
『栄
花
物
語
』
に
お
け
る
円
融
天
皇
像
の
特
色

―

そ

の

治

世

の

前

半

―

川

田

康

幸

序

荘
l

円
融
天
皇
に
つ
い
て
は
､
｢円
融
天
皇
と
堀
河
殿
の
1
族
｣
と
題
し
て
'
昨
年
本
学
の
紀
要
に
お
い
て
1
部
拙
論
を
展
開
し
た
｡
そ
こ
で

取
り
上
げ
た
も
の
は
'
堀
河
殿
即
ち
関
白
太
政
大
臣

･
藤
原
兼
通
と
､
円
融
天
皇
に
係
る

｢栄
花
物
語
｣
の
叙
述
の
特
色
に
つ
い
て
で
あ
る
｡

拙
論
で
は

｢栄
花
物
語
｣
の
中
に
お
け
る
堀
河
殿

･
藤
原
兼
通
の
描
か
れ
方
の
特
色
を
み
る
為
に
､
円
融
天
皇
に
つ
い
て
言
及
し
た
｡

円
融
天
皇
(守
平
親
王
)
は
天
徳
三
年
(九
五
九
)
に
誕
生
｡
康
保
四
年
(九
六
七
)
に
皇
太
弟
に
冊
立
さ
れ
'
安
和
二
年
(九
六
九
)
八
月
十
三
日

に
兄

･
冷
泉
天
皇
が
譲
位
'
十

一
歳
で
受
禅
｡
永
観
二
年
(九
八
四
)八
月
二
十
七
日
に
退
位
｡
詮
子
と
の
間
に
誕
生
し
た
懐
仁
親
王
(
の
ち
の

一
条
天
皇
)が
東
宮
と
な
る
｡
位
に
在
る
こ
と
十
六
年
｡
前
後
の
冷
泉
天
皇
と
花
山
天
皇
の
在
位
期
間
が
､
そ
れ
ぞ
れ
三
年
と
言
う
短
期
間
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
'
円
融
天
皇
の
在
位
期
間
は
そ
の
五
倍
強
と
な
る
｡
当
時
と
し
て
は
比
較
的
長
か
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

こ
の
円
融
天
皇
の
治
世
は
､
政
情
不
安
の
付
き
ま
と
っ
た
な
か
な
か
に
大
変
な
状
況
に
お
か
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
｡
円
融
天
皇
の
受
禅
は
'

兄

･
為
平
親
王
の
男

･
左
大
臣
源
高
明
が
太
宰
府
に
左
降
さ
れ
た
疑
獄
事
件
か
ら
'
六
カ
月
も
経
っ
て
い
な
か
っ
た
｡
安
和
の
変
の
余
韻
の

収
ま
ら
ぬ
状
況
で
､
十

一
歳
と
い
う

｢幼
主
｣
が
擁
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
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冷
泉
天
皇
の
治
世
が
'
傍
若
無
人
の
無
軌
道
極
ま
り
無
い
カ
オ
ス
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
は

r清
恨
公
記
Jl
に
詳
し
い
｡
そ
こ
に
は
､
冷
泉

天
皇
の
病
気
を
良
い
こ
と
に
､
外
戚
不
善
の
輩

･
伊
デ
や
師
デ
'
在
衡
と
言
っ
た
人
物
が
､
勝
手
気
侭
に
高
い
地
位
を
望
ん
だ
り
'
関
白
実

額
に
諮
ら
ず
議
定
を
お
え
た
り
し
て
い
る
朝
廷
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
安
和
の
変
が
生
起
し
左
大
臣
が
失
脚
し
た
｡
ま
さ
に
政

情
不
安
の
中
で
の
､
新
し
い
御
代
の
出
発
で
あ
っ
た
｡

円
融
天
皇
の
新
政
が
開
始
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
､
政
情
不
安
が
解
消
さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
｡
返
っ
て
ま
す
ま
す
加
速
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
｡
貴
欲
な
ま
で
に
地
位
を
漁
り
'
外
戚
不
善
の
輩
と
名
指
さ
れ
左
大
臣
の
師
デ
と
在
衝
が
'
ま
た
そ
う
名
指
し
た
摂
政
の
実
頬
が

天
禄
元
年
(九
七
〇
)の
十
月
ま
で
に
'
相
次
い
で
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
加
え
て
実
額
の
没
後
'
摂
政
に
就
任
し
た
伯
父
の
伊
デ

も
'
元
服
直
後
の
円
融
天
皇
を
残
し
'
天
禄
三
年
(九
七
二
)
の
十

一
月
に
莞
じ
て
し
ま
う
｡
又
こ
の
間
'
天
禄
元
年
七
月
に
は
皇
太
子
侍
の

師
氏
'
天
禄
三
年

一
月
に
は
橘
好
古
と
'
二
人
の
大
納
言
も
亡
く
な
っ
て
い
る
｡

円
融
天
皇
の
治
世
は
受
禅
後
四
年
の
問
に
､
二
人
の
摂
政
太
政
大
臣
と
二
人
の
左
大
臣
､
加
え
て
二
人
の
大
納
言
を
喪
い
'
政
治
的
に
は

大
き
な
空
白
が
生
じ
た
と
言
っ
て
よ
い
｡
四
年
間
で
六
人
も
の
公
卿
を
喪
う
と
い
う
'
こ
の
政
情
の
不
安
定
な
中
で
､
元
服
し
た
て
の
円
融

天
皇
が
次
代
を
託
し
た
の
が
､
当
時
飛
ぶ
烏
を
落
す
勢
の
大
納
言

･
藤
原
兼
家
で
は
な
く
､
当
時
不
遇
を
託
っ
て
い
た
兼
家
の
兄
の
権
中
納

言

･
藤
原
兼
通
で
あ
っ
た
｡
流
布
本

｢大
鏡
｣
に
よ
れ
ば
'
兼
通
は

｢内
に
も
つ
ね
に
ま
ゐ
り
り
た
ま
は
ね
ば
'
帝
も
'
う
と
く
思
し
召
し

た
り
｣
と
天
皇
に
疎
ま
れ
て
い
た
い
う
､
圧
倒
的
な
不
利
な
状
態
で
あ
っ
た
｡
こ
の
不
利
な
状
況
を
覆
し
た
の
が
､
兼
通
が
肌
身
放
さ
ず
所

持
し
て
い
た
'
亡
き
母

･
中
宮
安
子
自
筆
の
遺
言
で
あ
っ
た
と
記
す
｡
安
子
自
筆
の
遺
言
に
つ
い
て
は

r愚
管
抄
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
｡

そ
し
て
摂
録
の
臣
と
な
っ
た
兼
通
は
'
翌
天
禄
四
年
(九
七
三
)女

･
塩
子
を
入
内
さ
せ
る
｡

r栄
花
物
語
Jl
で
は
こ
の
安
子
自
筆
の
遺
言
に
は
ま
っ
た
-
触
れ
な
い
｡
r栄
花
物
語
Jl
で
は
巻
第

1
｢月
の
宴
｣
の
巻
末
近
く
に
こ
の

辺
り
の
こ
と
を
記
し
始
め
る
｡
巻
第

1
の

〔六
七
〕
節
で
は
､
円
融
天
皇
の
元
服
を

1
年
早
い
天
禄
二
年
の
こ
と
と
し
'
官
職
も
低
-
参
議
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兼
宮
内
卿
で
し
か
な
い
兼
通
が
'
兄
の
摂
政
を
も
畏
れ
ず
惇
る
こ
と
無
く
'
帝
の
元
服
に
あ
わ
せ
て
蛙
子
を
入
内
さ
せ
た
と
描
く
の
で
あ
る
｡

兄
の
伊
デ
の
女
た
ち
は
何
れ
も
皆
ま
だ
幼
く
､
摂
政
の
伊
デ
は
大
変
心
配
し
た
と
描
く
｡
そ
し
て
巻
第
二

｢花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
｣
の
第

〔三
〕
節
で
誠
に
乗
気
な
-

｢か
-
て
摂
政
に
は
'
又
こ
の
大
臣
の
御
さ
し
つ
ぎ
の
九
条
殿
の
御
二
郎
内
大
臣
兼
通
の
大
臣
な
り
給
ひ
ぬ
｡｣

と
記
す
｡
｢栄
花
物
語
J
の
展
開
通
り
に
物
語
を
読
め
ば
'
兼
通
に
は
人
と
し
て
の
あ
る
べ
き
徳
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
兄
を
蹴
落
と
し

て
で
も
帝
の
恩
寵
を
得
る
た
め
に
女
の
入
内
を
計
っ
た
の
で
あ
る
｡
恐
る
べ
き
狛
介
な
人
物
が
堀
河
殿

･
兼
通
な
の
で
は
な
い
か
｡
そ
う
読

者
に
印
象
づ
け
た
か
っ
た
か
の
よ
う
な
展
開
で
あ
ろ
う
｡

昨
年
の
紀
要
で
は
､
円
融
天
皇
と
兼
通

･
朝
光
親
子
を
中
心
と
し
た
堀
河
殿

1
族
の
関
係
を
'
円
融
天
皇
に
視
点
を
置
い
て
考
察
し
､
兼

通
女

･
皇
后
塩
子
の
入
内
ま
で
を

一
つ
の
纏
ま
り
と
し
て
区
切
っ
た
｡
本
論
は
そ
の
続
編
で
も
あ
り
､
昨
年
論
じ
切
れ
な
か
っ
た
部
分
を
輪

充
L
t
新
た
に
展
開
し
た
も
の
で
も
あ
る
｡

一
､
幼
さ
の
強
調

｢栄
花
物
語
｣
の
中
で
円
融
天
皇
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
部
分
は
､
巻
第

一
｢月
の
宴
｣
か
ら
巻
第
十
九

｢御
裳
ぎ
｣
ま
で
の
広
範
囲

)j二

に
わ
た
り
'
全
部
で
五
十
四
箇
所
の
各
節
に
別
れ
て
い

る

｡

そ
の
内
訳
は
以
下
の
如
き
分
布
と
な
る
｡
巻
第

一
｢月
の
宴
｣
に
十
五
箇
所
､

そ
の
内
立
太
子
以
前
の
描
写
が
八
箇
所
'
立
太
子
に
つ
い
て
一
箇
所
､
残
り
六
箇
所
が
即
位
以
降
と
な
る
｡
巻
第
二

｢花
山
た
づ
ぬ
る
中
納

言
｣
に
は
円
融
天
皇
の
退
位
に
至
る
治
世
下
に
つ
き
二
十
四
箇
所
｡
退
位
以
前
の
も
の
が
全
体
の
ほ
ぼ
3
/
4
の
三
十
九
箇
所
｡
巻
第
三

｢
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
｣
に
は
円
融
院
の
退
位
後
か
ら
崩
御
ま
で
に
つ
い
て
七
箇
所
｡
回
想
部
分
は
七
箇
所
で
述
べ
て
い
る
｡
内
訳
は
'

巻
第
四

｢
み
は
て
ぬ
ゆ
め
｣
に
三
箇
所
'
巻
第
七

｢と
り
べ
野
｣
に
一
箇
所
､
巻
第
九

｢
い
は
か
げ
｣
に
一
箇
所
'
巻
第
十
五

｢う
た
が
ひ
｣

129



に
一
箇
所
'
巻
第
十
九

｢御
裳
ぎ
｣
に
一
箇
所
で
あ
る
｡

1
覧
表
に
ま
と
め
る
と
次
の
様
に
な
る
(義
-
参
照
)｡
今
回
は
こ
の
表
の
う
ち
在
位
期
間
の
前
半
､
｢兼
通

･
転
子
の
死
｣
ま
で
を
取
り
扱

う
○

表
-柄 過 荏 坐

御 位 位 誕

以 をゝ 柄 中

降の回悲部分 b崩御まで 級辛頼忠の摂S 節辛 問 ら立太千まで

兼通●堤千の死 711脂関逮

七 七 十 九箇所 義所 九

辛
筒 箇 箇 箇

所 所 八箇所 所 所

巻 肇 肇 肇 巻 巻 巻

七～十九 ● ●

巻
第

一
の
中
で
語
ら
れ
る
円
融
天
皇
の

｢生
誕
か
ら
立
太
子
ま
で
｣
の
特
色
は
'

1
つ
は
､
九
条
殿

･
藤
原
師
輔
へ
の
賛
美
の
中
で
展
開

さ
れ
る
｡
そ
れ
は
師
輔
の
生
前
'
没
後
と
い
え
ど
も
変
わ
ら
な
い
｡
没
後
の
方
が
返
っ
て
回
想
譜
の
中
で
語
ら
れ
る
か
ら
'
師
輔
へ
の
賛
美

が
強
調
さ
れ
る
｡
師
輔
へ
の
賛
美
は
'
巻
末
近
く
に
記
さ
れ
る
円
融
天
皇
即
位
後
の
場
面
で
も
'
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
と
あ
と

一

つ
は
'
大
変
幼
い
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡

藤
原
師
輔
へ
の
賛
美
の
中
で
展
開
さ
れ
る
も
の
は
､
例
え
ば
実
朝
や
師
輔

･
師
デ
の
兄
弟
の
性
格
を
語
る
場
面
や
'
若
宮
た
ち
の
後
見
に

つ
い
て
語
る
場
面
で
'



こ
の
殿
ば
ら
の
御
心
ざ
ま
ど
も
､
同
じ
御
は
ら
か
ら
な
れ
ど
'
さ
ま
ざ
ま
こ
こ
ろ
ご
こ
ろ
に
ぞ
お
は
し
け
る
｡
(中
略
)
九
条
殿
の

御
お
ぼ
え
い
み
じ
う
め
で
た

し
｡
又
'
四
･
五
の
み
や
さ
へ
お
は
し
ま
す
ぞ
め
で
た
き
や
｡

(置
紅
#
-
班
毎

#

.EG
i,)1貢
｡)

か
か
る
程
に
'
九
条
殿
悩
し
う
お
ぼ
さ
れ
て
'
(中
略
)
東
宮
の
御
後
見
も
､
四
･
五
の
宮
の
御
事
も
､
た
だ
こ

の

大

臣
を
頼
し
き

も

のに
お
ぼ
し
め

し
た
る
に
､
｢
い
か
に
い
か
に
｣
と
､
お
は
や
け
よ
り
も
御
修
法
な
ど
行
は
せ
給
ふ
｡

(
5
+(i!許

闇
｡
)

と
'
第

二

七
〕
節
と

〔二
六
〕
節
で
は
､
師
輔
に
対
す
る
村
上
天
皇
の
信
頼
の
深
さ
を
記
す
中
で
'
五
の
宮

･
守
平
親
王
に
つ
い
て
触
れ

る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
円
融
天
皇
が
'
｢五
の
宮
｣
と
記
述
さ
れ
る
部
分
で
は

一
貫
し
て
い
る
｡
師
輔
は
東
宮
や
若
宮

･

｢
五
の
宮
｣
達
に

と
っ
て
は
､
偉
大
な
後
見
な
の
で
あ
る
｡

師
輔
の
没
後
も
早
生
を
惜
し
ま
れ
'
若
宮
達
に
と
っ
て
は
､
偉
大
な
後
見
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
く
回
想
さ
れ
る
｡

な
は
宮
の
御
方
の
御
子
達
は
'
い
と
心
こ
と
に
お
ぼ
し
め
す
｡
九
条
殿
の
急
ぎ
た
る
御
有
様
'
返
す
返
す
も
口
惜
し
う
い
み
じ
き
事

を
ぞ
'
み
か
ど

も
后
も
お
ぼ
し
め
し
た
る
｡

式
部
卿
の
宮
も
､
今
は
い
と
よ
う
お
と
な
び
さ
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
､
里
に
お
は
し
ま
さ
ま
ほ
し
う
お
ぼ
し
め
せ
ど
'
み
か
ど
も
后
も
ふ

り
が
た
き
も
の
に
お
ぼ
し
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
も
の
か
ら
'
怪
し
き
事
は
'
｢
み
か
ど
な
ど
に
は
い
か
が
｣
と
見
事
ら
せ
給
ふ
こ
と
ぞ
出

で
来
に
た
る
｡
さ
れ
ば
五
の
宮
を
ぞ
､
さ
や
う
に
お
は
し
ま
す
べ
き
に
や
と
ぞ
｡
ま
だ
そ
れ
は
い
と
椎
う
お
は
し
ま
す
｡
そ
れ
に
つ
け

て
も
､

｢お
と
ど
の
お
は
せ
ま
し
か
ば
｣
と
お
ぼ
し
め
す
事
多
か
る
べ
し
｡

(S
.(忙
平

野

)

と
'
残
さ
れ
た
村
上
天
皇
や
中
宮
安
子
が
'
師
輔
の
早
生
を
第

〔二
八
〕
節
で

｢
返
す
返
す
も
残
念
｣
で
あ
る
と
か
'
〔三

〇
〕
節
で
は

｢大
臣

･
師
輔
が
い
た
ら
な
あ
｣
と
か
長
嘆
息
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
五
の
宮

･
守
平
親
王
に
つ
い
て

｢大
変
幼
い
｣
こ
と
を
欺
く
の

で
あ
る
｡

祖
父
の
師
輔
へ
の
賛
美
は
'
即
位
後
に
も
回
想
さ
れ
る
｡
巻
第

一
の
巻
末
近
-
に
は
な
る
が
'
第

〔六
六
〕
節
で
'



か
か
る
程
に
五
月
廿
日
'

1
条
の
大
臣
摂
政
の
宣
旨
蒙
り
給
て
､

1
天
下
我
御
心
に
お
は
し
ま
す
｡
東
宮
の
御
祖
父
､
み
か
ど
の
御

男
に
て
'
い
と
い
と
あ
る
べ
き
限
の
御
お
ぼ
え
に
て
過
ぐ
さ
せ
給
ふ
｡
こ
の
御
有
様
に
つ
け
て
も
'
九
条
殿
の
御
有
様
の
み
ぞ
'
な
は

い
と
め
で
た
か
り
け
る
｡

若
い
円
融
天
皇
の
摂
毎
の
臣
に
'
帝
の
縁
者

･
帝
の
伯
父
で
あ
り
東
宮
の
外
祖
父
で
も
あ
る
'

1
条
摂
政
殿

･
伊
デ
が
任
命
さ
れ
た
段
で
あ

る
｡
伊
デ
の
前
任
の
摂
政
は
､
揚
名
関
白
と
自
身
欺
い
た
小
野
宮
の
実
額
で
あ
り
､
帝
と
は
直
接
の
血
縁
関
係
は
な
か
っ
た
｡
第

〔六
六
〕

節
で
は
'
祖
父
の
師
輔
へ
の
賛
美
で
締
め
括
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
五
の
宮
が
幼
い
こ
と
を
強
調
す
る
場
面
は
'
守
平
親
王
の
母

･
中
宮
安
子
の
崩
御
に
関
連
し
て
も
繰
返
し
描
か
れ
る
｡
第

〔三
七
〕

節
で
は
'五

の
宮
は
五
つ
六
つ
に
お
は
し
ま
せ
ば
'
御
服
だ
に
な
き
を
'
あ
は
れ
な
る
御
有
様
'
世
の
常
の
事
に
変
ら
ず
過
ぎ
も
て
い
-
中
に

2

も
,
よ
ろ
づ
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
,
こ
ち
た
き
さ
ま
は
い
と
こ
と
な
り
｡

(相
か
仇
)

13

と
'
母

･
安
子
の
服
喪
の
期
間
中
も
､
守
平
親
王
だ
け
は
喪
服
も
看
ず
に
い
る
場
面
を
描
き
､
そ
の
幼
さ
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
中

宮
の
服
喪
で
あ
る
｡
鈍
色
の
世
界
の
中
で
幼
い
守
平
親
王
の
服
装
だ
け
が
色
付
い
て
華
や
か
に
目
立
つ
の
で
あ
る
｡
喪
中
で
沈
み
き
っ
て
い

る
人
々
の
中
で
'
服
喪
し
な
く
て
よ
い
服
装
の
華
や
ぎ
が
､
か
え
っ
て
残
さ
れ
た
守
平
親
王
の
幼
さ
を
強
調
し
'
哀
れ
さ
を
誘
う
の
で
あ
る
｡

幼
さ
を
強
調
す
る
に
は
大
変
効
果
的
な
描
き
方
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
守
平
親
王
の
立
太
子
の
場
面
で
も
'
幼
さ
を
効
果
的
に
描
く
｡

守
平
親
王
の
立
太
子
は
､
父

･
村
上
天
皇
の
崩
御
を
欺
い
た
あ
と
に
記
さ
れ
る
0

か
か
る
程
に
､
九
月

盲

東
宮
立
ち
給
ふ
｡
玉
の
宮
ぞ
立
た
せ
給
ふ
｡
劉

恥
に
ぞ
お
は
し
け
る
｡

(
S
_[望

融

)

と
'
新
し
い
東
宮
の
御
年
が
九
歳
で
あ
る
と
､
そ
の
若
さ
幼
さ
を
記
す
｡
六
歳
で
母
を
'
九
歳
で
父
を
失
っ
た
の
で
あ
る
｡
生

き残って
い

れ
ば
最
大
の
後
見
と
な
る
べ
き
祖
父

･
師
輔
は
､
東
宮
が
玉
の
宮
と
言
わ
れ
て
い
た
幼
い
二
歳
の
時
に
早
々
と
世
を
去
っ
て
い
た
｡
こ
の
こ



と
は
何
度
も

『栄
花
物
語
_B
の
中
で
'
心
残
り
な
こ
と
と
し
て
回
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
心
有
る
読
者
は
'
残
さ
れ
た
幼
い
東
宮

･
守

平
親
王
に
､
行
く
末
を
心
配
し
同
情
を
禁
じ
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
利
害
を
抜
き
に
し
て
支
え
て
-
れ
る
人
が
全
-
い
な
い
の
で

あ
る
｡
天
涯
孤
独
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
る
べ
き
後
見
が
い
な
い
の
で
あ
る
｡
幼
さ
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
､
哀
れ
さ
が
募
る
の
で

あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
冷
泉
天
皇
か
ら
譲
り
を
受
け
､
位
に
即
く
場
面
で
も

み
か
ど
下
り
さ
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
､
東
宮
位
に
つ
か
せ
給
ひ
ぬ
｡
御
年
十

一
な
り
｡
東
宮
に
お
り
ゐ
の
み
か
ど
の
御
子
の
児
宮
ゐ
さ
せ

給
ひ
ぬ
｡

(
S
.(｣1<u
)1明
)

と
新
帝
の
年
が
十

一
歳
で
あ
る
こ
と
を
記
し
'
引
き
続
き
新
帝

･
円
融
天
皇
の
逸
話
を
描
き
､
そ
の
幼
い
こ
と
を
強
調
す
る
｡
第

〔六
三
〕

節
で
'

今
の
上
､
童
に
お
は
し
ま
せ
ば
'
つ
ご
も
り
の
追
灘
に
'
殿
上
人
振
鼓
な
ど
し
て
参
ら
せ
た
れ
ば
'
上
'
振
り
興
ぜ
さ
せ
給
ふ
も
を

か
し
｡

(計

｡一六
)

と
､
大
晦
日
の
追
灘
の
儀
式
の
場
で
振
鼓
等
で
遊
び
興
じ
て
い
る
誠
に
子
供
ら
し
い
､
可
愛
い
-
幼
い
円
融
天
皇
の
状
況
を
描
-
の
で
あ
る
｡

時
に
摂
政
は
祖
父
師
輔
の
兄

･
実
朝
で
あ
る
｡
幼
主
と
は
血
縁
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
｡

二
､
若
い
帝
と
そ
の
外
戚
達

円
融
天
皇
の

｢元
服
関
連
｣
の
部
分
は
､
掘
河
殿

･
兼
通
並
び
に
言
叩宮
資
子
内
親
王
と
の
関
連
で
描
か
れ
る
｡
そ
こ
で
は
兄

･
摂
政
を

も
恐
れ
慣
ら
ぬ
'
強
引
な
兼
通
を
描
く
｡
そ
れ
に
比
し
て
弟
の
兼
家
は
実
に
慎
み
深
い
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
こ
で
も
円
融
天
皇
の
若
さ
を

133



強
調
す
る
｡

)j
]]I

第

〔六
七
〕
節
で
､
円
融
天
皇
の
元
服
を

一年
早

め

'
天
禄
二
年
(九
七
一
)
の
こ
と
と
し
て

か
く
い
ふ
程
に
'
天
禄
二
年
に
な
り
に
け
り
｡
み
か
ど
御
年
十
三
に
な
ら
せ
給
ひ
に
け
れ
ば
'
御
元
服
の
事
あ
り
け
り
｡
九
条
殿
の

御
次
郎
君
と
あ
る
は
'
今
の
摂
政
殿
の
御
さ
し
つ
ぎ
な
り
｡
兼
通
と
聞
ゆ
｡
こ
の
頃
は
宮
内
卿
と
聞
ゆ
｡
そ
の
御
姫
君
参
ら
せ
奉
り
給

ふ
｡
摂
政
殿
の
姫
君
達
は
'
ま
だ
い
と
稚
く
お
は
す
れ
ば
'
え
参
ら
せ
給
は
ず
｡
い
と
心
も
と
な
-
口
惜
し
-
お
ぼ
さ
る
べ
し
｡
宮
内

卿
は
､
堀
河
な
る
家
を
い
み
じ
く
造
り
て
ぞ
､
住
ま
せ
給
け
る
｡
女
御
い
と
を
か
し
げ
に
お
は
し
け
れ
ば
'
上
い
と
若
き
御
心
な
れ
ど
'

思
ひ
き

J
え
さ
せ
給
へ
り
｡

(㌔

｡743)

と
､
十
111歳
で
元
服
し
た
円
融
天
皇
の
も
と
へ
'
女

･
塩
子
の
入
内
を
強
行
す
る
｡
兄
の
摂
政
の
女
達
は
い
ず
れ
も
大
層
幼
い
の
で
あ
る
｡

そ
の
兄
の
心
配
を
知
ら
ぬ
げ
に
'
宮
内
卿
と
ま
だ
身
分
の
低
い
兼
通
が
'
兄
の
摂
政
に
遠
慮
も
せ
ず
に
坦
子
を
入
内
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
天

皇
は
ま
だ
ま
だ

｢若
き
御
心
｣
で
あ
り
'
｢を
か
し
げ
｣
な
可
愛
ら
し
い
兼
通
の
女

･
坦
子
は
寵
愛
を
得
る
の
で
あ
る
｡
帝
の
恩
寵
を
得
る

た
め
に
女
の
入
内
を
計
っ
た
の
で
あ
り
､
兼
通
の
目
論
見
は
成
功
を
収
め
た
の
で
あ
る
｡
r栄
花
物
語
J
の
記
事
の
展
開

･
配
列
で
は
'
兼

通
は
女

･
坦
子
が
入
内
し

｢若
い
｣
帝
の
寵
愛
を
え
た
後
'
摂
待
の
臣
と
な
る
の
で
あ
る
｡
栄
達
の
た
め
に
女
を
入
内
さ
せ
た
恐
る
べ
き
弼

介
な
人
物
が
堀
河
殿

･
兼
通
な
の
で
は
な
い
か
｡

こ
の
堀
河
殿

･
兼
通
に
対
し
て
弟
の
東
三
条
殿

･
兼
家
は
実
に
慎
み
深
い
｡
〔六
七
〕
節
で
兄
に
対
し
て
遠
慮
も
な
い
兼
通
の
女

･
蛙
子

の
入
内
を
記
し
た
あ
と
､
兼
家
の
女
達
の
こ
と
が
描
か
れ
る
｡

九
条
殿
の
御
三
郎
'
兼
家
の
中
納
言
と
聞
ゆ
る
'
い
み
じ
う
か
し
づ
き
た
て
て
姫
君
二
所
お
は
す
｡
た
だ
今
の
東
宮
は
児
に
お
は
し

ま
す
'
内
に
は
堀
河
の
女
御
候
ひ
給
ふ
｡
競
ひ
た
る
や
う
な
り
と
て
､
冷
泉
院
に
こ
の
姫
君
参
ら
せ
奉
り
給
ふ
｡
お
し
た
が
へ
た
る
事

に
世
の
人
申
し
恩
へ
り
｡

(
S
.[｣1<35]EIB
:)
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兼
家
は
中
納
言
で
あ
る
｡
中
納
言
と
い
う
地
位
は
'
自
分
の
女
を
入
内
さ
せ
る
身
分
と
し
て
は
過
不
足
は
な
い
｡
兼
家
の
姉
で
も
あ
る
､
故

註
四

中
宮

･
安
子
は
父
師
輔
が
中
納
言
の
時
に
成
明
親
王
の
も
と
に
嫁
い
で
い

る

｡

姉
の
故
事
に
倣
え
ば
遠
慮
は
無
用
で
あ
ろ
う
｡
兄
の
兼
通
は

参
議
宮
内
卿
で
女

･
塩
子
を
入
内
さ
せ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
'
兼
家
は
先
に
入
内
し
て
い
た
堀
河
殿
の
女
御
に
遠
慮
し
た
り
'
東
宮
は
幼
児

で
あ
る
の
で
'
退
位
し
た
冷
泉
院
に
女
を
嫁
が
せ
た
と
記
す
｡
兄
の
兼
通
に
比
較
す
る
と
あ
ま
り
に
兼
家
は
'
遠
慮
深
く
慎
み
深
い
の
で
あ

る
｡
見
て
い
て
じ
れ
っ
た
-
な
る
程
の
兼
家
の
態
度
で
あ
る
｡
｢栄
花
物
語
｣
で
は
､
世
間
の
人
々
は
兼
家
は
間
違
っ
て
い
る
､
｢
お
し
た
が

へ
た
る
事
｣
見
当
は
ず
れ
な
事
だ
と
思
っ
て
い
た
と
記
し
て
い
る
｡

儒
教
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
こ
の
兼
家
の
態
度
は
称
賛
こ
そ
さ
れ
非
難
さ
れ
る
点
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
r栄
花
物
語
L
の
作
者
は
十

分
に
儒
教
的
観
点
を
理
解
し
て
い
た
｡
ま
た
こ
の
儒
教
的
観
点
が

r栄
花
物
語
｣
の
中
に
見
ら
れ
る
'
人
物
へ
の
一
つ
の
重
要
な
評
価
基
準

で
あ
っ
た
｡
そ
の
こ
と
は

『栄
花
物
語
｣
の
冒
頭
で
高
ら
か
に
打
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
巻
第

一
の
第

二

〕
節
に
見
ら
れ
る

｢醍
醐
の
聖

帝
｣
と
い
う
言
葉
で
あ
る
｡
ま
た
引
き
続
き
'
同
じ
-
第

〔五
〕
節
に
見
ら
れ
る

｢醍
醐
の
聖
帝
よ
に
め
で
た
く
お
は
し
ま
し
け
る
に
'
又

こ
の
み
か
ど
､
亮
の
子
の
尭
な
ら
む
や
う
に
'
お
は
か
た
の
御
心
ば
へ
の
雄
雄
し
う
旦
口同
-
t
か
し
こ
う
お
は
し
ま
す
も
の
か
ら
'
御
才
も

限
な
し
｣
と
い
う
村
上
天
皇
へ
の
賛
美
に
よ
-
表
れ
て
い
る
｡
r栄
花
物
語
｣
は
冒
頭
か
ら
儒
教
的
観
点
を
大
き
く
打
ち
出
し
い
る
の
で
あ

る
｡
世
間
が
ど
う
思
お
う
と
兼
家
は
'
道
理
を
弁
え
た
立
派
な
人
物
で
あ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
反
し
て
堀
河
殿

･
兼
通
は
道
理
を
弁
え
な

い
非
難
さ
る
べ
き
人
物
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡

兼
通
の
女

･
娯
子
の
入
内
や
兼
家
の
女

･
超
子
の
入
内
を
天
禄
二
年
(九
七
こ
の
こ
と
と
し
て

r栄
花
物
語
J
描
い
て
い
る
こ
の
部
分
は
､

#T<

史
実
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
｡
塩
子
の
入
内
は
,
二
年
後
の
天
禄
四
年
(九
七
三
)二
月
二
十
九

日

の

こ
と
で
あ
り
､
兼
通
は
内
大
尉
で
あ
っ

た
｡
摂
政
太
政
大
臣
の
伊
戸
は
前
年
に
死
亡
し
て
お
り
t
r栄
花
物
語
J
第

〔六
七
〕
節
の
叙
述
す
る
様
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
｡

一
方
兼

往七

家
の
女

･
超
子
の
入
内
は
'
三
年
前
の
安
和
元
年
(九
六
八
)十
月
十
四

日

の

こ
と
で
あ
り
､
兼
家
は
三
日
前
に
正
四
位
下
に
昇
叙
し
た
ば
か
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註
八

り
の
頭
左
中

将

で

し
か
な
い
｡
兼
家
は
参
議
ど
こ
ろ
か
'
従
三
位
に
も
至
っ
て
い
な
か
っ
た
｡
公
卿
の
端
く
れ
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

従
三
位
と
し
て
公
卿
の
端
に
加
わ
っ
た
の
は
女

･
超
子
の
入
内
後
､
十

一
月
二
十
三
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
兼
家
の
方
が
女

･
超
子
の
入
内

と
相
前
後
し
て
兄
兼
通
の
地
位
を
超
え
'
翌
年
に
は
参
議
を
経
ず
に
中
納
言
に
昇
進
し
て
し
ま
う
(表
Ⅱ
参
照
)0

表
=

(r公
卿
補
任
J
等
を
参
照
)

安 顔 応 天 年四 四

九⊥ 九｣ ..一九.｣九⊥ 一二コ一号′ヽ ′ヽ ′ヽ ′ヽ

九 七 - O

十 十 十 十 九 六 五 - 正 正 正 月

日 日 日 日 日 日 日 _日 日 甲 日

正四下(大普警四四 従四上前即也叙隻 東宮罪殿 止罪殿(停璽 蔵人頭望 六 従四下天 兼逮

従 超 正 左 兼 蔵 (袷泉天皇≡ 栄 元 従 正 兼家

四 四 五

･ 蔵 内( (前 @売 @売 (左 売( (中震入 袷 坊 ( 戻 莱

頭 7 労 守麺 立 大 五 御
左中 天皇 ) 防日 夫) 月_ 塗



天 天 天 天 天 安

* 琴 揺 嘩 禄 申- - -

九 九 九. 九 九 九

七 七 ± 阜 七〇 六九五 四

正 正 正 正 十 章 正 八 九 九 八 壬 正

月七 片廿 月廿 月七 月廿 月七 月廿 育廿 月廿 月五 月廿 月廿 月十 五月廿 月七 月廿

日 六日 八日 日 九日 日 七日 九日 四日 日 七日 日 日 日 日 日

位五 帝御年十≡関白寓喝 百五〇 荏四九 也

四七 四六 四五 大壁≡:::ゴ⊂:コ○右大97t:聖 曜大壁口○右大971=如〇四四 兼右大管止大夫中将 叙垂症 罪殿(止大夫践壁(円融天皇) 中壁口重亮中将不@哀 四1
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永* 寛和 天 天 負フt: フ亡 フ1=
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九 九 九 九 九

八九 坐 七九 七八 七七′ヽ

十 六六- 十月 ･十月八日 十月十 正月廿

月廿 月廿 月廿月 _⊥_
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安
和
元
年
の
冷
泉
天
皇
の
後
宮
に
は
'
兄

･
伊
デ
の
女
の
懐
子
が
女
御
と
し
て
既
に
入
内
し
て
い
た
｡
女
御

･
懐
子
は
十
月
二
十
六
日
に

証九

花
山
天
皇
生

む

｡

兼
家
は
兄
の
目
を
盗
み
､
懐
子
の
里
下
が
り
を
し
て
い
る
問
に
'
女

･
超
子
の
入
内
を
実
行
す
る
の
で
あ
る
｡
兄
を
も
恐

れ
ぬ
誠
に
大
胆
不
敵
な
振
舞
で
あ
る
｡
そ
れ
と
も
中
宮

･
昌
子
内
親
王
に
対
抗
す
る
た
め
に
'
兄

･
伊
デ
の
承
諾
の
も
と
超
子
の
入
内
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
と
す
れ
ば
中
宮
を
も
恐
れ
ぬ
誠
に
不
時
な
振
舞
で
も
あ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
傍
若
無
人
､
大
胆
不
敵
な
兼
家
の

姓丁十

性
格
が
よ
く
表
れ
て
い
る
超
子
の
入
内
で
あ
る
｡
又
'
妹
の
詮
子
は
天
禄
二
年
当
時
ま
だ
十

歳

で

し
か
な
く
'
将
来
の
后
候
補
で
は
あ
っ
て

も
､
兼
家
が
入
内
を
思
い
悩
む
年
頃
で
は
な
か
っ
た
｡

〔六
八
〕
節
で
は
'
円
融
天
皇
の
元
服
の
記
事
に
引
き
続
き
'

内
に
は
､

一
つ
御
腹
の
女
九
の
宮
'
先
帝
い
み
じ
う
思
ひ
き
こ
え
給
へ
り
L
を
'
こ
の
今
の
上
も
い
み
じ
う
思
ひ
か
は
し
き
こ
え
さ
せ



給
て
､

言
m
に
な
し
奉
り
給
へ
り
｡
内
の
い
と
さ
う
ざ
う
し
き
に
､
を
か
し
-
て
お
は
し
ま
す
｡

(評

｡1
七
)

と
'
姉

･
資
子
内
親
王
を

言
凹
に
叙
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
資
子
内
親
王
が

1
品
に
叙
さ
れ
た
の
は
'
円
融
天
皇
の
元
服
の
後

で
あ

正十
】

り
記
事
の
配
列
は
間
違
っ
て
い
な
い
｡
だ
が
こ
の
記
事
も
天
禄
三

年

の

こ
と
で
あ
り
､
年
紀
だ
け
が
誤
っ
て
い
る
｡

こ
の

『栄
花
物
語
｣
の
第

〔六
七
〕
節
か
ら

〔六
九
〕
節
の
年
紀
は
誤
っ
て
お
り
､
｢史
実
の
改
変
｣
が
あ
り
作
者
は

｢
ま
っ
た
く
史
実

を
無
視
し
た
1
と
い
う
よ
り
､
あ
り
得
な
い
こ
と
を
書
｣
き
'
ま
た

｢超
子
は
三
条
院
を
生
み
､
後
に
皇
后
宮
を
贈
ら
れ
た
程
で
あ
る
か

)j十
二

ら
､
史
料
的
に
正
確
な
こ
と
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
す
べ
き
確
率
は
少
な
い
｣'
｢何
ら
か
の
成
心
が
あ

っ

｣

た
の
で
は
な
い
か
｡
と
す
れ
ば
'

そ
の
理
由
は
何
か
｡

兼
通
の
女

･
短
子
の
入
内
の
時
期
を
二
年
も
早
め
'
兼
通
が
参
議
宮
内
卿
だ
っ
た
天
禄
二
年
の
事
と
す
る
｡
当
時
'
兄

･
伊
デ
は
摂
政
で

あ
り
'
兄

･
伊
デ
の
心
配
を
よ
そ
に
､
弟

･
雅
通
は
女
の
入
内
を
強
行
し
た
と
描
-
｡
史
実
で
は
'
兼
通
は
内
大
臣
と
い
う
重
々
し
い
地
位

に
い
た
｡
兄

･
伊
デ
は
既
に
死
亡
し
て
お
り
､
兄
が
心
配
し
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
｡
r栄
花
物
語
｣
を
読
ん
で
い
る
限
り
で

は
､
飽
く
こ
と
な
く
権
力
を
求
め
'
他
の
兄
弟
な
ど
の
気
持
に
配
慮
な
ど
ま
っ
た
く
し
な
い
強
引
な
兼
通
像
が
浮
か
び
上
が
る
｡

一
方
､
北
家
の
女

･
超
子
の
入
内
を
三
年
も
遅
ら
せ
'
中
納
言
で
あ
っ
た
天
禄
二
年
の
事
と
す
る
｡
兼
家
は
兄
の
女

･
女
御
坦
子
に
遠
慮

し
､
現
役
で
は
な
い
退
位
し
て
い
た
冷
泉
院
に
超
子
を
奉
っ
た
と
い
う
｡
史
実
で
は
､
兼
家
は
公
卿
で
は
な
く
頭
中
将
で
あ
り
'
院
で
は
な

く
帝
の
も
と
へ
入
内
さ
せ
て
い
る
.
兄

･
伊
戸
の
女

･
女
御
懐
子
が
出
産
の
た
め
宮
中
か
ら
里
へ
下
が
っ
た
時
期
を
狙
っ
た
か
の
よ
う
に
入

内
さ
せ
て
い
る
｡
兼
家
は
翌
年
､
参
議
を
経
ず
に
中
納
言
に
昇
進
す
る
と
い
う
初
例
を
作
る
の
で
あ
る
｡
公
卿
で
は
な
い
者
の
女
が
入
内
し
､

女
御
と
な
る
の
も
初
め
て
の
例
な
の
で
あ
る
｡
誠
に
異
例
づ
く
め
で
あ
る
｡
兼
家
は
そ
の
当
時
､
実
朝
が
欺
い
た

｢外
戚
不
善
の
輩
｣
の
代

表
格
で
は
な
か
っ
た
の
か
｡
誠
に
強
引
な
妹
腕
家
で
あ
る
｡
だ
が

r栄
花
物
語
｣
を
読
ん
で
い
る
限
り
で
は
'
他
人
に
思
い
を
致
す
遠
慮
深

く
慎
み
深
い
兼
家
像
が
浮
か
び
上
が
る
｡
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r栄
花
物
語
Jl
巻
第

一
の
巻
末
近
く
に
纏
め
ら
れ
た
'
円
融
天
皇
元
服
前
後
の
記
事
に
は
､
所
々
虚
偽
が
含
ま
れ
て
お
り
､
ま
っ
た
く
正

反
対
の
兼
通
と
兼
家
像
を
効
果
的
に
作
り
だ
し
て
い
る
｡
｢栄
花
物
語
L
で
は
道
徳
的
で
聖
人
の
よ
う
な
兼
家
像
と
'
若
い
天
皇
を
手
玉
に

と
る
天
を
も
恐
れ
ぬ
兼
通
像
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

三
､
婿
取
ら
れ
た
帝

若
い
円
融
天
皇
を
は
さ
み
､
女

･
転
子
の
入
内
を
期
に
天
皇
を
手
玉
に
と
ろ
う
と
す
る
兼
通
像
､
そ
し
て
極
め
て
道
理
を
弁
え
た
､
慎
み

深
い
控
え
め
な
兼
家
像
が
､
｢栄
花
物
語
｣
巻
第

l
の
巻
末
近
-
に
纏
め
ら
れ
た
作
者
の
意
図
で
は
な
か
っ
た
か
｡
そ
れ
を
受
け
て
巻
第
二

｢花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
｣
と
な
る
｡
こ
の
巻
は
円
融
天
皇
の
治
世
の
様
子
が
語
ら
れ
る
｡
節
の
数
で
言
う
と
二
十
五
箇
所
に
も
の
ぼ
る
｡

円
融
天
皇
に
つ
い
て
一
番
記
事
が
多
く
纏
ま
っ
た
巻
で
あ
る
｡
円
融
天
皇
の
治
世
に
は
四
人
の
摂
政
関
白
が
存
在
す
る
｡
最
初
が
摂
政

･
実

頼
'
つ
ぎ
が
･
伊
ヂ
そ
し
て
関
白

･
兼
通
'
最
後
が
頼
忠
で
あ
る
｡
小
野
宮
家
流
の
実
朝
と
朝
忠
の
親
子
は
円
融
天
皇
の
外
戚
で
は
無
い
｡

伊
デ
と
兼
通
は
'
円
融
天
皇
の
母

･
中
宮
安
子
に
と
っ
て
い
づ
れ
も
同
母
の
兄
で
あ
る
｡
こ
ち
ら
は
外
戚
で
あ
る
｡

実
額
は

r栄
花
物
語
一
巻
第

1
に
登
場
す
る
｡
前
代
か
ら
引
き
続
き
節
毎
の
任
に
当
た
っ
た
人
物
で
あ
る
｡
伊
デ
は
巻
第

一
と
巻
第
二
を

結
ぶ
人
物
で
あ
る
｡
巻
第

1
の
巻
末
近
く
で
幼
い
姫
君
達
を
か
か
え
'
弟
兼
通
の
女

･
転
子
の
入
内
を

｢
い
と
心
も
と
な
く
口
惜
し
く
｣
悲

痛
な
思
い
で
眺
め
て
い
た
人
物
で
あ
る
｡
摂
政
の
伊
デ
は
こ
の
悲
痛
な
思
い
を
残
し
巻
第

一
が
筆
を
置
く
｡

巻
第
二
の
冒
頭
部
の
第

二

〕
節
か
ら

〔三
〕
節
に
か
け
て
'
摂
政
伊
デ
の
死
と
､
残
さ
れ
た
若
い
人
々
が

｢あ
は
れ
に
お
ぼ
し
惑
｣
い

途
方
に
暮
れ
た
様
子
を
叙
述
す
る
.
そ
し
て
伊
戸
に
悲
痛
な
口
惜
し
い
思
い
を
さ
せ
た
､
堀
河
殿
兼
通
が
摂
政
に
就
任
し
た
と
記
す
｡
第

〔三
〕
節
の
最
後
に

｢か
く
て
摂
政
に
は
'
又
こ
の
大
臣
の
御
さ
し
つ
ぎ
の
九
条
殿
の
御
二
郎
内
大
臣
兼
通
の
大
臣
な
り
給
ひ
ぬ
｡
｣
(①
-
二
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〇
三
弓
)
と
'
内
大
臣
兼
通
の
摂
政
就
任
が
記
さ
れ
た
後
､
第

〔四
〕
節
か
ら
円
融
天
皇
が
登
場
す
る
｡

か
か
る
程
に
年
号
か
は
り
て
天
延
元
年
と
い
ふ
｡
よ
ろ
づ
に
め
で
た
く
て
お
は
し
ま
す
｡
女
御
い
つ
し
か
后
に
と
お
ぼ
し
急
ぎ
た
り
｡

は
じ
め
の
摂
政
殿
の
'
春
宮
の
御
世
の
事
を
見
果
て
給
は
ず
な
り
ぬ
る
事
を
ぞ
､
人
も
あ
は
れ
が
り
聞
え
け
る
｡
か
-
て
そ
の
年
の
七

月

一
日
'
摂
政
殿
の
女
御
后
に
ゐ
さ
せ
給
ひ
ぬ
｡
中
宮
と
聞
え
さ
す
｡
は
じ
め
の
冷
泉
院
の
中
宮
を
ば
皇
太
后
と
聞
え
さ
す
｡
中
宮
の

御
有
様
い
み
じ
う
め
で
た
う
'
世
は
か
う
ぞ
あ
ら
ま
は
し
き
と
見
え
さ
せ
給
ふ
｡
み
か
ど

言
凹
の
宮
の
御
方
'
中
宮
の
御
方
と
か
よ
ひ

あ
り
か
せ
給
ふ
｡
内
わ
た
り
す
べ
て
今
め
か
し
｡
堀
河
殿
と
ぞ
､
こ
の
摂
政
殿
を
ば
聞
え
さ
す
め
る
｡
そ
の
御
男
君
達
四
五
人
お
は
し

て
'
い
と
今
め
か
し
う
､
世
に
あ
ひ
め
で
た
げ
に
お
ぼ
し
た
り

.

(♂穎

oBRi,[HqEl･]
節
｡)

と
､
花
山
天
皇
の
即
位
を
見
ず
に
亡
く
な
っ
た
摂
政
伊
戸
に
'
｢あ
は
れ
｣
と
同
情
を
し
め
す
｡
続
い
て
堀
河
殿
の
喜
び
に
満
ち
た
状
況
が

描
か
れ
る
｡
即
ち
堀
河
殿
の
女

･
坦
子
の
立
后
が
記
さ
れ
る
｡
転
子
の
立
后
は
こ
の
第

〔四
〕
節
が
記
す
如
-
'
天
禄
元
年
(九
七
三
)七
月

l

正十
三

1
日
の
事
で
あ
り
,
巻
空

で
述
べ
た
入
内
の
年
紀
の
誤
り
(改
変
)は
無
く
,
年
紀
は
間
違
っ
て
い
な
い
｡
そ
の
中
で
円
融
天
皇
は
,

I
BM

1

宮
資
子
内
親
王
の
も
と
や
中
宮
短
子
の
所
に
通
わ
れ
'
そ
の
様
子
は
理
想
的
な
今
風
な
宮
廷
生
活
で
あ
っ
た
と
記
す
｡
塩
子
の
様
子
は
世
間

の
人
々
が

｢か
う
ぞ
あ
ら
ま
は
し
き
｣
と
羨
む
ほ
ど
で
あ
っ
た
い
う
｡
と
き
め
い
て
い
た
の
で
あ
る
｡

そ
う
し
た
中
で
'
大
納
言
の
東
三
条
殿

･
兼
家
は
中
姫
君
･
詮
子
の
入
内
願
っ
て
い
た
と
記
す
｡
そ
し
て
'
円
融
天
皇
は
､
兼
家
に
詮
子

の
入
内
を
促
す
の
で
あ
る
｡

九
条
殿
の
三
郎
君
は
'
こ
の
頃
東
三
条
の
右
大
将
大
納
言
な
ど
聞
ゆ
｡
冷
泉
院
の
女
御
い
と
時
め
か
せ
給
ふ
を
嬉
し
さ
事
に
お
ぼ
し

め
さ
る
べ
し
｡
中
姫
君
の
御
事
を
い
か
で
と
お
ぼ
し
め
す
程
に
'
上
の
御
け
し
き
あ
り
て
宣
は
せ
け
れ
ば
､
い
か
で
と
お
ぽ
さ
る
れ
ど
､

こ
の
関
白
殿
'
も
と
よ
り
こ
の
二
所
の
御
中
よ
ろ
し
か
ら
ず
の
み
お
は
し
ま
す
に
､
中
宮
か
-
て
候
は
せ
給
へ
ば
'
つ
つ
ま
し
-
お
ぼ

さ
る
る
な
る
べ
し
｡

(8
_
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t
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と
こ
ろ
が
兼
通
は
兼
家
と
仲
が
良
く
な
く
､
兼
通
の
女
の
中
宮
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
､
兼
家
は
詮
子
へ
の
入
内
の
要
請
を

｢
つ
つ
ま
し
く
｣

遠
慮
が
ち
に
し
て
い
た
と
記
す
｡
だ
が
果
た
し
て
そ
う
か
｡
天
延
元
年
(九
七
三
)と
言
え
ば
兼
家
の
女

･
詮
子
は
ま
だ
や
っ
と
十
二
歳
｡
年

端
も
行
か
な
い
年
齢
で
は
な
い
か
｡
現
実
の
入
内
を
志
す
に
は
ま
だ
少
し
若
す
ぎ
よ
う
｡
将
来
の
入
内
を
志
し
た
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
当
然

で
あ
ろ
う
が
｡
超
子
の
入
内
の
時
は
､
兼
家
は
兄
の
伊
デ
に
遠
慮
し
て
い
る
と
も
思
え
な
い
｡
女
御

･
懐
子
の
出
産
で
里
下
が
り
し
て
い
る

期
間
に
入
内
さ
せ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
殊
更
'
兼
通
と
兼
家
の
不
仲
を
目
立
た
せ
る
描
き
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
遠
慮
が
ち
で

慎
み
深
く
控
え
め
な
兼
家
と
い
う
構
図
で
は
な
い
か
｡

兼
通
と
兼
家
の
不
仲
は
'
第

〔五
〕
節
以
降
'
兼
通
の
莞
去
を
記
し
た
第

二

二
〕
節
ま
で
連
続
し
て
し
っ
こ
-
描
か
れ
る
｡
こ
の
間
の

円
融
天
皇
は
'
堀
河
殿
の
婿
と
い
っ
た
描
か
れ
方
を
す
る
｡

か
か
る
程
に
内
も
焼
け
ぬ
れ
ば
'
み
か
ど
の
お
は
し
ま
す
所
見
苦
し
と
て
'
掘
河
殿
を
い
み
じ
う
造
り
み
が
さ
給
て
､
内
裏
の
や
う

に
造
り
な
し
て
'
内
い
で
く
る
ま
で
は
お
は
し
ま
さ
せ
ん
と
急
が
せ
給
ふ
な
り
け
り
｡
貞
元
二
年
三
月
廿
六
日
に
堀
河
院
に
行
幸
あ
る

ぺ
け
れ
ば
､
天
下
急
ぎ
み
ち
た
り
｡
そ
の
日
に
な
り
て
渡
ら
せ
給
ふ
｡
中
宮
も
や
が
そ
の
夜
移
り
お
は
し
ま
し
て
'
堀
河
の
院
を
今
内

裏
と
い
ひ
て
'
よ
に
め
で
た
う
の
の
し
り
た
り
｡

(
S
_[fi)1節

｡
)

と
'
内
裏
が
焼
け
た
の
で
'
兼
通
は
自
分
の
邸
宅
の
堀
河
殿
を
み
が
さ
立
て
て
､
内
裏
と
同
じ
よ
う
に
造
り
､
そ
こ
に
天
皇
の
行
幸
を
仰
ぐ
｡

中
宮

･
塩
子
も
そ
の
夜
の
う
ち
に
堀
河
院
に
移
っ
た
と
描
く
｡
内
裏
の
火
事
を
理
由
に
実
質
的
に
は
'
兼
通
は
自
分
の
屋
敷
で
あ
る
堀
河
殿

に
､
円
融
天
皇
を
婿
と
し
て
迎
え
た
の
と
同
じ
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
堀
河
院
を

｢今
内
裏
｣
と
い
っ
て
世
間
で
は
大
喝
ぎ
を
し
た
記
す
｡

第

〔
一
こ

節
で
も

｢
み
か
ど
は
堀
河
の
院
に
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
'｣
と
天
皇
が
堀
河
院
に
お
住
み
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
｡
そ
こ
へ

兼
通
が
出
掛
け
て
行
き
兼
家
に
対
す
る
重
言
を
し
た
と
書
き
立
て
る
の
で
あ
る
｡

か
か
る
程
に
'
堀
川
殿
御
心
地
い
と
悩
し
う
お
ぼ
さ
れ
て
'
御
心
の
中
に
お
ぼ
し
け
る
や
う
､
･｢
い
か
で
こ
の
東
三
条
の
大
将
'
我
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命
も
知
ら
ず
'
な
き
や
う
に
し
な
し
て
､
こ
の
左
の
大
臣
を
我
次
の
一
の
人
に
て
あ
ら
せ
ん
｣
と
お
ぼ
す
心
あ
り
て
'
み
か
ど
に
常
に

｢
こ
の
右
大
将
兼
家
は
､
冷
泉
院
の
御
子
を
持
ち
奉
り
て
'
と
も
す
れ
ば
こ
れ
を
こ
れ
を
と
い
ひ
思
ひ
'
祈
す
る
こ
と
｣
と
い
ひ
つ
げ

給
ひ
て
'
み
か
ど
は
堀
河
の
院
に
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
'
我
は
悩
L
と
て
里
に
お
は
し
ま
す
に
､
わ
り
な
-
て
参
ら
せ
給
う
て
'
こ
の

東
三
条
の
大
将
の
不
能
を
奏
し
捨
て
～

(
5
'
(計

11)O
S&
:
)

そ
の
結
果
､
兼
通
の
思
惑
通
り
に
事
は
進
行
す
る
｡
即
ち

さ
い
つ
頃
内
に
参
ら
せ
給
て
給
て
､
東
三
条
の
大
将
を
ば
な
く
な
し
奉
り
給
て
き
｡
｢今

一
度
｣
と
て
内
に
参
ら
せ
給
て
､
よ
ろ
ず

を
奏
し
固
め
て
出
で
さ
せ
給
ひ
に
け
り
｡
(中
略
)
小
野
宮
の
頼
忠
の
大
臣
に
世
は
譲
る
べ
き
由

一
日
奏
し
給
し
か
ば
､
そ
の
ま
ま
に

と
み
か
ど
お
ぼ
し
め
し
て
'
同
じ
月
の
十

盲

'
関
白
の
宣
旨
蒙
り
給
て
'
世
の
中
皆
う
つ
り
ぬ
｡

(
讐

一一牢

節

｡)

と
'
兼
通
の
申
し
出
た
通
り
の

｢
そ
の
ま
ま
に
と
｣
円
融
天
皇
は
お
思
い
に
な
っ
た
と
記
す
｡
そ
し
て
兼
通
の
申
し
出
通
り
'
頼
忠
が
関
白

と
な
っ
た
｡
兼
通
の
思
い
通
り
の
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

誰
通
の
薙
去
ま
で
の
'
円
融
天
皇
は
堀
河
殿
に
迎
え
取
ら
れ
た
婿
殿
と
い
っ
た
風
情
で
あ
り
'
積
極
的
な
天
皇
自
身
の
自
己
主
張

･
意
思

表
示
が
無
い
の
で
は
な
い
か
｡
天
皇
が
唯

1
何
ら
か
の
意
思
を
示
す
の
は
第

〔五
〕
節
だ
け
で
あ
る
｡
第

〔五
〕
節
で
は
'
兼
通
と
兼
家
の

対
立
を
煽
り
､
慎
み
深
い
控
え
め
な
兼
家
像
を
描
き
だ
す
為
に
'
天
皇
は
兼
家
の
女

･
詮
子
の
入
内
を
促
す
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
そ
の
箇
所

の
記
事
は
､
入
内
を
促
す
に
は
少
し
詮
子
が
若
す
ぎ
る
の
で
あ
る
｡
即
ち
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
以
外
は
な
ん
ら
積
極
的
な
意
思
を
円

融
天
皇
は
現
さ
な
い
の
で
あ
る
｡

正
十
四

貞
元
二
年
(九
七
七
)十

1
月
八
日
に
関
白
太
政
大
臣
発
通
は
薙
去
す

る

.

す
る
と
翌
年
､
関
白
を
譲
ら
れ
た
左
大
臣

･
頼
忠
と
､
兼
家
は

待
ち
兼
ね
た
よ
う
に
女
達
の
入
内
を
進
め
る
の
で
あ
る
｡
｢栄
花
物
語
J
で
は

か
-
て
年
も
か
は
り
ぬ
｡
左
の
大
臣
の
御
さ
ま
い
と
い
と
め
で
た
し
｡
大
姫
君
を

｢
い
か
で
内
に
参
ら
せ
奉
ら
ん
｣
と
お
ぼ
す
｡
は
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か
な
く
て
月
日
も
過
ぎ
て
冬
に
な
り
ぬ
｡
年
号
か
は
り
て
天
元
元
年
と
い
ふ
｡

(
S
.(111...11山ハ
讐

と
頼
忠
は
､
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
う
ち
に
冬
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
記
す
｡
次
ぎ
の
'
第

二

四
〕
節
に
は
頼
忠
は
､
堀
河
殿

に
恩
義
を
感

じ
て
ぐ
ず
ぐ
す
し
て
い
る
う
ち
に
､
兼
家
に
先
を
超
さ
れ
た
と
記
す
｡

内
に
は
中
宮
の
お
は
し
ま
せ
ば
'
誰
も
お
ぼ
し
慣
れ
ど
､
堀
河
殿
の
御
心
按
の
あ
さ
ま
し
-
心
づ
き
な
さ
に
'
東
三
条
の
大
臣
中
宮

に
怖
ぢ
奉
り
給
は
ず
'
中
姫
君
参
ら
せ
奉
り
給
ふ
｡
大
殿
の
'
｢姫
君
を
こ
そ
'
ま
づ
｣
と
お
ぼ
し
つ
れ
ど
'
掘
河
殿
の
御
心
を
お
ぼ

し
悼
る
程
に
'
右
の
大
臣
は
つ
つ
ま
し
か
ら
ず
お
ぼ
し
た
ち
て
'
参
ら
せ
奉
り
給
ふ
｡
こ
と
わ
り
に
見
え
た
り
｡
参
ら
せ
給
へ
る
か
ひ

あ
り
て
､
た
だ
今
は
い
と
時
に
お
は
し
ま
す
｡
中
宮
を
か
く
つ
つ
ま
し
か
ら
ず
､
な
い
が
し
ろ
に
も
て
な
し
き
こ
え
給
ふ
も
､
｢
昔
の

御
情
な
さ
を
恩
ひ
給
ふ
に
こ
そ
は
｣
と
､
こ
と
わ
り
に
お
ぼ
さ
る
｡

(
S
.
(]11R
)<
研

)

中
宮
蛙
子
は
､
亡
き
父
の
兼
家
に
対
す
る
仕
打
ち
を
思
う
と
､
詮
子
の
入
内
は
道
理
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
｡
｢
か
-

つ
つ
ま
し

か
ら
ず
､
な
い
が
し
ろ
に
｣
と
記
し
て
い
る
の
を
見
る
と
､
兼
家
は
転
子
に
対
し
て
相
当
辛
く
取
り
扱
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
r
栄
花
物
語
.D

の
作
者
は
こ
の
兼
家
の
態
度
を
'
兄
弟
の
争
い
の
中
で
正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
詮
子
の
入
内
は
大
成
功
で
あ
っ
た
｡
円
融
天
皇
の
寵

愛
が
深
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

そ
ん
な
中
'
第

二

五
〕
節
で
は
'
傷
心
の
中
宮

･
蛙
子
が
'
詮
子
の
と
き
め
く
の
を
見
な
が
ら
'
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
場
面
を
描
く
｡

か
か
る
程
に
天
元
二
年
に
な
り
ぬ
｡
梅
壷
い
み
じ
う
時
め
か
せ
給
ふ
｡
中
宮
月
来
御
心
地
あ
や
し
う
悩
し
う
お
ぼ
し
め
さ
れ
て
､
よ

ろ
づ
宮
司
も
'
又
公
よ
り
も
､
御
折
の
事
さ
ま
ざ
ま
に
い
み
じ
け
れ
ど
'
六
月
二
日
う
せ
さ
せ
給
ひ
ぬ
｡
あ
へ
な
う
'
あ
さ
ま
し
う
あ

は
れ
に
い
み
じ
う
お
ぼ
し
き
こ
え
さ
せ
給
ヘ
ビ
か
ひ
な
し
｡

(∞
聖
三
)

円
融
天
皇
は
蛙
子
の
崩
御
を

｢あ
さ
ま
し
う
あ
は
れ
に
い
み
じ
う
お
ぼ
｣
さ
れ
た
と
記
す
｡
そ
れ
を
作
者
は
冷
た
く

｢か
ひ
な
し
｣
と
突
き

放
し
て
記
し
て
い
る
｡
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こ
の
頼
忠
と
兼
家
の
女
達
の
入
内
に
つ
い
て
も
'
虚
偽
が
あ
る
｡
貞
元
三
年
(九
七
八
)
の
こ
の
辺
り
の
こ
と
を
纏
め
る
と
次
ぎ
の
よ
う
に

な
る
｡

十 十 九 八 八 五 四 月日
月廿 月 月廿 月十 月十⊥ 月廿 月十- ′ヽ -

九日 日 日 日 日 日 日

言弓改 ~ 以 小 大 右 亡±タ日 左 記事(

顔 除 壁 大 ヒ二日○以顔原遵千 大原詮千 仁コ顔原兼家郷 臣以下請卿

711 ○∫
烏天

馬女W. ｢日 遵千入
垂 0大71: 参

年○依明 納 忠 承 烏 披l=コ兼家 女初入 香殿女 女覗 磨0樵

年 可 披 御 女

陽五之御慎也0 任右大 庭○候梶て=tざ 遵千方秦 御披免聾0

臣 ~■一日

竺E 管紘○天皇渡覗 本案己略Lによる)

r栄
花
物
語
｣
で
は
殊
更
兼
通
と
兼
家
の
対
立
を
煽
る
形
で
'
詮
子
の
入
内
を
頼
忠
の
女

･
遵
子
の
前
と
し
て
描
く
｡
だ
が
こ
れ
は
嘘
で
あ

り
'
遵
子
が
先
で
あ
る
｡
ま
た
兼
家
は
右
大
臣
と
記
し
て
い
る
が
'
詮
子
入
内
後
の
昇
進
で
あ
り
当
時
は
ま
だ
大
納
言
で
あ
っ
た
｡
ま
た
天

元
元
年
(九
七
八
)と
改
元
し
た
後
の
こ
と
と
し
て
い
る
が
'
こ
れ
も
間
違
っ
て
い
る
｡
二
人
の
入
内
は
改
元
前
の
､
貞
九
三
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
｡こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
､
｢栄
花
物
語
J
巻
第
二

｢花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
｣
の
中
で
描
か
れ
た
'
中
宮

･
坦
子
の
崩
御
ま
で
の

一
連

の
円
融
天
皇
関
連
の
記
事
は
'
兼
通
の
弟
兼
家
に
対
す
る
非
道
な
扱
い
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
｡
円
融
天
皇
は
ほ
と
ん
ど
存
在
感
が
無

い
の
で
あ
る
｡
円
融
天
皇
は
堀
河
院
に
行
幸
し
た
こ
と
で
'
堀
河
殿
の
婿
の
如
き
状
態
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
掘
河
殿

･
兼
通
に
完
全
に
取



り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
r栄
花
物
語
｣
の
作
者
は
そ
の
点
で
'
円
融
天
皇
を
ひ
弱
に
造
型
L
t
兼
通
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
っ

た
と
描
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
兼
通
の
死
後
'
中
宮

･
塩
子
に
対
す
る
兼
家
の

｢
つ
つ
ま
し
か
ら
ず
'
な
い
が
し
ろ
に
｣
し
た
と

い
う
対
処
の
仕
方
は
当
然
の
こ
と
と
描
-
｡
応
報

･
当
然
の
む
く
い
だ
｡
そ
れ
程
､
兼
適
は
冷
酷
非
道
な
の
で
あ
る
｡

四
､
結

巻
第

一
の
中
で
語
ら
れ
る
円
融
天
皇
の

｢生
誕
か
ら
立
太
子
ま
で
｣
の
特
色
は
､

一
つ
は
'
九
条
殿

･
藤
原
師
輔
へ
の
賛
美
の
中
で
展
開

さ
れ
る
｡
そ
れ
は
師
輔
の
生
前
､
没
後
と
え
ど
も
変
わ
ら
な
い
｡
没
後
の
方
が
返
っ
て
回
想
譜
の
中
で
語
ら
れ
る
か
ら
'
師
輔
へ
の
賛
美
が

強
調
さ
れ
る
｡
師
輔
へ
の
賛
美
は
'
巻
末
近
-
に
記
さ
れ
る
円
融
天
皇
即
位
後
の
場
面
で
も
'
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
と
あ
と

一
つ
は
'
大
変
幼
い
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡
母

･
安
子
の
服
喪
の
期
間
中
も
'
守
平
親
王
だ
け
は
喪
服
も
着
ず
に

い
る
場
面
を
描
き
'
そ
の
幼
さ
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

立
太
子
の
場
面
で
も
､
新
し
い
東
宮
の
御
年
が
九
歳
で
あ
る
と
'
そ
の
若
さ
幼
さ
を
記
す
｡
六
歳
で
母
を
'
九
歳
で
父
を
失
っ
た
の
で
あ

る
｡
生
き
残
っ
て
い
れ
ば
最
大
の
後
見
と
な
る
べ
き
祖
父

･
師
輔
は
､
幼
い
二
歳
の
時
に
早
々
と
世
を
去
っ
て
い
た
｡
こ
の
こ
と
は
何
度
も

r栄
花
物
語
J
の
中
で
'
心
残
り
な
こ
と
と
し
て
回
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
.
心
有
る
読
者
は
'
残
さ
れ
た
幼
い
東
宮
に
､
行
く
末
を
心

配
し
同
情
を
禁
じ
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
利
害
を
抜
き
に
し
て
支
え
て
く
れ
る
人
が
全
く
い
な
い
の
で
あ
る
｡
天
涯
孤
独
と
な
っ

た
の
で
あ
る
｡
し
か
る
べ
き
後
見
が
い
な
い
の
で
あ
る
｡
幼
さ
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
'
哀
れ
さ
が
募
る
の
で
あ
る
｡

円
融
天
皇
の

｢元
服
関
連
｣
の
部
分
は
､
兄

･
摂
政
を
も
恐
れ
惇
ら
ぬ
､
強
引
な
兼
適
を
描
-
｡
そ
れ
に
比
し
て
弟
の
兼
家
は
実
に
慎
み

深
い
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
こ
で
も
円
融
天
皇
の
若
さ
を
強
調
す
る
｡
十
三
歳
で
元
服
し
た
円
融
天
皇
の
も
と
へ
'
女

･
坦
子
の
入
内
を
強
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行
す
る
｡
兄
の
摂
政
の
女
達
は
い
ず
れ
も
大
層
幼
い
の
で
あ
る
｡
そ
の
兄
の
心
配
を
知
ら
ぬ
げ
に
､
宮
内
卿
と
ま
だ
身
分
の
低
い
兼
通
が
'

兄
の
摂
政
に
遠
慮
も
せ
ず
に
塩
子
を
入
内
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
天
皇
は
ま
だ
ま
だ

｢若
き
御
心
｣
で
あ
り
'
｢を
か
し
げ
｣
な
可
愛
ら
し
い

兼
通
の
女

･
塩
子
は
寵
愛
を
得
る
の
で
あ
る
｡
帝
の
恩
寵
を
得
る
た
め
に
女
の
入
内
を
計
っ
た
の
で
あ
り
'
兼
通
の
目
論
見
は
成
功
を
収
め

た
の
で
あ
る
｡

r栄
花
物
語
｣
の
記
事
の
展
開

･
配
列
で
は
､
兼
通
は
女

･
蛙
子
が
入
内
し

｢若
い
｣
帝
の
寵
愛
を
え
た
後
'
摂
詩
の
臣
と
な
る
の
で
あ

る
｡
栄
達
の
た
め
に
女
を
入
内
さ
せ
た
恐
る
べ
き
狛
介
な
人
物
が
堀
河
殿

･
光
通
な
の
で
は
な
い
か
｡
兼
通
の
女

･
塩
子
の
入
内
の
時
期
を

二
年
も
早
め
'
兼
通
が
参
議
宮
内
卿
だ
っ
た
天
禄
二
年
の
事
と
す
る
｡
史
実
は
'
兼
通
は
内
大
臣
と
い
う
重
々
し
い
地
位
に
い
た
｡
兄
伊
戸

は
既
に
死
亡
し
て
お
り
'
心
配
し
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
｡
｢栄
花
物
語
｣
を
読
ん
で
い
る
限
り
で
は
'
飽
く
こ
と
な
く
権
力

を
求
め
'
他
の
兄
弟
な
ど
の
気
持
に
配
慮
な
ど
ま
っ
た
く
し
な
い
強
引
な
兼
通
像
が
浮
か
び
上
が
る
｡

1
万
㌧
北
家
の
女

･
超
子
の
入
内
を
三
年
も
遅
ら
せ
'
中
納
言
で
あ
っ
た
天
禄
二
年
の
事
と
す
る
｡
兼
家
は
兄
の
女

･
女
御
坦
子
に
遠
慮

し
'
冷
泉
院
に
超
子
を
奉
っ
た
と
い
う
｡
史
実
で
は
'
兼
家
は
公
卿
で
は
な
く
頭
中
将
で
あ
り
'
院
で
は
な
く
帝
の
も
と
へ
入
内
さ
せ
て
い

る
｡
兄

･
伊
デ
の
女

･
女
御
懐
子
が
出
産
の
た
め
宮
中
か
ら
里
へ
下
が
っ
た
時
期
を
狙
っ
た
か
の
よ
う
に
入
内
さ
せ
て
い
る
｡
兼
家
は
翌
年
'

参
議
を
経
ず
に
中
納
言
に
昇
進
す
る
と
い
う
初
例
を
作
る
の
で
あ
る
｡
公
卿
で
は
な
い
者
の
女
が
入
内
L
t
女
御
と
な
る
の
も
初
め
て
の
例

な
の
で
あ
る
｡
誠
に
異
例
づ
-
め
で
あ
る
｡
兼
家
は
そ
の
当
時
､
実
額
が
欺
い
た

｢外
戚
不
善
の
輩
｣
の
代
表
格
で
は
な
か
っ
た
の
か
｡
誠

に
強
引
な
殊
腕
家
で
あ
る
｡
だ
が

｢栄
花
物
語
｣
を
読
ん
で
い
る
限
り
で
は
､
他
人
に
思
い
を
致
す
遠
慮
深
く
慎
み
深
い
兼
家
像
が
浮
か
び

上
が
る
｡

r栄
花
物
語
｣
巻
第

一
の
巻
末
近
-
に
纏
め
ら
れ
た
､
円
融
天
皇
元
服
前
後
の
記
事
に
は
'
所
々
虚
偽
が
含
ま
れ
て
お
り
'
ま
っ
た
く
正

反
対
の
兼
通
と
兼
家
像
を
効
果
的
に
作
り
だ
し
て
い
る
｡
｢栄
花
物
語
｣
で
は
道
徳
的
で
聖
人
の
よ
う
な
兼
家
像
と
'
若
い
天
皇
を
手
玉
に
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と
る
天
を
も
恐
れ
ぬ
兼
通
像
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

r栄
花
物
語
J
で
は
､
堀
河
殿

･
兼
通
は
'
兄
の
伊
デ
や
弟
兼
家
に
対
す
る
生
前
の
処
遇
は
酷
か
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

一
万
㌧
道
理
を
弁
え
た
立
派
な
兼
家
が
'
塩
子
に
冷
た
い
扱
い
を
し
た
の
は
亡
き
父
の
報
い
で
あ
る
か
ら
と
'
当
然
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

巻
第

1
の
巻
末
部
分
を
思
い
起
こ
せ
ば
良
い
｡
兼
通
は
参
議
宮
内
卿
と
い
う
低
い
身
分
に
係
ら
ず
'
摂
政
と
い
う
重
い
身
分
の
兄

･
伊
デ
の

心
配
を
よ
そ
に
'
転
子
の
入
内
を
強
行
し
た
.
そ
れ
に
対
し
て
兼
家
は
右
大
臣
と
い
う
重
責
に
あ
る
｡
兄

･
兼
通
の
死
後
､
詮
子
の
入
内
を

強
行
し
た
と
こ
ろ
で
'
非
難
さ
れ
る
い
わ
れ
は
無
い
の
で
あ
る
｡

｢栄
花
物
語
｣
で
円
融
天
皇
の
治
世
の
前
半
､
兼
通

･
坦
子
の
死
ま
で
を
描
-
と
き
'
円
融
天
皇
は
若
け
れ
ば
若
い
ほ
ど
好
都
合
な
の
で

あ
る
｡
悪
逆
非
道

･
狛
介
冷
酷
な
兼
通
は
若
い
帝
を
女

･
転
子
で
た
ぶ
ら
か
し
'
悪
意
的
な
政
を
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
'
道
理
を
弁

え
た
非
の
打
ち
所
の
な
い
立
派
な
兼
家
は
､
兄

･
兼
通
か
ら
大
変
惨
い
扱
い
を
さ
れ
た
と
描
-
の
で
あ
る
｡
円
融
天
皇
は
若
い
の
で
政
に
は

関
与
し
な
い
の
で
あ
る
｡
兼
家
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

註

註

一

信
州
豊
南
女
子
短
期
大
学
紀
要
第
十
四
号
･
平
成
九
年
三
月

註

二

本
文
は
'
松
村
博
司
著

r栄
花
物
語
全
注
釈
J
(角
川
書
店
)に
よ
る
｡
以
下
同
じ
｡
又
'
本
論
で
は

r栄
花
物
語
Jl
の
内
容
を
便
宜
上
'
各
巻
ご

と
に

〔節
〕
で
区
切
っ
て
い
る
が
こ
れ
は
t
r栄
花
物
語
全
注
釈
し
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る

〔
〕
節
に
準
拠
し
て
い
る
｡

註

三

だ
が
円
融
天
皇
の
元
服
は
'
明
く
る
年
の
天
禄
三
年
(九
七
二
)
の
事
で
あ
り
､
｢
日
本
紀
略
し
同
年
正
月
三
日
条
に
｢甲
午
天
皇
於
紫
忘
殿
加
元

服
御
年
十
四
｡
太
政
大
臣
加
御
冠
｡
左
大
臣
兼
明
理
御
髪
｡
内
蔵
頭
助
信
朝
臣
烏
能
冠
｡｣
と
あ
る
｡
ま
た

r大
鏡
J
裏
書
に
も
は
ば
同
様
の
記
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註

四

註 註 註 註 註 註 註
十
一 十 九 八 七 六五

註 註 註
十 十 十
四

事
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

｢
日
本
紀
略
し
天
慶
三
年

(九
四
〇
)
条
に

｢
四
月
十
九
日
甲
寅
｡
三
品
成
明
親
王
於
飛
香
合
姿
中
納
言
左
街
門
督
藤
原
師
輔
卿
女
｣
と
あ
る
｡

『大
鏡
｣
裏
書
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

r
日
本
紀
略
.I
天
禄
四
年
二
月
廿
九
日
条
に

｢英
日
｡
内
大
臣
女
藤
原
鮭
子
入
内
｣
と
あ
る
｡

r公
卿
補
任
｣
天
禄
四
年

｢兼
通
｣
条

｢
日
本
紀
略
J
安
和
元
年
十
月
十
四
日
条
に

｢甲
子
｡
右
大
臣
着
座
｡
今
日
｡
中
将
兼
家
女
超
子
入
内
｡｣
と
あ
る
｡

r公
卿
補
任
｣
康
保
五
年

｢兼
家
｣
条
尻
付
き
｡

r
日
本
紀
略
l
安
和
元
年
十
月
廿
六
日
条
に

｢今
日
｡
女
御
藤
原
憤
子
産
第

1
皇
子
｡
花
山
院
是
也
｡｣
と
あ
る
｡

r
日
本
紀
略
し
長
保
三
年
(
1
0
0
1
)閏
十
二
月
廿
二
日
条
に

｢東
三
燦
院
崩
干
行
成
卿
第
｡
年
四
十
｡｣
と
あ
る
こ
と
よ
り
逆
算
｡

r
日
本
紀
略
し
天
禄
三
年
三
月
廿
五
日
条
に

｢賢
子
内
親
王
於
昭
陽
殿
有
藤
花
宴
〟

天
皇
臨
御
″
〟
宴
託
″
内
親
王
叙

1
品
｡
｣
と
天
皇
の
臨
御

の
も
と
昭
陽
殿
に
お
い
て
藤
花
の
宴
が
も
た
れ
､
そ
の
後

一
品
に
叙
さ
れ
て
い
る
｡

r栄
花
物
語
全
注
釈
L
①
-
1
七
五
頁
｡
巻
第

1
'
第

〔六
九
〕
節
'
補
説

｢史
実
の
改
変
｣

r
日
本
紀
略
J
天
禄
四
年
七
月

1
日
条
に

｢詔
以
皇
后
昌
子
内
親
王
烏
皇
太
后
.
以
女
御
藤
原
子
馬
皇
后
｣
と
あ
る
｡
こ
の
年
の
十
二
月
二
十
日

に

｢天
延
｣
と
改
元
さ
れ
る
｡

r
日
本
紀
略
し
貞
元
二
年
十

1
月
八
日
条
に

｢甲
午
｡
依
太
政
大
臣
病
｡
大
赦
天
下
.
老
人
賜
物
｡
大
臣
於
堀
川
院
薙
｡
年
五
十
三
｡｣
と
あ
る
｡
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