
︑

十
一
�
一
日
︑己卯
︑
余
初
讀
綾
元
�
日
記
類
聚
︑

七
日
︑乙酉
︑

申
剋
爲
見
入
內
人
可
候
之
�
︑
向
東
三
條
︑
右
大
將
・
右
武
衞
來
會
︑

�
作
綾
元
�
殿
上
・
地
下
裝
束
圖
︑
秉
燭
歸
家
︑

十
二
�
十
日
︑戊午
︑
讀
綾
元
�
類
聚
了
︑
名
曰
冠
集
︑
巳
剋
作
始
同
�
第
︑

十
二
日
︑庚申
︑

未
剋
外
記
來
示
余
曰
︑
明
日
荷
�
定
如
何
︑
議
曰
︑
依
忌
�
不
能
參

入
︑
卽
�
件
外
記
示
可
被
定
申
由
�
右
相
公
︑
以
子
一
剋
作
綾
元
�
�
後
宴
賀
表
�

第
了
︑
依
例
�
老
子
︑

十
七
日
︑乙丑
︑
自
今
日
成成
佐
讀
冠
集
︑
余
見
�
第
︑
加
入
改
正
︑

廿
四
日
︑壬申
︑
改
正
�
第
之
間
︑
不
就
寢
︑

廿
五
日
︑癸酉
︑

未
剋
改
正
�
第
了
︑
名
曰
天
子
冠
禮
儀
�
︑
今
日
未
剋
初
飡
︑
改
正

�
第
之
間
︑
已
�
寢
⻝
︑
範
家
傳
仰
云
︑
可
奉
仕
理
髪
者
︑
法
皇
手
車
歟
︑
入
內
出

車
二
兩
︑
�
驅
・
出
車
共
︑
衞
府
・
諸
司
二
分
等
皆
令
催
︑
件
等
事
仰
顯
�
了
︑
若

�
�
卻
事
可
示
︑
驚
在
報
奏
�
悅
狀
︑

廿
九
日
︑丁丑
︑

自
宇
治
賜
綾
書
曰
︑
雖
推
量
無
暇
︑
未
見
汝
練
步
之
樣
︑
綾
元
�
日

若
�
失
�
︑
�
身
�
恨
︑
明
日
可
來
︑
爲
見
練
樣
也
者
︑

卅
日
︑戊寅
︑

辰
剋
參
宇
治
︑
先
�
堂
上
練
步
︑
�
�
宛
�
練
步
︑
仰
曰
︑
雖
非
優
美

不
�
見
苦
云
々
︑

こ
こ
に
み
え
る
﹁
冠
集
﹂︵
＝
﹁
綾
元
�
日
記
類
聚
﹂
)・
｢綾
元
�
殿
上
・
地
下
裝
束
圖
﹂

に
関
す
る
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
︑﹁
天
子
冠
禮
儀
�
﹂
に
つ
い
て
は
︑
管
見
の
限
り
で

は
現
在
︑
次
の
よ
う
な
写
本
が
確
認
で
き
る
︒

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
﹃
天
子
冠
礼
儀
注
﹄
一
帖(

)
36

九
条
本
﹃
天
皇
御
元
服
次
第
﹄
一
帖(

)
37

菊
亭
家
所
蔵
本
﹃
御
元
服
記
﹄
一
巻(

)
38

高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
﹃
天
子
冠
礼
儀
注
﹄
一
冊(

)
39

平
松
文
庫
本
﹃
天
子
冠
礼
儀
注
﹄
一
冊(

)
40

こ
の
中
に
完
本
は
存
在
し
な
い
が
︑
幸
い
に
も
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
全
体
を
復
原
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
︒
内
容
上
は
︑﹃
台
記
別
記
﹄
中
の
﹃
冠
記
中
﹄
と
非
常
に
よ
く
似
た
表

現
を
多
く
見
出
せ
る
こ
と
が
︑
そ
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
︒
頼
長
は
﹃
冠
記
中
﹄
を

記
す
に
当
た
り
︑
恐
ら
く
こ
の
﹃
天
子
冠
礼
儀
注
﹄
を
頻
繁
に
参
照
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
は
さ
て
お
き
︑
こ
こ
で
は
︑
残
念
な
が
ら
詳
細
は
不
明
な
が
ら
も
︑
頼
長
が
﹁
綾
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元
�
殿
上
・
地
下
裝
束
圖
﹂
も
作
成
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
近
衛

天
皇
の
元
服
儀
に
際
し
て
︑
頼
長
は
部
類
記
や
次
第
・
別
記
だ
け
で
な
く
︑
装
束
の
図
も

作
成
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
頼
長
が
即
位
礼
に
関
す
る
別
記
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
す
る
史
料
も

存
す
る
︒
そ
れ
は
永
治
元
年
よ
り
約
半
世
紀
ほ
ど
後
の
史
料
に
な
る
が
︑﹃
明
月
記
﹄

建
久
九
年

(一
一
九
八
)

二
月
二
十
二
日
条
・
二
十
七
日
条
に
︑

廿
二
日
︑
午
時
計
參
北
小
路
殿
︑
給
宇
治
左
府
綾
別
記
︑綾
卽
位
︑
見
之
多
散
不
審
了
︑

其
奥
�
畫
圖
等
︑
彼
日
物
具
等
之
體
也
︑
申
時
計
�
出
︑

廿
七
日
︑
申
時
計
參
大
臣
殿
︑
綾
卽
位
事
等
�
申
承
之
︑
台
記
小
々
抄
出
之
︑

と
あ
り(

)
︑
藤
原
定
家
が
藤
原
良
経
か
ら
﹁
宇
治
左
府
綾
別
記
綾
卽
位
︑
﹂
＝
﹁
台
記
﹂
を
給

41

わ
り
︑
こ
れ
を
抄
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
別
稿
で
︑
こ
の
時
期
の
定
家
の
書
写
活

動
は
︑
同
年
正
月
十
一
日
に
践
祚
し
た
土
御
門
天
皇
が
三
月
三
日
に
即
位
礼
を
行
う
の
に

備
え
た
も
の
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た(

)
が
︑
こ
の
記
事
に
よ
り
︑
頼
長
が
﹁
宇
治
左
府
綾

42

別
記
綾
卽
位
︑
﹂
な
る
即
位
関
係
の
別
記
を
残
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
︑
こ

こ
で
そ
れ
以
上
に
注
目
さ
れ
る
の
が
︑
そ
の
別
記
の
奥
に
画
図
等
が
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
彼

日
﹂
の
物
具
等
の
体
で
あ
っ
た
︑
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒﹃
即
位
装
束
絵
様
﹄

と
の
関
連
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
︑
そ
の
﹁
彼
日
﹂
と
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
る
の
か
︑

す
な
わ
ち
︑
ど
の
天
皇
の
即
位
礼
が
行
わ
れ
た
日
の
こ
と
で
あ
る
の
か
︑
で
あ
る
が
︑
こ

こ
で
頼
長
の
生
涯
︑
お
よ
び
そ
の
日
記
に
つ
い
て
︑
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
︒

藤
原
頼
長
は
︑
保
安
元
年

(一
一
二
〇
)

五
月
︑
と
き
の
関
白
藤
原
忠
実
の
次
男
と
し
て
誕
生
し
た
︒

天
承
元
年

(一
一
三
一
)

に
従
三
位
に
叙
さ
れ
︑
十
二
歳
に
し
て
早
く
も
公
卿
に
列
す
る
︒
翌
長
承
元
年

に
権
中
納
言
に
任
じ
ら
れ
︑
以
後
累
進
し
て
︑
久
安
五
年
に
は
左
大
臣
に
至
っ
た
︒
翌
久

安
六
年
に
は
︑
異
母
兄
忠
通
︵
と
き
に
摂
政
︶
に
対
抗
し
︑
養
女
多
子
を
元
服
し
た
ば
か

り
の
近
衛
天
皇
の
皇
后
と
す
る
︒
ま
た
︑
頼
長
を
偏
愛
し
て
い
た
父
忠
実
は
︑
同
年
に
忠

通
を
義
絶
し
︑
氏
長
者
の
地
位
を
奪
っ
て
頼
長
に
与
え
︑
さ
ら
に
そ
の
翌
仁
平
元
年
に
は
︑

関
白
忠
通
を
さ
し
お
い
て
頼
長
に
内
覧
の
宣
旨
が
与
え
ら
れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
忠
実
・
頼

長
と
忠
通
と
の
対
立
は
深
刻
化
し
て
い
く
が
︑
久
寿
二
年

(一
一
五
五
)

に
近
衛
天
皇
が
崩
御
す
る
と
︑

頼
長
の
内
覧
は
停
め
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
翌
保
元
元
年
七
月
に
鳥
羽
上
皇
が
崩
じ
る
と
︑

頼
長
は
崇
徳
上
皇
の
も
と
に
兵
を
集
め
︑
所
謂
保
元
の
乱
が
お
こ
る
︒
だ
が
︑
敗
れ
て
重

傷
を
負
い
︑
同
月
十
四
日
︑
落
ち
の
び
た
奈
良
の
地
で
︑
三
十
七
歳
に
て
そ
の
生
涯
を
終

え
た
︒

頼
長
の
日
記
は
︑
そ
の
極
官
が
左
大
臣
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
大
臣
の
唐
名
に
因
ん
で

﹃
台
記
』・
『槐
記
﹄
な
ど
と
称
さ
れ
︑
ま
た
︑
宇
治
の
地
と
縁
が
深
い
こ
と
に
も
よ
り
︑

﹃
宇
槐
記
』・
『宇
治
左
府
記
』・
『宇
左
記
﹄
な
ど
と
も
称
さ
れ
る
︒
日
次
記
の
他
︑﹃
台
記

別
記
﹄
な
ど
と
称
さ
れ
る
別
記
︑﹃
宇
槐
記
抄
』・
『宇
槐
雑
抄
﹄
な
ど
と
称
さ
れ
る
後
人

に
よ
る
抄
出
本
も
あ
り
︑
さ
ら
に
各
種
の
部
類
記
や
儀
式
書
に
多
く
の
逸
文
が
み
ら
れ
る(

)
︒

43

現
存
す
る
の
は
︑
管
見
に
よ
れ
ば
︑
途
中
闕
け
て
い
る
箇
所
も
多
い
が
︑
保
延
二

(
一
一
三
六
)

年(
)

か
ら

44

久
寿
二
年(

)
の
間
で
あ
る
︒

45

し
た
が
っ
て
︑
頼
長
の
生
存
期
間
中
に
即
位
礼
を
行
っ
た
の
は
︑
保
安
四
年
の
崇
徳
天

皇
︑
永
治
元
年
の
近
衛
天
皇
︑
久
寿
二
年
の
後
白
河
天
皇
の
︑
計
三
人
の
天
皇
と
い
う
こ

と
に
な
る
︒
だ
が
︑
頼
長
の
年
齢
を
考
慮
す
る
と
︑
彼
が
崇
徳
天
皇
の
即
位
礼
に
際
し
て

別
記
を
作
成
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
︒
と
す
れ
ば
︑
定
家
が
み
た
﹁
宇
治
左
府
綾
別
記

綾
卽
位
︑
﹂
と
は
︑
永
治
元
年
か
久
寿
二
年
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
︑
現
存
す

る
﹃
台
記
別
記
﹄
に
即
位
に
関
す
る
も
の
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
︑﹃
台
記
﹄
全
体
を
み
て

も
︑
近
衛
天
皇
の
即
位
礼
当
日
の
記
事
と
し
て
は
︑
東
山
御
文
庫
本
﹃
御
即
位
行
幸
御
見

物
部
類
記
自
天
慶

至
文
永

(
)﹄

に
︑

46
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永
治
元
年
十
二
�
廿
七
日
宇
治
左
大
臣
記
云
︑
法
皇
無
綾
見
物
︑
威
院
�
陽
�
門
南

渥
綾
車

東
面
︑
綾
見
物
︑
公
卿
不
候
︑
殿
上
人
衣
冠
︑
供
奉
諸
司
守
�
第
旭
綾
車
�
之
間
︑

路
頭
數
剋
摑
馬
︑

と
そ
の
逸
文
が
み
え
る
の
み
で
あ
る
︒
後
白
河
天
皇
の
即
位
礼
が
行
わ
れ
た
久
寿
二
年
十

月
二
十
六
日
前
後
に
つ
い
て
は
日
次
記
が
現
存
し
て
い
る
も
の
の
︑
あ
る
程
度
の
分
量
が

存
す
る
当
日
の
記
事
で
す
ら
︑
即
位
礼
に
関
し
て
は
︑

今
日
無
風
雨
難
︑
天
子
卽
位
大
極
殿
︑
內
辨
太
政
大
臣
云
々
︑

と
い
う
︑
ご
く
短
い
記
述
に
留
ま
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
﹃
明
月
記
﹄
の
記
事
よ
り
︑
頼
長
が
永
治
元
年
か
久
寿
二

年
︑
あ
る
い
は
そ
の
両
方
の
即
位
礼
に
関
す
る
別
記
を
作
成
し
て
お
り
︑
し
か
も
そ
の
別

記
の
奥
に
は
︑
即
位
礼
当
日
の
物
具
等
の
体
を
画
い
た
画
図
等
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

確
実
と
い
え
よ
う
︒

こ
の
よ
う
に
頼
長
は
︑
様
々
な
儀
式
に
お
い
て
装
束
図
の
類
を
作
成
し
て
お
り
︑
そ
れ

は
確
実
に
即
位
礼
に
関
す
る
別
記
に
も
含
ま
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
状
況
証
拠

と
し
か
い
え
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
︑
前
節
の
考
察
と
合
わ
せ
て
︑
某
記
永
治
元
年
別
記

の
記
主
︑
す
な
わ
ち
﹃
即
位
装
束
絵
様
﹄
の
記
主
と
は
︑
藤
原
頼
長
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
︑
と
考
え
て
お
き
た
い
︒
も
し
こ
の
推
測
が
的
を
射
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
九
条
本
﹃
即

位
装
束
絵
図
﹄
の
奥
題
冒
頭
部
の
右
側
に
付
さ
れ
た
﹁
□
記
也
﹂
と
い
う
傍
書
は
︑﹁
台

記
也
﹂
あ
る
い
は
﹁
槐
記
也
﹂
な
ど
と
い
う
記
載
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
の
結
論
と
し
て
は
︑
﹃
即
位
装
束
絵
様
﹄
の
祖
本
は
︑
永
治
元
年
の
近
衛
天
皇
の

即
位
礼
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
某
記
永
治
元
年
別
記
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ

の
﹃
即
位
装
束
絵
様
﹄
は
︑
即
位
礼
に
用
い
ら
れ
た
調
度
・
装
束
な
ど
を
画
い
た
史
料
と

し
て
は
最
も
古
い
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
作
成
年
次
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
一
定

の
成
果
と
い
え
よ
う
︒

本
書
の
諸
本
の
中
で
は
︑
Ⅱ
九
条
本
が
唯
一
本
来
の
も
の
と
み
ら
れ
る
奥
題
を
保
存
し

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
も
っ
と
も
祖
本
に
近
い
内
容
を
と
ど
め
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
ま

た
同
本
は
︑
現
存
す
る
最
古
写
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
け
に
︑
冒
頭
部
が
闕
け
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
誠
に
惜
し
ま
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
書
を
分
析
す
る
に
当
た
っ
て

は
︑
全
体
と
し
て
は
内
容
が
完
備
し
て
い
る
と
思
し
い
Ⅰ
応
安
奥
書
本
系
統
の
諸
本
に
拠

り
つ
つ
︑
細
部
に
つ
い
て
は
Ⅱ
九
条
本
も
参
照
す
る
︑
と
い
っ
た
姿
勢
が
望
ま
し
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

だ
が
︑
さ
ら
に
諸
本
調
査
を
継
続
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
し
︑
残

念
な
が
ら
本
稿
で
は
︑
某
記
の
記
主
を
特
定
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
︒
一
応
︑
そ
の

記
主
と
は
藤
原
頼
長
で
あ
る
︑
つ
ま
り
某
記
と
は
﹃
台
記
﹄
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
て
お

い
た
が
︑
そ
の
他
の
可
能
性
も
含
め
︑
さ
ら
に
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
︒
ま
た
︑
本
書

の
中
心
は
何
と
い
っ
て
も
画
か
れ
た
諸
図
と
そ
の
注
で
あ
る
が
︑
そ
の
分
析
に
も
ほ
と
ん

ど
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
本
書
に
鎌
倉
期
ま
で
下
る
要
素
を
見
出
す
先
行
研

究
が
存
在
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
そ
の
分
析
に
際
し
て
は
︑
追
記
さ
れ
た
部
分
が
存

す
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
本
書
を
十
分
に
理
解
し
︑
活
用
し
て
い
く
に
は
︑
ま
だ
ま
だ
課
題
が
山

積
し
て
い
る
︑
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
が
︑
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
︒
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注(
�
)

後
掲
の
諸
写
本
に
付
さ
れ
た
按
文
な
ど
に
よ
り
︑
す
で
に
近
世
か
ら
疑
問
が
呈
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
近
代
以
降
で
は
︑
例
え
ば
岩
橋
小
彌
太
﹁
文
安
御
即
位
調
度

図
﹂︵
続
群
書
類
従
完
成
会
編
﹃
群
書
解
題
﹄
第
六
︿
続
群
書
類
従
完
成
会
︑
一
九
六
〇
年
﹀

の
公
事
部
所
収
︶
等
参
照
︒
な
お
︑
嘉
吉
四
年
が
文
安
元
年
に
改
元
さ
れ
た
の
は
二
月
の
こ

と
で
あ
る
か
ら
︑
奥
書
に
﹁
文
安
元
年
正
月
﹂
と
あ
る
の
は
不
審
で
あ
る
︑
と
の
議
論
が
あ

る
が
︑
こ
れ
は
こ
の
奥
書
が
改
元
後
に
遡
及
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
過

ぎ
ず
︑
他
に
も
類
例
が
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
点
を
特
に
不
審
と
す
る
必
要
は
あ
る

ま
い
︒

(
�
)

福
山
敏
男
﹁
大
極
殿
の
研
究

朝
堂
院
概
説
﹂︵﹃
福
山
敏
男
著
作
集
五

住
宅
建
築
の

研
究
﹄︿
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
一
九
八
四
年
﹀
所
収
︒
初
出
は
一
九
五
七
年
︶︒
以
下
︑
福

山
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
全
て
こ
の
論
考
に
よ
る
︒

念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
け
ば
︑
治
承
四
年

(一
一
八
〇
)

の
安
徳
天
皇
の
即
位
礼
に
お
い
て
は
︑
大
極

殿
以
下
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
に
紫
宸
殿
が
用
い
ら
れ
た
︒
以
後
︑
大
極
殿
は
再

建
さ
れ
ず
︑
即
位
礼
に
は
太
政
官
庁
や
紫
宸
殿
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

(
�
)

所
功
﹁
高
御
座
の
伝
来
と
絵
図
﹂︵﹃
京
都
産
業
大
学
世
界
問
題
研
究
所
紀
要
﹄
一
〇
︑

一
九
九
〇
年
︶
に
お
い
て
は
︑
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
の
高
御
座
に
関
す
る
注
記
と
︑

平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
記
録
・
儀
式
書
類
の
記
述
と
を
比
較
し
た
上
で
︑

今
の
と
こ
ろ
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
は
︑
平
安
後
期
よ
り
も
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か

ら
纏
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
し
︑
参
考
資
料
と
し
て
使
う
に
留
め
る
︒
む
し
ろ
︑
よ
り

確
か
な
手
懸
り
は
︑
前
述
の
﹃
大
内
裏
図
考
証
﹄
や
﹃
高
御
座
勘
物
﹄
に
も
引
か
れ
て

い
る
平
安
後
期
の
日
記
類
で
あ
る
︒

と
す
る
︒
し
か
し
︑
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
の
成
立
年
代
を
鎌
倉
時
代
ま
で
下
げ
て

し
ま
う
と
︑
何
故
に
同
書
で
は
即
位
礼
挙
行
の
場
が
大
極
殿
と
さ
れ
て
い
る
の
か
︑
全
く
説

明
不
能
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
︒
各
即
位
礼
に
つ
い
て
記
し
た
記
録
な
ど
が
一
次

史
料
と
し
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
全
て
の
即
位
礼
に
関

し
十
分
な
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
︑
福
山
氏
の
見
解
を
批
判
す
る
こ
と
な
く

し
て
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
の
成
立
を
鎌
倉
時
代
ま
で
下
げ
る
の
は
︑
あ
ま
り
に
も

早
計
に
過
ぎ
よ
う
︒
な
お
︑
所
氏
は
︑

『国
書
総
目
録
﹄
に
よ
れ
ば
︑
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
の
写
本
は
︑
内
閣
文
庫
に
二
本

︵
享
保
十
年
・
寛
政
三
年
写
︶︑
神
宮
文
庫
に
一
本
︵
寛
政
八
年
写
︶
︑
尊
経
閣
文
庫
に

一
本
︵
享
和
二
年
写
︶︑
種
久
邇
文
庫
に
一
軸
︑
東
大
史
料
編
纂
所
と
京
大
付
属
図
書

館
に
も
各
一
軸
あ
る
︒
絵
図
に
若
干
の
巧
拙
は
み
ら
れ
る
が
︑
本
奥
書
に
校
異
は
な
い
︒

と
す
る
︒﹁
種
久
邇
文
庫
﹂
と
あ
る
の
は
﹁
穂
久
邇
文
庫
﹂
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
誤
っ
た
も

の
と
し
て
︑
実
は
﹃
国
書
総
目
録
﹄
に
は
︑
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
他
に
も
︑
い
ず
れ
も

後
述
す
る
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
本
・
岩
手
県
立
図
書
館
本
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
ひ
と

ま
ず
お
く
と
し
て
も
︑
こ
こ
で
﹁
京
大
付
属
図
書
館
﹂
に
も
一
軸
あ
る
と
す
る
の
は
︑
同
目

録
に
﹁
京
大
︵
抄
︑
一
軸
︶﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
と
み
る
よ
り
他
に
な
い
で

あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
残
念
な
が
ら
筆
者
に
は
︑
京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
所
謂
﹃
文
安
御
即

位
調
度
図
﹄
の
写
本
が
蔵
さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
た
だ
︑

﹃
国
書
総
目
録
﹄
で
﹁
京
大
﹂
と
す
る
の
は
単
に
京
都
大
学
の
蔵
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と

を
示
す
に
過
ぎ
な
い
︒
つ
ま
り
必
ず
し
も
京
都
大
学
附
属
図
書
館
の
み
を
指
す
も
の
で
は
な

い
か
ら
︑
後
述
す
る
狩
野
亨
吉
氏
蒐
集
古
文
書
﹃
礼
服
図
﹄
か
︑
あ
る
い
は
京
都
大
学
文
学

部
本
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
を
指
す
可
能
性
も
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
京
都
大
学
附
属
図
書
館

情
報
サ
ー
ビ
ス
課
参
考
調
査
掛
に
確
認
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
︑
附
属
図
書
館
で
御
所
蔵
に
な

っ
て
い
る
の
は
群
書
類
従
本
の
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
の
み
で
︑﹃
国
書
総
目
録
﹄
に
記

載
さ
れ
て
い
る
の
は
文
学
部
本
と
考
え
ら
れ
る
旨
の
御
回
答
を
い
た
だ
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑

所
氏
が
﹁
東
大
史
料
編
纂
所
と
京
大
附
属
図
書
館
に
も
各
一
軸
あ
る
﹂
と
す
る
の
は
︑
﹁
東

大
史
料
編
纂
所
と
京
大
文
学
部
に
も
各
一
軸
あ
る
﹂
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
︵
も
し
群
書

類
従
本
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
︑
﹁
一
軸
﹂
で
は
な
く
﹁
一
冊
﹂
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で

あ
る
︶︒

ま
た
︑
川
本
重
雄
﹁
天
皇
の
座

袂
袒
高
御
座
・
倚
子
・
大
床
子
・
平
敷
袂
袒
﹂
︵﹃
家
具

道
具
室
内
史
﹄
創
刊
号
︑
二
〇
〇
九
年
︶
で
は
︑

鎌
倉
時
代
の
﹁
文
安
即
位
調
度
図
﹂︵
図
�
︶
は
︑
高
御
座
の
形
態
を
知
る
上
で
欠
か
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せ
な
い
史
料
で
あ
る
︒

と
︑
そ
の
史
料
的
価
値
を
高
く
評
価
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
同
書
自
体
に
つ
い
て
は
何
の
論

拠
も
示
す
こ
と
な
く
﹁
鎌
倉
時
代
の
﹂
も
の
と
し
て
い
る
︒
成
立
年
代
に
議
論
の
あ
る
史
料

だ
け
に
︑
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
論
拠
を
明
示
し
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

さ
ら
に
平
城
宮
跡
・
長
岡
宮
跡
よ
り
出
土
し
た
宝
幢
遺
構
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
の

中
で
論
及
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
︑
吉
川
真
司
﹁
長
岡
宮
時
代
の
朝
廷
儀
礼

袞
宝
幢
遺
構
か

ら
の
考
察
袞
﹂︵﹃
年
報

都
城
﹄
一
〇
︑
一
九
九
九
年
︶
な
ど
が
あ
る
が
︑
所
謂
﹃
文
安
御

即
位
調
度
図
﹄
全
体
の
性
格
や
そ
の
諸
写
本
の
系
統
に
つ
い
て
追
究
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど

み
ら
れ
な
い
︒
た
だ
近
年
︑
山
本
崇
﹁
平
安
時
代
の
即
位
儀
と
そ
の
儀
仗

袞
文
安
御
即
位

調
度
図
考
袞
﹂︵﹃
立
命
館
文
学
﹄
六
二
四
︑
二
〇
一
二
年
︶
が
︑
平
安
時
代
の
各
即
位
礼
に

お
け
る
儀
仗
の
変
遷
を
中
心
と
し
た
分
析
を
も
と
に
︑

調
度
図
の
図
像
は
︑
現
在
知
り
得
る
平
安
時
代
の
即
位
儀
の
文
献
史
料
に
よ
る
限
り
︑

二
条
天
皇
の
保
元
度
即
位
式
の
儀
仗
を
も
と
に
︑
描
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ

る
︒
さ
ら
に
︑
福
山
敏
男
が
指
摘
し
た
﹁
摂
政
座
﹂
が
記
さ
れ
る
こ
と
を
重
視
す
る
な

ら
ば
︑
調
度
図
の
原
本
は
︑
保
元
度
の
新
儀
を
踏
ま
え
︑
次
の
天
皇
た
る
六
条
天
皇
の

永
万
度
即
位
式
に
際
し
て
︑
そ
の
準
備
か
︑
あ
る
い
は
儀
仗
の
確
認
等
の
目
的
で
用
い

ら
れ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

と
論
じ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
︒
こ
の
論
考
で
は
︑
福
山
氏
の
見
解
も
考
慮
さ
れ
︑
ま
た
︑

﹁
現
在
知
り
得
る
平
安
時
代
の
即
位
儀
の
文
献
史
料
に
よ
る
限
り
﹂
と
の
限
界
も
踏
ま
え
ら

れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
諸
本
の
書
誌
的
な
考
察
は
︑
決
し
て
十

分
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(
�
)

米
田
雄
介
﹁
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
五
一
六
︑
一

九
九
一
年
︶︒
以
下
︑
米
田
氏
の
見
解
に
論
及
す
る
場
合
に
は
全
て
こ
の
論
考
に
よ
る
︒

(
�
)

壬
生
本
﹃
御
即
位
定
記
並
絵
図
﹄︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︒
函
架
番
号
五
一
二
袞
二
六

七
で
全
三
点
︶
の
う
ち
の
一
巻
︒
茶
色
の
表
紙
に
後
西
天
皇
宸
筆
で
︑

綾
卽
位
綾
裝
束
繪
樣

と
の
外
題
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
表
紙
見
返
し
と
第
一
紙
の
紙
縫
部
︑
お
よ
び
後
掲
の
奥
書
①

と
奥
書
②
の
間
に
印
文
﹁
�
曆
﹂
の
方
形
朱
印
が
各
一
顆
捺
さ
れ
て
い
る
︒
巻
末
に
次
の
よ

う
な
二
つ
の
奥
書
が
あ
る
︒

①
以
左
大
�
�
治
本
書
寫
畢
︑隆
昌

寫
之
︑

應
安
六
年

(一
三
七
三
)

三
�

日

②
萬
治
元
年

(一
六
五
八
)

十
二
�
六
日
依
天
氣
書
寫
之
了
︑

權
中
�
言
�
原
�
�

こ
の
う
ち
奥
書
②
は
︑
本
書
自
体
の
書
写
奥
書
と
み
て
よ
い
︒
す
な
わ
ち
︑
万
治
元
年
に
後

西
天
皇
の
意
向
に
よ
り
︑
清
閑
寺
�
房
が
書
写
し
た
写
本
で
あ
り
︑
後
西
天
皇
旧
蔵
本
で
あ

る
︒
そ
れ
が
い
ず
れ
か
の
時
点
に
お
い
て
︑
恐
ら
く
は
祖
本
が
小
槻
兼
治
の
所
持
本
で
あ
っ

た
こ
と
に
よ
り
︑
壬
生
家
に
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

応
安
四
年
に
践
祚
し
た
後
円
融
天
皇
の
即
位
礼
は
同
七
年
に
挙
行
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
奥

書
①
に
み
え
る
同
六
年
の
書
写
は
︑
こ
れ
に
備
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

本
書
に
つ
い
て
は
︑
別
に
カ
ラ
ー
図
版
と
し
て
そ
の
全
体
の
写
真
を
掲
げ
て
お
い
た
の
で
︑

そ
ち
ら
も
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
︒

な
お
︑
壬
生
本
﹃
御
即
位
定
記
並
絵
図
﹄
の
残
り
二
点
は
﹃
西
礼
即
位
清
凉
殿
図
﹄
一
鋪

と
﹃
御
手
水
次
第
﹄
一
通
で
あ
る
が
︑
附
属
す
る
旧
包
紙
の
記
載
に
よ
り
︑
や
は
り
壬
生
本

の
﹃
光
厳
天
皇
御
即
位
定
記

文
和
二
﹄︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︒
函
架
番
号
四
一
三
袞
六

二
二
で
全
一
巻
︶
も
包
紙
を
同
じ
く
し
て
伝
来
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

宮
内
庁
書
陵
部
編
﹃
和
漢
図
書
分
類
目
録

下
﹄︵
一
九
五
三
年
︶
で
は
こ
の
記
録
に
つ
い

て
︑
記
主
を
加
茂
定
秀
と
し
︑
そ
の
自
筆
本
と
す
る
が
︑
記
主
﹁
予
﹂
は
︑﹁
長
者
殿
﹂
小

槻
匡
遠
と
同
車
し
て
参
陣
す
る
な
ど
し
て
お
り
︑
匡
遠
に
近
い
人
物
と
み
ら
れ
︑
年
齢
な
ど

よ
り
み
て
匡
遠
の
息
量
実
の
記
録
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
︑
文
和
二
年

(一
三
五
三
)

の
即
位
定
に

関
す
る
記
録
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
︑
光
厳
天
皇
で
は
な
く
後
光
厳
天
皇
の
即
位

に
際
し
て
の
記
録
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
以
上
の
よ
う
な
点
は
︑
近
く
登
録
変
更
を
行
っ
て

訂
正
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
︒

(
�
)

東
山
御
文
庫
所
蔵
︒
勅
封
番
号
一
四
二
袞
四
七
で
全
一
巻
︒
茶
色
の
表
紙
に
打
付
で
︑
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綾
卽
位
綾
裝
束
繪
樣

と
の
外
題
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
は
後
西
天
皇
宸
筆
と
思
わ
れ
る
︒
末
尾
に
︑

以
左
大
�
�
治
本
書
寫
畢
︑隆
昌

寫
之
︑

應
安
六
年
三
�

日

と
︑
壬
生
本
﹃
御
即
位
御
装
束
絵
様
﹄
の
奥
書
①
と
同
様
の
本
奥
書
を
有
す
る
︒

(
�
)

東
山
御
文
庫
所
蔵
︒
勅
封
番
号
一
六
七
袞
一
三
で
全
一
巻
︒
包
紙
に
左
記
の
如
き
記
載

が
あ
る
︒

卽
位
器
�
圖
式

外
題
や
奥
書
は
な
い
が
︑
内
容
は
壬
生
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
﹃
御
即
位
御
装
束
絵
様
﹄
と

ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
の
で
︑
恐
ら
く
こ
の
三
本
は
親
本
を
同
じ
く
す
る
兄
弟
本
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑﹃
国
書
総
目
録
﹄
で
は
︑
成
簣
堂
文
庫
の
所
蔵
と
し
て
﹃
即
位
器
眼
図
﹄
二
巻
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
眼
﹂
字
と
﹁
服
﹂
字
と
は
混
同
さ
れ
や
す
い
か
ら
︑
こ
れ
も
東
山

御
文
庫
本
﹃
即
位
器
服
図
式
﹄
と
同
系
統
の
写
本
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
︑
成
簣
堂
文
庫
本

を
蔵
す
る
財
団
法
人
石
川
文
化
事
業
財
団
お
茶
の
水
図
書
館
に
て
実
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
︒

そ
の
結
果
︑
同
書
は
︑
茶
色
渋
引
き
の
表
紙
に
打
付
で
︑

卽
位
器
�
圖

第
二

と
の
外
題
が
記
さ
れ
た
巻
子
本
一
巻
で
あ
り
︑
や
は
り
﹃
国
書
総
目
録
﹄
記
載
の
書
名
は
︑

﹁
�
﹂
字
を
﹁
眼
﹂
字
と
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
巻
尾
に
は
︑

弘
�
四

(一
八
四
七
)丁

未

年
七
�
傳
寫
︑

源

弘
葦

と
の
奥
書
が
あ
り
︑
弘
化
四
年
九
月
に
は
孝
明
天
皇
の
即
位
礼
が
挙
行
さ
れ
る
の
で
︑
本
書

の
書
写
は
こ
れ
に
備
え
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
そ
の
内
容
は
︑
前
半
が
﹁
人
臣
禮
�

圖
﹂︑
後
半
が
﹁
地
下
禮
�
﹂
を
画
い
た
も
の
で
︑
各
図
に
付
さ
れ
た
注
記
な
ど
を
み
て
も
︑

東
山
御
文
庫
本
﹃
即
位
器
服
図
式
﹄
と
は
全
く
内
容
の
異
な
る
写
本
で
あ
っ
た
︒

(
�
)

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
の
狩
野
亨
吉
氏
蒐
集
古
文
書
の
う
ち
︒
函
架
番
号
二
一
〇

で
全
一
巻
︒
巻
尾
に
︑

以
左
大
�
�
治
本
書
寫
畢
︑隆
昌

寫
之
︑

應
安
六
年
三
�

と
︑
壬
生
本
・
東
山
御
文
庫
本
の
﹃
御
即
位
御
装
束
絵
様
﹄
と
ほ
ぼ
同
様
の
本
奥
書
を
有
す

る
が
︑
大
幅
な
抜
書
本
で
あ
る
︒

(
�
)

米
田
雄
介
﹁
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
に
つ
い
て
﹂
︵
前
掲
︶︑
お
よ
び
次
節
参
照
︒

(

)

彰
考
館
文
庫
員
纂
補
﹃
彰
考
館
図
書
目
録
﹄︵
彰
考
館
文
庫
︑
一
九
一
八
年
︶
の
寅
部
︑

10職
官
所
掲
︵
二
一
一
頁
︶
で
︑
函
架
番
号
は
七
︒
全
一
巻
で
︑
同
目
録
に
は
︑﹁
�
原
光
忠

眞
跡
寫
｣・
｢尾
云
�
安
元
年
正
�
書
寫
�
原
光
忠
�
﹂
と
あ
る
︒
今
回
︑
徳
川
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
の
彰
考
館
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ル
ー
ム
に
て
︑
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
さ
れ
た
画
像
を
閲
覧

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
︑
表
紙
は
あ
る
も
の
の
外
題
は
な
い
︒
第
一
紙
右
下
に
印
文
﹁
位
考

館
﹂
の
瓢
簞
形
朱
印
一
顆
が
あ
る
︒
巻
尾
に
︑

�
安
元
年
正
�
令
書
寫
之
了
︑

�
原
光
忠
︵
�
押
︶

と
の
奥
書
が
あ
り
︑
前
掲
の
目
録
で
は
︑
こ
れ
を
藤
原
光
忠
の
書
写
奥
書
と
み
な
し
て
い
る

如
く
で
あ
る
︒
画
像
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
限
り
に
お
い
て
は
︑
確
か
に
そ
の
可
能
性

も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
も
そ
も
諸
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
﹁
�
原
光
忠
﹂

に
該
当
す
る
可
能
性
の
あ
る
人
物
は
葉
室
光
忠
の
他
に
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
り
︑
し
か

る
に
彼
は
文
安
元
年
当
時
ま
だ
四
歳
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
奥
書
の
内
容
自
体
に
問
題
が

残
る
︒
ま
た
︑
画
像
の
み
で
原
本
を
実
見
し
て
お
ら
ず
︑
さ
ら
に
同
本
を
全
体
と
し
て
評
価

す
る
必
要
も
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
で
速
断
す
る
の
は
避
け
た
い
︒
も
っ
と
も
︑
同
本
が
Ⅲ
文
安

奥
書
本
系
統
①
に
属
す
る
諸
本
の
中
で
最
古
写
本
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

(

)

平
田
本
﹃
御
即
位
御
調
度
方
幷
調
進
物
﹄
︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︒
函
架
番
号
五
一
六

11袞
二
七
七
で
全
二
巻
︶
の
う
ち
︒
灰
色
が
か
っ
た
紺
色
の
表
紙
に
打
付
で
︑

綾
卽
位
綾
�
芦
方

と
の
外
題
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
右
上
の
小
貼
紙
に
朱
で
︑

綾
卽
位

と
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
外
題
右
下
の
貼
紙
に
左
記
の
如
き
記
載
が
あ
る
︒

綾
卽
位
綾
�
芦
方
幷

�
�
物
二
卷
ノ
內
︑
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遊
紙
で
あ
る
第
一
紙
と
本
文
第
一
紙
と
の
紙
縫
部
に
︑
上
か
ら
印
文
﹁
中
原
﹂
の
陰
刻
方
形

朱
印
︑
印
文
﹁
圖
書
／
寮
印
﹂
の
方
形
朱
印
︑
お
よ
び
印
文
﹁
出
／
�
﹂
の
菱
形
朱
印
各
一

顆
が
あ
る
が
︑
出
納
平
田
家
の
本
姓
は
中
原
で
あ
る
︒
巻
末
に
︑

�
安
元
年
正
�
令
書
寫
之
了
︑

�
原
光
忠
︵
�
押
影
︶

と
の
本
奥
書
が
あ
る
が
︑
こ
の
本
奥
書
に
み
え
る
花
押
影
は
︑
彰
考
館
本
の
奥
書
に
み
え
る

花
押
︵
影
か
︶
に
か
な
り
類
似
し
て
い
る
︒

(

)

斎
宮
歴
史
博
物
館
所
蔵
で
全
一
巻
︒
表
紙
に
打
付
で
︑

12

綾
卽

�
安

位
綾
�
芦
之
圖

と
の
外
題
が
あ
る
︒
巻
末
に
は
︑

�
安
元
年
正
�
令
書
寫
了
︑

�
原
光
忠
︵
�
押
影
︶
�
體

如
此
︑

と
の
本
奥
書
が
あ
る
が
︑
こ
こ
に
み
え
る
花
押
影
も
︑
平
田
本
本
奥
書
の
花
押
影
と
同
様
に
︑

彰
考
館
本
の
奥
書
に
み
え
る
花
押
︵
影
か
︶
に
類
似
し
て
い
る
︒
な
お
︑
斎
宮
歴
史
博
物
館

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
︑
本
紙
部
分
の
み
で
は
あ
る
が
︑
本
書
全
体
の
画
像
が
公
開
さ
れ
て

い
る
︒

(

)

今
回
は
残
念
な
が
ら
実
見
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
︑
米
田
雄
介
﹁
所
謂
﹃
文
安

13御
即
位
調
度
図
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
前
掲
︶
に
よ
れ
ば
︑
次
の
如
き
三
つ
の
奥
書
が
あ
る
︒

①
�
安
元
年
正
�
令
書
寫
了
︑

�
原
光
忠
︵
�
押
影
︶

②
此
一
卷
︑
不
知
記
者
幷
時
代
︑
不
慮
披
見
之
間
︑
令
書
寫
之
︑
重
而
可
勘
之
者
也
焉
︑

元
祿
十
年

(一
六
九
七
)

十
�
中
澣

左
官
掌
右
衞
門
少
尉
紀
氏
辰

③
同
十
二
年
九
�
舊
記
一
覽
之
�
︑
考
之
處
︑
此
圖
︑
永
治
綾
卽
位
之
圖
也
︑
爲
後
勘
重

記
之
︑
氏
辰

(

)

穂
久
邇
文
庫
所
蔵
︒
勢
多
家
︵
本
姓
中
原
氏
︶
旧
蔵
本
で
全
一
巻
︒
表
紙
に
打
付
で
︑

14

�
安
綾
卽
位
�
芦
圖

と
の
外
題
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
第
一
紙
左
上
に
印
文
﹁
家
世
�
法
儒
／
中
原
氏
圖
書
﹂
の
方

形
朱
印
一
顆
が
あ
る
︒
第
十
九
紙
奥
に
は
︑

�
安
元
年
正
�
令
書
寫
了
︑

�
原
光
忠
︵
�
押
影
︶

と
の
本
奥
書
が
あ
り
︑
第
二
十
紙
に
は
︑

�
和
元
年

(一
七
六
四
)

十
一
�
令
人
書
寫
畢
︑

從
五
位
上
行
左
衞
門
大
尉
�
�
法
�
士
中
原
伊
純

(
印
Ａ
︶︵
印
Ｂ
︶

と
の
書
写
奥
書
が
あ
る
︒
印
Ａ
は
︑
印
文
﹁
勢
多
／
藏
書
／
之
伊
﹂
の
方
形
朱
印
一
顆
で
︑

勢
多
章
甫
の
蔵
書
印
と
み
ら
れ
て
い
る
︒
印
Ｂ
は
︑
印
文
が
右
上
か
ら
反
時
計
回
り
に
﹁
中

伊
／
純
印
﹂
で
あ
る
方
形
朱
印
一
顆
で
︑
第
一
紙
の
﹁
家
世
�
法
儒
／
中
原
氏
圖
書
﹂
印
と

共
に
勢
多
章
純
の
蔵
書
印
と
み
ら
れ
て
い
る
︒
宮
内
庁
書
陵
部
編
﹃
図
書
寮
叢
刊

書
陵
部

蔵
書
印
譜

上
﹄︵
明
治
書
院
︑
一
九
九
六
年
︶
等
参
照
︒

(

)

い
ま
︑
御
歌
所
本
﹃
群
書
類
従
﹄
︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︒
函
架
番
号
Ｂ
三
袞
一
で
全

15六
百
六
十
七
冊
︶
巻
九
十
二
所
収
の
も
の
に
よ
る
が
︑
彩
色
が
な
い
点
が
他
の
諸
本
の
多
く

と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
︒
末
尾
に
次
の
二
つ
の
奥
書
が
あ
る
︒

①
�
安
元
年
正
�
令
書
寫
了
︑

�
原
光
忠

②
右
�
安
綾
卽
位
�
芦
圖
一
卷
︑
以
松
岡
辰
方
本
書
寫
︑
�
一
�
畢
︑

(

)

国
立
公
文
書
館
所
蔵
︒
函
架
番
号
一
四
五
袞
七
九
七
で
全
一
冊
︒
や
や
黒
ず
ん
だ
茶
色

16渋
引
き
の
表
紙
左
に
打
付
で
︑
次
の
よ
う
な
外
題
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

�
安
綾
卽
位
�
芦

完

第
一
丁
表
の
書
出
部
に
は
︑

�
安
綾
卽
位
�
芦

と
の
首
題
が
あ
る
︒
第
一
丁
表
右
上
に
は
印
文
﹁
坊
城城
藏
書
﹂
の
陰
刻
方
形
朱
印
が
一
顆
︑

そ
の
直
ぐ
左
と
第
十
五
丁
裏
の
中
央
や
や
左
︑
そ
れ
に
裏
表
紙
見
返
し
の
中
央
や
や
下
に
印

文
﹁
內
閣
／
�
庫
﹂
の
方
形
朱
印
が
各
一
顆
︑
そ
れ
に
第
一
丁
表
右
下
に
は
印
文
﹁
坊
城城
／

俊
將
﹂
の
方
形
朱
印
一
顆
が
捺
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
第
二
十
四
丁
裏
の
奥
に
は
︑
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�
安
元
年
正
�
令
書
寫
了
︑

�
原
光
忠

�

と
の
本
奥
書
が
あ
り
︑
裏
表
紙
見
返
し
に
は
︑

此
一
册
︑
予
手
�
寫
︑
圖
繪
︑
命
畫
工
�
寫
也
︑

享
保
十
年

(一
七
二
五
)

仲
夏
之
日

右
大
辨
�
原
俊
將

と
の
奥
書
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
書
写
奥
書
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

(

)

西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
で
︑
柳
原
家
旧
蔵
本
︒
函
架
番
号
一
二
八
袞
五
四
で
全
一
冊
︒

17灰
色
の
表
紙
左
に
打
付
で
︑

綾
卽
位
�
芦
�
安
圖

と
の
外
題
が
あ
り
︑
こ
れ
は
柳
原
紀
光
の
筆
跡
と
み
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
本
文
や
後
掲
の
奥

書
①
・
②
は
︑
紀
光
と
は
異
筆
で
あ
ろ
う
︒
第
一
丁
表
右
下
に
印
文
﹁
岩
瀨
�
庫
﹂
の
方
形

朱
印
一
顆
︑
第
二
丁
表
の
右
や
や
上
に
印
文
﹁
柳
原
庫
﹂
の
方
形
朱
印
一
顆
が
あ
る
︒
第
二

十
六
丁
表
に
︑

①
�
安
元
年
正
�
令
書
寫
了
︑

�
原
光
忠
�

第
二
十
六
丁
裏
に
︑

②
�
安
御
卽
位
�
芦
圖
︑本
紙

卷
物
︑

借
左
�
中
將
定
俊
�
臣
令
書
寫
︑
堅
不
可
他
見
之
旨
�
示

也
︑

享
保
二
十
年
九
�
廿
四
日

權
大
�
言
源
�
兄

第
二
十
七
丁
表
に
︑

③
右
一
册
︑
自
源
大
�
言
信
�

卿
︑

借
用
︑
令
書
寫
了
︑

安
永
元
年

(一
七
七
二
)

十
二
�
一
日

權
中
�
言
紀
光

と
三
つ
の
奥
書
が
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
書
写
奥
書
と
み
ら
れ
る
③
の
み
は
紀
光
の
筆
跡
と
み

ら
れ
る
︒
本
奥
書
②
の
記
さ
れ
た
享
保
二
十
年
は
︑
十
一
月
に
桜
町
天
皇
の
即
位
礼
が
挙
行

さ
れ
る
の
で
︑
久
我
通
兄
の
書
写
は
こ
れ
に
備
え
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
通
兄
の
日

記
﹃
通
兄
公
記
﹄
で
は
︑
九
月
二
十
四
日
も
含
め
前
後
に
即
位
関
係
の
記
事
が
多
く
見
出
せ

る
が
︑
こ
の
書
写
に
関
す
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
︒
た
だ
︑
九
月
二
日
条
に
野
宮
定
俊
亭
を

訪
れ
た
こ
と
が
み
え
︑
あ
る
い
は
本
書
の
祖
本
の
貸
借
に
関
係
す
る
か
︑
と
も
推
測
さ
れ
る
︒

ま
た
︑
奥
書
③
が
書
写
奥
書
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
︑
後
桃
園
天
皇
の

即
位
礼
は
す
で
に
前
年
の
明
和
八
年
四
月
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
柳
原
紀
光
の

書
写
は
︑
後
桃
園
天
皇
の
即
位
礼
を
契
機
と
し
て
見
出
さ
れ
た
諸
史
料
を
ま
と
め
直
し
︑
自

ら
の
史
書
編
纂
︑
あ
る
い
は
後
世
に
備
え
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

(

)

国
立
公
文
書
館
所
蔵
︒
函
架
番
号
一
四
五
袞
七
九
八
で
全
一
冊
︒
黄
土
色
の
表
紙
左
上

18の
貼
紙
に
︑

�
安
綾
卽
位
�
芦

�

と
の
外
題
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
丁
表
の
書
出
部
に
は
︑

�
安
綾
卽
位
�
芦

｢
�
安
二
字
姐
去
之
事
︑
記
卷
尾
︑
｣
(朱
書
︶

と
の
首
題
が
あ
る
︒
表
紙
右
上
に
は
印
文
﹁
昌
�
飴
／
學
問
�
﹂
の
方
形
黒
印
一
顆
︑
第
一

丁
表
の
右
に
上
か
ら
印
文
﹁
大
日
本
／
�
國
／
圖
書
印
﹂
の
方
形
朱
印
一
顆
︑
印
文
﹁
日
本

／
政
府
／
圖
書
﹂
の
方
形
朱
印
一
顆
︑
そ
の
下
の
右
に
は
印
文
﹁
淺
草
�
庫
﹂
の
方
形
朱
印

一
顆
︑
左
に
印
文
﹁
內
閣
／
�
庫
﹂
の
方
形
朱
印
一
顆
︑
ま
た
こ
の
両
印
影
の
中
央
下
に
印

文
﹁
星
埜
山
麓
﹂
の
瓢
簞
形
朱
印
一
顆
が
捺
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
第
二
丁
表
の
右
上
に
は

印
文
﹁
日
本
／
政
府
／
圖
書
﹂
の
方
形
朱
印
一
顆
が
あ
り
︑
第
三
十
丁
裏
の
左
下
に
は
印
文

﹁
�
政
癸
未
﹂
の
無
郭
朱
印

(文
政
六
年
︑
一
八
二
三
)

︑
そ
の
直
ぐ
右
と
上
に
は
︑
印
文
﹁
內
閣
／
�
庫
﹂
の
方
形
朱

印
と
印
文
﹁
昌
�
飴
／
學
問
�
﹂
の
方
形
黒
印
が
各
一
顆
捺
さ
れ
て
い
る
︒
第
二
十
八
丁
表

に
は
︑�

安
元
年
正
�
令
書
寫
了
︑

�
原
光
忠

と
の
本
奥
書
が
︑
第
二
十
八
丁
裏
に
は
︑

�
和
二
年
乙
酉
冬冬
十
一
�
十
二
日
﹁
原
本
卷
物
也
︑
﹂
︵
朱
書
︶

�
從
�
伊
勢
�
藏
貞
�
寫
︑
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(
�
押
郭
ノ
影
ア
リ
)

と
の
本
奥
書
が
あ
る
︒
続
く
第
二
十
九
丁
の
表
裏
に
は
﹁
世
恭
記
﹂
を
引
用
す
る
安
永
二
年

十
二
月
十
七
日
付
の
伊
勢
貞
丈
の
按
文
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
米
田
氏
が
紹
介
さ
れ

た
神
宮
文
庫
本
に
記
さ
れ
た
も
の
と
同
文
で
あ
る
︒
こ
の
部
分
ま
で
は
︑
次
掲
の
神
宮
文
庫

本
と
ほ
ぼ
同
じ
本
奥
書
・
按
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
次
の
第
三
十
丁
表
に
墨
附
は
な
く
︑

続
く
第
三
十
丁
裏
に
は
︑

寬
政
三
辛

(一
七
九
一
)

医
年
六
�
七
日

�
飯
塚
圓
貞
廣
美
寫
︑

と
の
奥
書
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
恐
ら
く
書
写
奥
書
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

(

)

神
宮
文
庫
所
蔵
︒
函
架
番
号
七
門
一
三
〇
四
号
で
全
一
巻
︒
表
紙
の
貼
紙
に
︑

19

�
安
綾
卽
位
�
芦
之
圖

と
の
外
題
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
書
出
部
に
は
︑

�
安
綾
卽
位
�
芦

と
の
首
題
が
あ
る
︒
ま
た
︑
冒
頭
部
に
神
宮
司
庁
の
蔵
書
印
一
顆
が
捺
さ
れ
て
い
る
他
︑
印

文
﹁
松
飴
學
問
�
｣・
｢紀
伊
國
／
古
學
館
／
之
印
｣・
｢
�
氏
﹂
の
方
形
印
も
各
一
顆
捺
さ
れ

て
い
る
︒
巻
末
に
は
︑

①
�
安
元
年
正
�
令
書
寫
了
︑

�
原
光
忠

②
�
和
二
年
乙
酉
冬冬
十
一
�
十
二
日

�
從
�
伊
勢
�
藏
貞
�
寫
︑

と
の
二
つ
の
本
奥
書
の
後
に
︑﹁
世
恭
記
﹂
を
引
用
す
る
安
永
二
年
十
二
月
十
七
日
付
の
伊

勢
貞
丈
の
按
文
が
あ
る
︒
こ
の
按
文
に
つ
い
て
は
︑
米
田
雄
介
﹁
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度

図
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
前
掲
︶
で
紹
介
さ
れ
︑
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
続
け
て
︑

③
天
�
五
年

(一
七
八
五
)

乙
巳
九
�
十
九
日
寫
︑

中
山
內
藏
助
時
喬

④
天
�
七
年
丁
未
九
�
七
日
寫
︑

山
邊
和
三
郞
正
�

(
�
押
影
)

と
の
二
つ
の
本
奥
書
が
あ
り
︑
最
末
に
は
︑

⑤
寬
政
八
年
丙
辰
四
�
八
日
寫
︑

�
�
金
太
郞
保
寬

(印
)

と
の
書
写
奥
書
が
み
え
る
︒
詳
細
は
神
宮
文
庫
編
﹃
即
位
の
礼
と
大
嘗
祭
袞
資
料
集
袞
﹄

︵
国
書
刊
行
会
︑
一
九
九
〇
年
︶
を
︑
ま
た
米
田
雄
介
﹁
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
に

つ
い
て
﹂︵
前
掲
︶
も
参
照
︒

(

)

岩
手
県
立
図
書
館
所
蔵
︒
請
求
番
号
九
・
九
袞
二
八
で
全
一
冊
︒
茶
色
渋
引
き
の
表
紙

20左
上
の
貼
紙
に
︑

�
安
綾
卽
位
�
芦
圖

と
の
外
題
が
あ
り
︑
第
一
丁
の
表
裏
は
空
で
︑
第
二
丁
表
の
書
出
部
に
︑

�
安
綾
卽
位
�
芦

と
の
首
題
が
あ
る
︒
第
二
丁
右
下
に
は
印
文
﹁
本
間
�
庫
﹂
の
方
形
朱
印
一
顆
︑
第
三
丁
右

上
に
は
印
文
﹁
岩
手
縣
／
立
圖
書
／
館
藏
書
﹂
の
方
形
朱
印
一
顆
が
あ
る
︒
奥
書
は
︑
第
二

十
九
丁
表
に
︑

�
安
元
年
正
�
令
書
寫
了
︑

�
原
光
忠

第
二
十
九
丁
裏
に
︑

�
和
二
年
乙
酉
冬冬
十
一
�
十
二
日

と
の
本
奥
書
が
あ
る
が
︑
後
者
は
︑
昌
平
坂
学
問
所
本
・
神
宮
文
庫
本
と
の
比
較
に
よ
り
︑

こ
の
後
に
位
置
す
べ
き
﹁
�
從
�
伊
勢
�
藏
貞
�
寫
﹂
の
一
文
が
脱
落
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
︒
さ
ら
に
第
三
十
丁
の
表
裏
に
は
︑
や
は
り
昌
平
坂
学
問
所
本
・
神
宮
文
庫
本
と
同
様

に
︑
安
永
二
年
十
二
月
十
七
日
付
の
伊
勢
貞
丈
の
按
文
が
あ
る
︒
た
だ
し
こ
れ
も
︑
日
下
の

﹁
�
貞
�
寫
﹂
の
四
文
字
が
脱
落
し
て
お
り
︑
さ
ら
に
按
文
中
で
も
貞
丈
の
名
を
﹁
貞
�
﹂

と
誤
っ
て
い
る
︒

岩
手
県
立
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
﹃
国
書
総
目
録
﹄
で
は
︑
本
書
を

本
間
百
里
の
書
写
と
す
る
が
︑
書
写
奥
書
は
な
く
︑
恐
ら
く
は
本
書
に
本
間
の
蔵
書
印
で
あ

る
﹁
本
間
�
庫
﹂
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
︑
筆
跡
な
ど
か
ら
そ
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
本
間
に
つ
い
て
は
︑
山
本
信
哉
﹁
本
間
游
清
と
本
間
百
里
﹂︵
﹃
歴
史
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地
理
﹄
五
六
袞
四
︑
一
九
三
〇
年
︶
や
宮
内
庁
書
陵
部
編
﹃
図
書
寮
叢
刊

書
陵
部
蔵
書
印

譜

上
﹄︵
前
掲
︶
等
参
照
︒
陸
奥
一
関
藩
士
で
︑
天
明
四
年
の
生
ま
れ
︒
通
称
与
一
︑
字

は
泊
震
で
︑
梅
軒
と
号
す
︒
江
戸
で
松
岡
辰
方
に
師
事
し
︑
有
職
故
実
を
学
ぶ
︒
高
倉
流
の

衣
紋
方
と
し
て
も
活
躍
し
た
︒
安
政
元
年

(一
八
五
四
)

︑
七
十
一
歳
に
て
死
去
す
る
︒
著
作
に
﹃
公
武
装

飾
考
』・
『服
色
図
解
﹄
な
ど
が
あ
る
︒

(

)

尊
経
閣
文
庫
所
蔵
︒
函
架
番
号
三
九
四
︵﹃
尊
経
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
﹄︿
尊
経
閣
文

21庫
︑
一
九
三
九
年
﹀
六
七
一
頁
所
掲
︶
で
全
一
冊
︒
外
題
は
な
い
が
︑
表
紙
左
上
に
題
簽
の

剝
が
れ
た
痕
跡
が
あ
り
︑
第
一
丁
表
の
中
央
に
︑

�
安
綾
卽
位
�
芦
圖
式

と
の
内
題
が
あ
る
︒
内
容
上
の
特
徴
と
し
て
は
︑﹁
獸
形
帽
額
﹂
部
分
を
闕
く
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
︒
第
二
十
丁
表
に
︑
左
記
の
如
き
三
つ
の
奥
書
が
あ
る
︒

①
�
安
元
年
正
�
令
書
寫
了
︑
�
原
光
忠
�

②
右
此
圖
式
者
︑
希
代
珍
書
︑
今
何
某
乞
�
書
寫
畢
︑
努
々
不
可
里
亭
云

(
脫
ア
ラ
ン
)

云
︑

天
�
二
年
壬
寅
八
�
十
二
日

淸
仁
委
王
二
十
四
傳
正
梓

神
祇
學
士
�
孟
�
之
書
︑

③
享
和
二

(一
八
〇
二
)戌

年
八
�
臼
井
孟
雅
乞
�
寫
之
︑田

中
茂
樹

奥
書
②
の
﹁
不
可
﹂
と
﹁
里
亭
﹂
と
の
間
は
︑﹁
出
﹂
な
ど
の
文
字
が
脱
落
し
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
︒

(

)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
︒
函
架
番
号
は
特
殊
蒐
書
︑
押
小
路
家
本

袞
ふ
袞
一
七

22で
全
一
冊
︒
茶
色
渋
引
き
の
表
紙
左
上
の
貼
紙
に
︑

�
安
登
極
儀
圖

と
の
外
題
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
表
紙
右
下
の
小
貼
紙
に
︑

押

丁

と
朱
書
さ
れ
て
い
る
︒
表
紙
見
返
し
に
は
︑

�
安
登
極
儀
式
圖

官
夷
�
說
或
問

夷
原
�
伊
圧
撰

と
の
目
録
が
あ
り
︑
こ
の
記
載
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑﹁
官
夷
�
說
或
問
﹂
な
ど
と
合
綴

さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
﹁
�
安
登
極
儀
式
圖
﹂
に
当
た
る
の
は
第
一
丁
表
か
ら
第
二
十
五

丁
表
ま
で
で
あ
り
︑
第
一
丁
表
か
ら
第
二
丁
表
に
か
け
て
は
︑
﹁
�
安
登
極
儀
圖
﹂
と
の
首

題
に
続
け
て
︑
本
書
の
書
名
や
成
立
年
代
に
関
す
る
按
文
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
次
の
第
二
丁

裏
に
は
︑�

安
綾
卽
位
ノ
�
芦

｢本
云
︑
｣
(朱
書
︶

と
の
首
題
に
続
け
て
高
御
座
に
関
す
る
注
が
記
さ
れ
︑
第
三
丁
裏
に
︑

�
安
元
年
正
�
令
書
寫
了
︑
�
原
光
忠
︵
印
文
﹁
�
／
原
﹂
ノ
方
形
黑
印
ノ
影
ア
リ
︶

�
々
以
朱
丸
�
�
喜
式
︑

�
稅
菅
原
祝
部
吉
賢
□
□

(印
郭
ノ
影
カ
)

と
の
本
奥
書
が
︑
第
四
丁
表
に
︑

此
祕
書
︑
自
今
以
後
︑
妄
ニ
一
句
一
行
モ
︑
入
魂
之
者
雖
爲
他
覽
不
許
︑

と
の
本
奥
書
が
あ
る
︒
続
く
第
四
丁
裏
か
ら
第
二
十
四
丁
裏
ま
で
に
図
と
そ
の
注
が
あ
り
︑

第
二
十
五
丁
表
の
端
に
は
︑

右
�
安
登
極
儀
仗
圖
一
卷
︑
�
浪
�
天
滿
社
家
旭
邊
信
濃
菅
原
吉
豐
之
本
�
寫
︑

�
�
二

(一
八
〇
五
)間
�
初

〔閏
ヵ
〕

六
日

乃
樂
八
幡
宮
神
�
正
四
位
下
紀
�
興

と
の
本
奥
書
が
あ
る
︒
さ
ら
に
そ
の
奥
に
︑

�
政
七
中
仲
夏
�
塵
外
樓
上
高
山
�
人
寫
︑

と
の
奥
書
が
あ
る
︒
こ
れ
は
恐
ら
く
︑
書
写
奥
書
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

(

)

『雅み
や

とび

伝
統

｢
即
位
儀
礼
に
み
る
宮
廷
文
化
展
﹂﹄︵
一
九
九
〇
年
︶
に
は
小
原
文
庫
所

23蔵
の
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
巻
﹄
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
小
原
利
康
氏
の
蒐
集
さ
れ

た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
小
原
家
文
庫
本
は
︑
二
〇
〇
六
年
に
皇
學
館
大
学
佐
川
記
念
神
道

博
物
館
に
寄
託
さ
れ
た
︒
そ
の
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
皇
學
館
大
学
佐
川
記
念
神
道
博
物

（ 15 ）



館
編
﹃
小
原
家
文
庫
資
料
目
録
﹄︵
皇
學
館
大
学
佐
川
記
念
神
道
博
物
館
︑
二
〇
一
〇
年
︶

参
照
︒
同
目
録
で
は
︑
Ⅰ
即
位
式
・
大
嘗
祭
の
�
︑
即
位
式
︑︵
�
︶
江
戸
時
代
以
前
の
10

と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
同
本
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
目
録
や
﹃
皇
學
館
大
学

佐
川
記
念

神
道
博
物
館
﹄︵
皇
學
館
大
学
佐
川
記
念
神
道
博
物
館
︒
初
刊
行
は
一
九
九
二
年
で
あ
る
が
︑

二
〇
一
〇
年
に
増
補
改
定
さ
れ
た
版
に
小
原
家
文
庫
に
関
す
る
記
載
も
あ
る
︶
な
ど
の
解
説

も
参
照
︒

全
一
巻
で
︑
茶
色
渋
引
き
の
表
紙
に
打
付
で
︑

�
安
綾
卽
位
�
芦
之
圖

と
の
外
題
が
あ
り
︑
第
一
紙
中
央
に
は
︑
本
書
の
彩
色
に
関
す
る
識
語
が
あ
る
︒
本
書
の
所

謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
部
分
に
は
彩
色
が
な
い
が
︑
こ
の
識
語
に
よ
れ
ば
︑
あ
る
い
は

こ
れ
は
着
色
後
に
退
色
し
て
し
ま
っ
た
も
の
か
︒
第
二
紙
右
下
に
印
文
﹁
小
原
／
藏
書
﹂
の

方
形
朱
印
一
顆
︑
さ
ら
に
そ
の
下
に
印
文
﹁
貴
志
�
庫
﹂
の
方
形
朱
印
一
顆
が
あ
る
︒
第
二

紙
に
︑�

安
綾
卽
位
�
芦

と
の
首
題
が
あ
り
︑
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
部
分
の
末
尾
に
は
︑
左
記
の
如
き
三
つ

の
本
奥
書
が
あ
る
︒

①
�
安
元
年
正
�
令
日
寫

〔書
〕

了
︑

�
原
光
忠
�

②
安
永
九
年
十
二
�
吉
日

村
上
帷
位
斡

寫
︑

③
�
�
六
年
七
�
下
旬本

田
敬
之
再

寫
︑

本
奥
書
②
の
記
さ
れ
た
安
永
九
年
十
二
月
の
四
日
に
は
光
格
天
皇
の
即
位
礼
が
行
わ
れ
て
お

り
︑
前
後
関
係
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
︑
村
上
帷
彰
の
書
写
は
こ
の
即
位
礼
に
関
連
し
て
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
そ
の
奥
に
︑

④
天
保
九
年

(一
八
三
八
)

八
�
中
旬貴

志
忠
美
寫
︑

と
あ
る
の
は
書
写
奥
書
と
み
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
奥
書
の
さ
ら
に
奥
に
︑
他
の
諸
本
に
は
み

え
な
い
︑
天
皇
の
礼
冠
・
礼
服
以
下
を
描
い
た
図
を
収
め
る
の
が
本
書
最
大
の
特
徴
と
な
っ

て
い
る
︒
な
お
こ
の
部
分
は
︑
冒
頭
部
の
若
干
を
除
き
彩
色
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

(

)

京
都
大
学
文
学
部
所
蔵
︒
函
架
番
号
は
国
史
別
置
さ
袞
九
で
全
一
巻
︒
表
紙
に
打
付
で
︑

24

�
安
綾
卽
位
�
芦
之
圖

と
の
外
題
が
あ
る
︒
表
紙
見
返
し
の
中
央
上
に
楕
円
形
紫
色
の
登
録
印
一
顆
︑
表
紙
見
返
し

中
央
に
印
文
﹁
京
都
／
�
國
大
學
／
圖
書
之
印
﹂
の
方
形
朱
印
一
顆
が
あ
る
︒
ま
た
︑
第
一

紙
右
下
に
印
文
﹁
扱
陰
／
山
�
﹂
の
方
形
朱
印
が
一
顆
︑
さ
ら
に
そ
の
下
に
印
文
﹁
澤
氏
／

藏
書
﹂
の
方
形
朱
印
が
一
顆
み
ら
れ
る
︒
前
者
は
岡
本
経
春
の
蔵
書
印
で
あ
る
が
︑
後
者
は

誰
の
蔵
書
印
で
あ
る
の
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
︒
た
だ
し
︑
後
掲
の
奥
書
③
・
④
の
記
主
を

沢
村
寿
栄
と
み
て
よ
け
れ
ば
︑
寿
栄
の
も
の
か
︒
軸
付
紙
に
次
の
四
つ
の
奥
書
が
み
え
る
︒

①
�
安
元
年
正
�
令
書
寫
畢
︑
�
原
光
忠
�

②
享
保
十
六
年
寫
之
︑

綾
廚
子
�
預
宗
�

③
天
保
十
四
年
二
�
令
書
寫
畢
︑

大
夫
尉
�
原
︵
�
押
︶

④
後
日
以
鴨
康
滿
縣
�
本
一
校
訖
︑

(
�
押
︶

こ
の
う
ち
③
は
書
写
奥
書
と
み
ら
れ
︑
ま
た
④
に
み
え
る
花
押
は
③
に
み
え
る
花
押
と
異
な

る
が
︑
そ
の
特
徴
か
ら
同
一
人
物
の
も
の
と
思
し
い
︒
筆
跡
を
勘
案
し
て
も
︑
③
・
④
は
同

一
人
物
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
吉
川
真
司
﹁
長
岡
宮
時
代
の
朝
廷

儀
礼

袞
宝
幢
遺
構
か
ら
の
考
察
袞
﹂
︵
前
掲
︶
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
︑
享
保
十
六
年
に

御
厨
子
所
預
で
あ
っ
た
高
橋
宗
直
が
写
し
た
本
を
︑
天
保
十
四
年
に
大
夫
尉
藤
原
某
が
転
写

し
︑
鴨
県
主
康
満
の
所
持
本
で
校
定
し
た
写
本
と
み
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
﹃
地
下
家
伝
﹄
な

ど
に
よ
れ
ば
︑
天
保
十
四
年
二
月
に
﹁
大
夫
尉
﹂
で
あ
っ
た
人
物
と
し
て
︑
当
時
正
五
位
下

で
右
衛
門
大
尉
で
あ
っ
た
沢
村
寿
栄
が
い
る
︒
現
時
点
で
筆
者
は
寿
栄
の
花
押
を
把
握
で
き

て
い
な
い
た
め
︑
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
田
中
穣
氏
旧
蔵
典

籍
古
文
書
﹃
出
陣
次
第
﹄
︵
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
︒
函
架
番
号
Ｈ
袞
七
四
三
袞
四
二
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で
全
一
冊
︶
の
修
補
奥
書
に
み
え
る
寿
栄
の
筆
跡
と
比
較
し
て
み
る
と
︑
奥
書
③
・
④
の
記

主
︑
す
な
わ
ち
﹁
大
夫
尉
藤
原
某
﹂
と
は
寿
栄
そ
の
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
た
だ
し
こ
こ
で
は
︑
そ
の
候
補
者
の
一
人
と
し
て
寿
栄
の
名
を
挙
げ
て
お
く
に
と
ど

め
て
お
き
た
い
︒

(

)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
︒
函
架
番
号
は
特
殊
蒐
書
︑
勘
解
由
小
路
家
本
袞

袞
一

25三
一
で
全
一
巻
︒
表
紙
は
な
く
︑
首
題
に
︑

�
安
綾
卽
位
�
芦

と
あ
る
︒
巻
尾
に
︑

�
安
元
年
正
�
令
書
寫
了
︑
�
原
光
忠
�

と
の
本
奥
書
が
存
す
る
︒
他
本
と
比
較
し
て
︑
彩
色
が
ご
く
一
部
に
し
か
施
さ
れ
て
い
な
い

点
が
︑
本
書
の
大
き
な
特
徴
と
い
え
よ
う
︒

(

)

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︒
函
架
番
号
は
壬
袞
一
〇
六
で
全
一
巻
︒
箱
に
収
め
ら
れ
て
お
り
︑

26そ
の
箱
の
貼
紙
に
左
記
の
如
き
記
載
が
あ
る
︒

綾
卽
位
�
芦
圖

完

素
表
紙
で
外
題
は
な
い
が
︑

�
安
綾
卽
位
�
芦

と
の
首
題
が
あ
る
︒
ま
た
巻
尾
に
は
︑

�
安
元
年

正
�
令
書
寫
了
︑

�
原
光
忠
�

と
の
本
奥
書
が
あ
る
︒

(

)

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
︒
請
求
番
号
ワ
三
袞
六
七
四
九
で
全
一
巻
︒
残
念
な
が
ら
実

27見
で
き
な
か
っ
た
が
︑
同
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
︑
本
紙
部
分
の
み
で
あ
る
が
全
体
の
画

像
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
本
紙
右
下
に
印
文
﹁
早
稻
田
／
�
庫
﹂
の
方

形
朱
印
一
顆
が
あ
り
︑
巻
末
に
は
︑

�
安
元
年

正
�
令
書
寫
了
︑

�
原
先
忠

〔光
〕

�

と
の
本
奥
書
が
あ
る
︒

(

)

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
﹃
菅
蓋
菅
翳
帽
額
小
忌
等
之
図
﹄︵
函
架
番
号
四
五
一
袞
三
九
で

28全
五
巻
︶
の
う
ち
︒
部
分
的
な
抜
書
︒
米
田
雄
介
﹁
所
謂
﹃
文
安
御
即
位
調
度
図
﹄
に
つ
い

て
﹂︵
前
掲
︶
参
照
︒

(

)

東
山
御
文
庫
所
蔵
︒
勅
封
番
号
一
四
二
袞
五
一
袞
八
で
全
一
巻
︒
端
裏
に
︑

29

高
綾
座
之
繪
圖

と
あ
る
︒
巻
尾
に
は
印
文
﹁
�
曆
﹂
の
方
形
朱
印
一
顆
が
捺
さ
れ
て
い
る
︒

(

)

東
山
御
文
庫
所
蔵
︒
勅
封
番
号
一
四
二
袞
五
一
袞
九
で
全
一
巻
︒
端
裏
に
︑

30

目
六
之
外

と
あ
る
︒

(

)

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︒
函
架
番
号
二
〇
九
袞
六
一
七
で
全
一
冊
︒
濃
紺
の
表
紙
左
上
に

31打
付
で
︑

高
綾
座

と
の
外
題
を
記
す
︒

(

)

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
︑
管
見
の
限
り
で
は
ま
と
ま
っ
た
研
究
成
果
は
見
出
せ
な
い
も
の

32の
︑
藤
原
重
雄
﹁
近
世
即
位
儀
の
絵
図

袞
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
本
に
つ
い
て
袞
﹂

︵
研
究
代
表
者
加
藤
友
康
﹃
画
像
史
料
解
析
に
よ
る
前
近
代
日
本
の
儀
式
構
造
の
空
間
構
成

と
時
間
的
遷
移
に
関
す
る
研
究
﹄︿
二
〇
〇
四
年
度
～
二
〇
〇
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助

金
・
基
盤
研
究
︵
Ａ
︶
研
究
成
果
報
告
書
︑
二
〇
〇
八
年
﹀
所
収
︶
が
あ
る
︒
ま
た
︑
考
察

の
対
象
が
即
位
礼
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
︑
研
究
代
表
者
末
松
剛
﹃
宮
廷
儀
礼
に

関
す
る
指
図
・
絵
図
の
史
料
学
的
研
究
﹄
︵
平
成
十
七
年
度
～
平
成
十
九
年
度
科
学
研
究
費

補
助
金
︵
若
手
研
究
︵
Ｂ
︶
︶
研
究
成
果
報
告
書
︑
二
〇
〇
八
年
︶
も
あ
る
︒
な
お
︑
京
樂

真
帆
子
﹁
古
記
録
に
み
え
る
指
図
に
つ
い
て
﹂︵
藤
田
勝
也
編
﹃
裏
松
固
禅
﹁
院
宮
及
私
第

図
﹂
の
研
究
﹄︿
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
二
〇
〇
七
年
﹀
所
収
︶
も
参
照
︒

(

)

『書
陵
部
紀
要
﹄
二
五
︵
一
九
七
四
年
︶
の
彙
報
欄
参
照
︒

33(

)

こ
こ
で
は
︑
壬
生
本
﹃
御
即
位
御
装
束
絵
様
﹄
の
表
記
に
し
た
が
っ
た
︒
同
本
と
東
山

34御
文
庫
本
の
﹃
御
即
位
御
装
束
絵
様
』・
『即
位
器
服
図
式
﹄
︑
そ
れ
に
九
条
本
﹃
即
位
装
束
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絵
図
﹄
と
の
間
で
微
妙
な
字
句
の
違
い
が
あ
る
が
︑
大
意
に
影
響
す
る
よ
う
な
相
違
で
は
な

い
︒

(

)

中
御
門
家
旧
蔵
の
﹃
台
記
﹄
は
︑
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︒
請
求
番
号
は
古
三
三
袞
五
五

35九
で
全
一
巻
︒
久
安
五
年
十
月
か
ら
同
六
年
正
月
ま
で
の
記
事
を
有
し
︑
さ
ら
に
関
連
の
不

明
な
書
状
断
簡
を
貼
り
継
ぐ
︒
紙
背
文
書
あ
り
︒
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
の
書
写
で
︑
し

ば
し
ば
﹁
別
記
﹂
に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
︑
本
書
自
体
は
﹃
台
記
﹄
の
別
記
で
は
な
く
︑
日

次
記
か
ら
抄
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
も
と
も
と
は
兼
日
を
中
心
と
し
た
天
皇

元
服
部
類
記
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

な
お
︑
本
書
は
汲
古
書
院
か
ら
刊
行
予
定
の
﹃
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊

古
代
中
世

篇
﹄
第
一
期
全
十
巻
の
う
ち
︑
第
五
巻
に
収
め
ら
れ
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
︑
筆
者
が
解
題

の
執
筆
を
担
当
し
た
の
で
︑
詳
細
は
そ
ち
ら
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
︒

(

)

財
団
法
人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
﹃
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書

第
五
十
二
巻

朝
儀
諸
次

36第

一
﹄︵
朝
日
新
聞
出
版
︑
一
九
九
七
年
︶
所
収
︒
鎌
倉
期
の
書
写
︒
後
闕
︒

(

)

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︒
函
架
番
号
は
九
袞
五
一
六
九
で
︑
鎌
倉
期
の
書
写
︒
前
闕
︒

37(

)

京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
寄
託
中
で
︑
函
架
番
号
は
菊
袞
巻
袞
八
︒
南
北
朝
期
の
書
写

38で
︑
前
後
闕
︒
紙
背
文
書
あ
り
︒

(

)

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
︒
函
架
番
号
は
Ｈ
袞
六
〇
〇
袞
一
五
三
七
で
︑
江
戸
期
の

39書
写
︒
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
か
ら
転
写
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒

(

)

京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
で
︑
函
架
番
号
は
平
松
第
四
門
袞
テ
袞
一
︒﹁
御
元
服
後

40宴
次
第
﹂
と
合
綴
さ
れ
て
い
る
が
︑
と
も
に
江
戸
期
の
書
写
︒
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
か
ら

派
生
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒

(

)

こ
こ
で
掲
げ
た
﹃
明
月
記
﹄
の
記
事
の
う
ち
︑
建
久
九
年
二
月
二
十
二
日
条
に
つ
い
て

41は
︑
尾
上
陽
介
﹁
売
立
目
録
に
み
え
る
﹃
明
月
記
﹄
断
簡
﹂︵﹃
明
月
記
研
究
﹄
一
三
︑
二
〇

一
二
年
︶
に
お
い
て
︑
そ
の
自
筆
本
断
簡
に
関
す
る
情
報
が
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

(

)

拙
稿
﹁
藤
原
定
家
の
次
第
書
書
写
﹂︵﹃
明
月
記
研
究
﹄
六
︑
二
〇
〇
一
年
︶︒

42(

)

な
お
︑
藤
原
頼
長
と
そ
の
日
記
﹃
台
記
﹄
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
︑
橋
本
義
彦

43﹃
藤
原
頼
長
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
四
年
)・
同
﹃
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
﹄︵
吉
川
弘
文

館
︑
一
九
七
六
年
)・
同
﹃
平
安
の
宮
廷
と
貴
族
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
六
年
)・
尾
上

陽
介
﹁
台
記

仁
平
三
年
冬
記
﹂︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹃
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影

印
叢
書
�

平
安
鎌
倉
記
録
典
籍
集
﹄
︿
八
木
書
店
︑
二
〇
〇
七
年
﹀
所
収
︶
等
が
あ
り
︑

ま
た
最
近
の
研
究
と
し
て
︑
住
吉
朋
彦
﹁
藤
原
頼
長
の
学
問
と
蔵
書
﹂︵
佐
藤
道
生
編
﹃
名

だ
た
る
蔵
書
家
︑
隠
れ
た
蔵
書
家
﹄︿
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
︑
二
〇
一
〇
年
﹀
所
収
)・
元

木
泰
雄
﹁﹃
台
記
﹄
︵
藤
原
頼
長
︶
袂
袒
学
問
と
武
の
は
ざ
ま
で
﹂︵
元
木
泰
雄
・
松
薗
斉
編

﹃
日
記
で
読
む
日
本
中
世
史
﹄
︿
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
一
﹀
所
収
︶
等
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

(

)

現
在
筆
者
が
把
握
し
て
い
る
﹃
台
記
﹄
の
最
も
早
い
記
事
は
︑
東
山
御
文
庫
本
﹃
行
幸

44部
類
御
継
文
﹄︵
勅
封
番
号
一
三
〇
袞
五
三
で
全
一
巻
︒
鎌
倉
期
の
写
︶
に
﹁
宇
治
左
府
﹂

と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
保
延
二
年
正
月
五
日
条
の
逸
文
で
あ
る
︒

(

)

現
在
筆
者
が
把
握
し
て
い
る
﹃
台
記
﹄
の
最
も
遅
い
記
事
は
︑
日
次
記
お
よ
び
尊
経
閣

45文
庫
所
蔵
の
﹃
宇
槐
記
抄
﹄
︵
室
町
期
の
写
︶
に
収
め
ら
れ
て
い
る
久
寿
二
年
十
二
月
二
十

九
日
条
で
あ
る
︒

(

)

東
山
御
文
庫
に
は
﹃
御
即
位
行
幸
御
見
物
部
類
記
自
天
慶

至
文
永

﹄
が
二
本
伝
存
す
る
︒
う
ち

46一
本
は
︑
勅
封
番
号
一
四
二
袞
三
五
で
全
一
巻
︒
あ
る
い
は
室
町
時
代
後
期
の
写
し
か
︒
も

う
一
本
は
︑
勅
封
番
号
一
四
一
袞
七
〇
で
全
一
冊
︒
恐
ら
く
は
前
者
か
ら
転
写
さ
れ
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
︒
な
お
︑
前
者
は
外
題
の
筆
跡
よ
り
︑
後
者
は
印
文
﹁
�
曆
﹂
の
方
形
朱
印

一
顆
が
捺
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
︑
い
ず
れ
も
後
西
天
皇
旧
蔵
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

本
稿
で
引
用
し
た
﹃
台
記
﹄
逸
文
に
関
し
て
は
︑
両
本
で
字
句
に
異
同
は
な
い
︒

〔附
記
〕

本
稿
を
成
す
に
当
た
り
︑
史
料
の
所
在
な
ど
に
つ
い
て
種
々
御
教
示
い
た
だ
い
た
小

倉
慈
司
氏
︑
米
田
雄
介
氏
︑
山
本
崇
氏
︑
虎
屋
文
庫
の
中
山
圭
子
・
青
木
直
己
の
両
氏
︑
遠

藤
慶
太
氏
︵
御
教
示
い
た
だ
い
た
順
︶
や
︑
実
際
の
史
料
調
査
に
当
た
っ
て
御
世
話
に
な
っ

た
各
所
蔵
機
関
の
方
々
に
対
し
︑
記
し
て
あ
ら
た
め
て
謝
意
を
表
し
た
い
︒

（ 18 ）


