
円
融
天
皇
の
治
世
の
特
色

―

そ

の

前

半

―

川

田

康

幸

序

本
論
は
'
昨
年
本
学
の
紀
要
に
お
い
て

｢r栄
花
物
語
J
に
お
け
る
円
融
天
皇
像
の
特
色
-

そ
の
治
世
の
前
半
-

｣
と
超
し
て
拙
論

を
展
開
し
た
も
の
の
'
続
編
で
あ
る
｡
昨
年
の
紀
要
で
取
り
上
げ
た
も
の
は
'
円
融
天
皇
の
誕
生
か
ら
堀
河
殿
･
兼
通
並
び
に
そ
の
女

･
皇

后
担
子
の
死
ま
で
を
､
円
融
天
皇
の
治
世
の
前
半
と
し
た
｡
そ
し
て
'
そ
の
期
間
に
お
け
る

｢栄
花
物
語
｣
の
中
に
お
け
る
'
円
融
天
皇
に

対
す
る
叙
述
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
｡

円
融
天
皇
の

｢生
誕
か
ら
立
太
子
ま
で
｣
の

｢栄
花
物
語
｣
に
お
け
る
叙
述
の
特
色
の
一
つ
は
'
九
条
殿

･
藤
原
師
輔
へ
の
賛
美
の
中
で

展
開
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
師
輔
の
没
後
の
方
が
却
っ
て
回
想
譜
の
中
で
語
ら
れ
る
か
ら
か
'
師
輔
へ
の
賛
美
が
強
調
さ

れ
る
｡
師
輔
へ
の
賛
美
は
'
巻
第

一
の
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
'
｢娘
子
入
内
か
ら
そ
の
死
ま
で
｣
の
間
に
展
開
さ
れ
る
'
円
融
天
皇
の

｢幼
さ
の
強
調
｣
で
あ
る
｡

安
和
の
変
の
余
韻
の
収
ま
ら
ぬ
状
況
で
'
｢今
の
上
'
童
に
お
は
し
ま
｣
(抑
iF(T
J招
腔
)
す
と
い
う

｢幼
主
｣

･
+

1
歳
の
円
融
天
皇
が

擁
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
'
幼
帝
を
補
助
線
と
し
て
'
兼
通
と
兼
家
並
び
に
そ
の
女
た
ち
が
描
か
れ
て
ゆ
く
｡
r
栄
花
物
語
｣
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で
は
円
融
天
皇
の

｢幼
さ
の
強
調
｣
を
通
し
て
'
若
い
天
皇
を
手
玉
に
と
る
､
天
を
も
恐
れ
ぬ
悪
逆
非
道
な
兼
通
像
と
'
道
徳
的
で
聖
人
の

よ
う
な
兼
家
像
を
造
形
し
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
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
､
虚
偽
が
含
ま
れ
て
お
り
'
正
反
対
の
兼
通
像

と
兼
家
像
を
効
果
的
に
作
り
だ
し
て
い
る
｡
そ
の
効
果
を
よ
り
高
め
る
た
め
に
'
兼
通
の
女

･
坦
子
の
入
内
と
兼
家
の
女

･
超
子
の
入
内
時

の
'
父
親
た
ち
の
官
職
や
後
宮
の
状
況
を
ま
っ
た
く
逆
転
さ
せ
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た

｢栄
花
物
語
｣
巻
第
二
の
中
で
描
か
れ
た
'

中
宮

･
娃
子
の
崩
御
ま
で
の

一
連
の
円
融
天
皇
関
連
の
記
事
も
'
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
｡
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
｡

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

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

恐
る
べ
き
弼
介
な
人
物

･
悪
逆
非
道
な
兼
通
像
を
き
わ
だ
た
せ
る
に
は
､
若
い
帝
を
女

･
娘
子
で
た
ぶ
ら
か
し
志
意
的
な
政
を
し
た
t
と
描

く
こ
と
は
大
変
に
効
果
的
で
あ
ろ
う
｡
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
措
く
の
で
あ
る
｡
円
融
天
皇
は
若
い
の
で
政
に
は
口
を
挟
ま
な
い
'
声
が
無
い
の
で
あ
る
｡
兼
家
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
｡
r栄
花
物
語
.[
の
作
者
は
そ
の
点
を
強
調
す
る
た
め
に
'
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
措
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
兼
通
の
死
後
'
中
宮

･
嬉
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
報
い
'
因
果
応
報
の
処
遇
で
あ
る
強
調
す
る
｡
兼
家
の
中
宮
に
対
す
る
冷
酷
な
処
遇
は
非
難
さ
れ
ず
'
却
っ
て

娘
子
の
方
が
当
然
の
報
い
で
あ
る
と
諦
め
た
と
描
-
｡
そ
れ
程
､
兼
通
は
冷
酷
非
道
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
兼
通
没
後
の
詮
子
の
入
内
に
も
虚
偽
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
詮
子
の
入
内
を
頼
忠
の
女

･
遵
子
の
前
と
し
て
'
殊
更
故
兼
通
と
兼
家
の

対
立
を
煽
り
'
当
然
の
措
置

･
報
い
で
あ
っ
た
と
描
く
｡
ま
た
兼
家
は
'
詮
子
入
内
前
に
既
に
右
大
臣
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
が
'
詮
子
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入
内
後
の
昇
進
で
あ
る
｡
詮
子
入
内
直
後
'
兼
家
は
ま
だ
大
納
言
で
あ
っ
た
｡
若
い
帝
を
女
で
た
ぶ
ら
か
し
悪
意
的
な
政
を
し
勝
手
気
侭
に

高
い
地
位
を
望
ん
だ
外
戚
不
善
の
輩
は
'
兼
通
よ
り
兼
家
の
方
で
あ
っ
た
ろ
う
｡

1
㌧
外
戚
兼
家
の
跳
梁
政
雇
と
政
情
不
安

｢幼
主
｣
円
融
天
皇
は
即
位
の
年

･
安
和
二
年
(九
六
九
)だ
け
を
と
っ
て
も
､
即
位
前
か
ら
政
情
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
た
｡
二
月
七

日
の
除
目
の
当
日
､

七
日
｡
甲
寅
.
除
目
｡
左
大
臣
高
明
行
レ之
｡
是
日
｡
右
大
臣
師
ヂ
家
人
兵
二
中
納
言
兼
家
卿
家
人
一闘
乱
｡
大
臣
家
舎
人

1
人
披
レ顎

大
臣
家
人
数
百
人
出
来
｡
打
電

中
納
言
家
l｡
此
間
.
中
納
言
家
鶏
兵
三
人
｡
乱
髪
取
レ
鉾
者
四
五
人
出
来
｡
大
臣
家
射
竜

1
人

一｡

(M賀

覗

J二
)

正

l

と
'
此
の
日
の
除
目
で
中
納
言
に
な
っ
た
ば
か
り
の
兼

家

の
家
人
と
'
そ
の
叔
父
･
右
大
臣
師
タ
の
家
人
と
が
大
乱
闘
を
お
こ
し
'
そ
れ
ぞ

れ
死
者

1
人
づ
つ
出
し
て
い
る
｡
ま
た
二
月
十
九
日
に
は

｢昭
陽
合
放
火
事
｣
(r鮎

J)と
'
東
宮
御
所
の
昭
陽
舎
が
放
火
さ
れ
た
.
い
ま

だ
童
で
あ
っ
た
十

嘉

の
幼
い
東
宮

･
守
平
親
王
は
'
三
月
十

百

に

｢東
宮
自
二
昭
陽
合
一移
二
凝
華
合
一｣
(r駈

｣)
と
､
昭
陽
舎
か
ら
凝

華
会
へ
と
そ
の
居
を
移
さ
な
け
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
不
穏
な
気
配
は
東
宮
を
も
巻
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
日
を
お
か
ず
に
発
生

す
る
の
が
､
安
和
の
変
で
あ
る
｡

旺

二

三
月
二
十
五
日
の
事
件
の
勃
発
は
'
源
満
仲
や
藤
原
善
時
等
の
密
告
に
端
を
発
す

る

｡
そ
の
後
'
月
が
変
わ
っ
た
四
月

一
日
に
は
'
左
大

臣
源
高
明
の
西
宮
家
は
三
棟
を
残
し
'
悉
-
焼
け
落
ち
て
し
ま
う
｡
怪
し
い
こ
と
に
そ
の
日
､
冷
泉
院
の
南
門
が
転
倒
し
､
お
ま
け
に
牛
が

一
頭
下
敷
き
に
な
り
圧
死
し
て
い
る
｡
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午
刻
｡
員
外
帥
西
宮
家
焼
亡
｡
所
残
稚
会
商
三
也
｡
橘
繁
延
配
流
土
佐
国
｡
今
日
冷
泉
院
南
門
類
例
｡
竺

頭
墜
死
O

(ET
li4.ESu軸叩L四
)

往
三

旺
tl

誠
に
奇
怪
な
出
来
事
で
あ
る
｡
そ
の
後
'
建
礼
門
の
前
で
大
飯
が
執
行
さ

れ

'
諸
陵
任
が
派
遣
さ

れ

て
'
安
和
の
変
の
事
後
処
理
が
行
わ
れ

た
｡
だ
が
し
か
し
'
変
事
は
こ
れ
で
す
べ
て
済
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡

加
え
'
こ
の
年
は
日
照
り
が
続
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
｢
日
本
紀
略
｣
に
よ
れ
ば
'
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
'
盛
ん
に
雨
乞
い
の
行
事
が

行
わ
れ
て
い
る
(表
Ⅰ
参
照
)｡

表
-

七 七 _▲._ _⊥一 __1_ _⊥ ･..L 月日

′ヽ ′ヽ ′ヽ ′ヽ ′ヽ

月 月 月 月 月 月 月五
十 - 廿 廿 十
八 五 四
日 日 日 日 日 日 日

=hk 施米 _幹 雨下 ー卯 御ト 丹貴 記

節雨 定0 八幡宮 0_輿 ~~極少僧 ○_坪 祈雨 辛

奉葡 ~鳥鳩 -A極 那寛秤 ~~串魅

十 相関之S. 戟 秦 -thO

華0 披レ..~訴雨請経○ 1中泉宛-%有義雨超_lifO又令ち頂 ;陽悼士近_準_節1ヒ山一鹿中五鶴祭上. '■■■1日本章己略L-による

早
魅
被
害
が
ひ
ど
か
っ
た
の
か
､
七
月
三
日
に
は
､
救
他
の
た
め
の
施
米
ま
で
定
め
て
い
る
｡
ま
だ
安
和
の
変
の
余
境
が
-
す
ぶ
っ
て
い
た



た
め
か
'
あ
る
い
は
早
魅
に
よ
る
飢
餓
の
為
か
'
救
他
の
施
米
を
す
る
こ
と
で
不
安
定
な
世
情
を
落
ち
着
か
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
ま

た
早
魅
の
御
ト
が
行
わ
れ
'
施
米
が
決
定
さ
れ
る
問
の
六
月
三
十
日
に
は
'
岩
清
水
八
幡
宮
に
お
い
て
烏
と
鳩
が
闘
っ
た
と
記
し
て
い
る
｡

黒
い
烏
と
白
鳩
と
が
闘
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
を
烏
鷺
の
争
い
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
と
す
れ
ば
何
を
烏
鷺
の
争
い
に
見
立
て
た

の
で
あ
ろ
う
か
｡
神
武
東
征
の
時
に
天
皇
を
先
導
し
た
八
確
烏
と
'
応
神
天
皇
を
祭
神
と
す
る
八
幡
宮
の
鳩
と
の
争
い
と
見
た
の
で
あ
ろ
う

か
｡
安
和
の
変
で
あ
ろ
う
か
｡
左
大
臣
源
高
明
の
左
降
を
'
王
権
内
の
争
い
と
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
あ
る
い
は
単
に
奇
怪
な
･
怪
し
い
こ

と
に
映
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
政
権
が
安
定
せ
ず
'
世
情
が
落
ち
着
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
記
事
に
反
映
し
た
と

い
え
る
｡

早
魅
か
ら

一
転
'
七
月
二
十

一
日
か
ら
は
雨
が
降
り
出
す
｡
二
十
二
日
の
夜
に
は
強
風
に
加
え
て
'
雨
が
ド
シ
ャ
降
り
と
な
り
'
立
木
を

折
る
強
さ
で
あ
っ
た
｡
二
十
三
日
は
台
風
の
吹
き
返
し
か
'
風
が
止
ま
ず
多
-
の
建
物
が
転
倒
す
る
な
ど
被
害
が
拡
大
す
る
｡
ま
さ
に
､
大

型
の
台
風
の
襲
来
で
あ
る
｡

去
夜
雨
快
降
｡
今
夜
大
風
暴
雨
｡
蓉
レ
屋
折
レ
木
｡

虎

叫
S
if#
)

風
猶
不
レ
止
｡
厨
家
南
門
｡
内
竪
所
磨
｡
兵
庫
寮
南
門
｡
典
薬
寮
南
門
｡
式
部
省
録
曹
司
｡
神
祇
官
舎
二
字
｡
大
炊
大
膳
薙
合
等
｡

悉
以
頼
倒
｡

(絹

詔
紬#

)

南
東
方
向
の
風
が
強
く
吹
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
兵
庫
寮
と
典
薬
寮
の
南
門
'
そ
の
他
は
大
内
裏
の
南
東
側
の
建
物
に
被
害
が
集
中
し
て
い

る
｡円

融
天
皇
の
受
禅
は
'
安
和
の
変
の
余
塵
の
収
ま
ら
ぬ
状
況
の
中
で
'
早
魅
や
そ
れ
に
続
く
大
風
暴
雨
の
被
害
に
見
舞
わ
れ
た
あ
と
に
行

わ
れ
て
い
る
｡
円
融
天
皇
の
治
世
は
'
天
変
地
異
や
政
情
不
安
な
状
況
の
中
で
出
発
し
た
｡
外
的
状
況
は
不
穏
な
空
気
に
包
ま
れ
て
い
た
の

で
あ
る
｡
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八
月
十
三
日
の
受
禅
以
降
も

r
日
本
紀
略
)
に
よ
れ
ば
'
政
情
不
安
な
状
況
を
示
す
記
事
が
続
出
す
る
(表
Ⅱ
参
照
)｡

表
=

士 士 士 十月 九月 月日

月 月 月

廿 廿 ± 十 廿-.L -

′ヽ日 五日 日 五日 日

陸 描 大 左 _輿 記事~■1

-■-ll-

園 上 月 臣 太政

飛罪倭到来○ く) -太 垂 大
_a1 二卿 政大臣七 直藤原朝 臣職普司

彼園 不参 十罪 臣柿 =# 日本

:55 ○ 早

致正輿 上 尭0 也 ･._略

~勅答 卿不参○ .年五十〇A 0 による

A

1奄守負茂 ○ ~丁夜○

秦@ 一一夜0.月内教T丁
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天
皇
の
外
戚
で
は
な
い
摂
政
太
政
大
臣

･
実
頬
は
'
蔑
ろ
に
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
彼
が
職
の
曹
司
で
行
っ
た
'
九
月
二
十

7
日
の

叙
位
の
夜
'
内
教
坊
が
焼
け
て
い
る
｡
ま
た
､
十
二
月
十
三
日
に
宮
中
で
行
わ
れ
た
彼
の
七
十
の
賀
の
席
に
は
､
上
郷
が
出
席
し
て
い
な
い
｡

代
わ
り
に
参
議
が
上
郷
の
役
を
務
め
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
彼
が
掃
政
を
辞
す
表
を
奉
っ
た
時
に
も
'
上
郷
が
出
席
せ
ず
'
そ
の
た
め
に
勅
答

が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
摂
政
太
政
大
臣
を
も
恐
れ
ぬ
､
誠
に
大
胆

･
無
礼
な
行
い
と
言
え
る
｡
人
々
は
誰
に
遠
慮
を
L
t
恐
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
｡
政
情
不
安
な
状
況
を
示
す
記
事
で
あ
ろ
う
｡
無
政
府
状
態
と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
｡

さ
ら
に
加
え
て
'
十
月
十
五
日
の
左
大
臣
師
デ
が
尭
じ
た
日
は
'
御
丁
寧
に
月
蝕
ま
で
加
わ
っ
て
い
る
｡
ま
た
暮
れ
も
お
し
迫
っ
た
二
十

六
日
に
は
'
陸
奥
国
か
ら
飛
駅
使
が
到
着
し
'
陸
奥
守
と
確
守
と
が
争
っ
て
い
る
と
報
告
が
は
い
る
｡



安
和
二
年
は
二
月
の
除
目
の
日
か
ら
､
右
大
臣
家
と
新
任
の
中
納
言
家
の
'
身
内
の
闘
争
か
ら
始
ま
り
'
東
宮
御
所
へ
の
放
火
､
密
告
に

よ
る
左
大
臣
の
左
降
'
早
魅
被
害
に
台
風
被
害
と
'
ま
さ
に
気
の
休
ま
る
暇
が
無
い
の
で
あ
る
｡
円
融
天
皇
の
受
禅
以
降
も
'
太
政
大
臣

･

実
額
に
対
す
る
無
礼
な
行
い
等
'
政
情
不
安
と
打
ち
続
-
天
変
地
異
に
痛
め
付
け
ら
れ
て
い
く
｡
こ
の
よ
う
な
状
況
は
'
翌
安
和
三
年
(九

七
〇
)以
降
ま
す
ま
す
あ
か
ら
さ
ま
に
な
っ
て
行
-
0

円
融
天
皇
の
即
位
に
よ
り
'
安
和
三
年
は
'
三
月
二
十
五
日
に
天
禄
元
年
と
改
元
さ
れ
た
｡
改
元
に
よ
る
新
体
制
の
姿
勢
を
示
す
た
め
､

大
赦
や
､
当
年
の
得
の
半
免
'
あ
る
い
は
老
人
や
僧
尼
に
脹
給
が
施
さ
れ
た
O
新
体
制
の
意
気
込
み
が
読
み
取
れ
よ
う
.
こ
の
天
禄
元
年
に
､

年
初
か
ら
大
活
躍
を
し
て
い
る
の
が
藤
原
兼
家
で
あ
る
｡
そ
の
一
つ
は

一
月
二
十
七
日
の
除
目
で
あ
る
｡
右
大
臣
藤
原
在
衡
が
左
大
臣
に
'

旺
五

大
納
言
伊
デ
が
右
大
臣
に
'
権
大
納
言
師
氏
が
大
納
言
に
'
参
議
源
雅
信
並
び
に
藤
原
朝
成
が
そ
れ
ぞ
れ
権
中
納
言
に
昇
進
し
て
い
る
｡

こ
の
除
目
に
円
融
天
皇
は
出
御
せ
ず
'
中
納
言
兼
家
が
内
弁
を
勤
め
て
い
る
｡

詔
以
1右
大
臣
藤
原
朝
臣
在
衡
一馬
二
左
大
臣
1｡
以
二
大
納
言
同
伊
声
1璃
二
右
大
臣
1｡
大
納
言
中
納
言
各
以
昇
進
｡
天
皇
不
二
出
御

1

以
二
中
納
言
兼
家
IqC
.1内
弁
l｡

(絹
地
韻
妃
｡1)

こ
れ
は
極
め
て
異
例
の
事
態
で
あ
る
か
ら
'
｢以
二
中
納
言
兼
家
1烏
二
内
弁

1｣
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
通
常
内
弁
は
左
大
臣
等
'
上
席

の
公
卿
が
勤
め
る
も
の
で
あ
る
｡
大
臣
が
不
在
の
場
合
'
次
席
の
大
納
言
か
ら
選
ぶ
の
が
普
通
で
あ
る
｡
大
納
言
源
兼
明
や
権
大
納
言
藤
原

頼
忠
を
飛
び
越
え
'
中
納
言
で
し
か
な
い
兼
家
が
内
弁
を
勤
め
た
の
は
異
常
事
態
な
の
で
あ
る
｡
幼
帝
を
擁
し
外
戚
が
政
を
専
断
し
て
い
た

と
い
え
よ
う
｡
ま
た
そ
の
二
つ
は
三
月
十
五
日
の
殿
上
の
賭
弓
で
あ
る
｡
こ
の
時
'
兼
家
の
子
息
た
ち
が
雅
楽
を
舞
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
兼

家
の
子
息
た
ち
は

｢骨
法
｣
を
得
て
い
る
と
称
賛
さ
れ
'

殿
上
賭
弓
｡
天
皇
出
御
｡
親
王
以
下
参
入
｡
奏
レ
柴
｡
兼
家
郷
息
童
舞
態
己
得
二
骨
法
一｡
聖

上
給
も

染
畢
衣
】｡

(諾

#

t)

と
'
円
融
天
皇
か
ら
紅
染
の
単
衣
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
｡
ま
さ
に
兼
家
の
時
代
が
到
来
し
た
よ
う
な
'
八
面
六
腎
の
大
活
躍
と
い
っ
た
様
相
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を
呈
し
て
い
る
｡

こ
の
安
和
三
年
が
比
較
的
落
ち
着
い
て
い
た
の
は
改
元
ま
で
で
あ
る
(表
Ⅲ
参
照
)0

も裏
目

十 九月 四.月 月
育廿 八月廿 六月 四月 四局 四月 育廿

荷 金 請 式 夜0 袷 夜 日 尼 左 記
前 峯 - 菌E∃ 泉 辛 育 袷 大

0-i& 山守描 仁王経 司内南 天A口惣 院&厩 0袷泉 レ蝕之○ レ穀育 臣以下 事｢日

初 ロ 0 合 持 人 7院 レ差○ i

物忌 宇焼 _顔 庇上 院育 _輿 焼亡 25,内○

一女皇 rT=○ ~ー在異 0女 レ塞I 文範朝 0太 詔改

ヽ 一■■■■- レ
■一一■ ○ フ1:
lil 撫 仕 遷 演 略
_imO レ鷲 丁~由 =&栄 一天緑 一に

上冒井上､卿梶等無レ故#喝 若亡ヨ刀≡孤妖{:. 鞄 雀院0 71:年0大i天下 .･○(中略)又_琴一天下A.7年辛信○老人僧 よる

三
月
の
改
元
後
､
四
月
に
は
い
る
と
新
政
治
態
勢
を
噸
笑
う
か
の
よ
う
に
'

一
日
に
は

｢
日
蝕
｣
'
二
日
の
夜
半
に
は
冷
泉
院
が
焼
け
落
ち

先
帝
は
朱
雀
院
に
遷
御
､
二
日
に
は
先
帝
の
厩
人
と
中
納
言
藤
原
文
範
の
仕
丁
が
乱
闘
を
お
こ
す
｡
二
十
日
の
夜
に
は
天
台
の
惣
持
院
が
火



事
を
だ
す
な
ど
､
ま
こ
と
に
落
ち
着
か
な
い
世
情
で
あ
る
｡
さ
ら
に
六
月
九
日
に
は
'
式
曹
司
の
南
舎
の
庇
上
に
女
人
が

一
人
で
髪
を
撫
で

い
る
と
い
う
､
不
可
思
議
な
事
件
が
目
撃
さ
れ
る
｡
狐
の
妖
怪
か
と
恐
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
八
月
二
十

1
日
に
は
仁
王
経
が
読
ま
れ
て
い
る
｡

そ
の
理
由
は

｢怪
異
｣
で
あ
る
.
そ
の
他
'
九
月
八
日
に
は
金
峯
山
寺
の
塔

1
芋
が
焼
け
'
十

1
月
九
日
に
は
故
左
大
臣
在
衡
の
家
か
ら
失

火
し
て
い
る
｡
怪
異
事
件
の
締
め
く
く
り
は
'
十
二
月
二
十
七
日
の
荷
前
で
あ
る
｡
上
官
並
び
に
上
郷
の
幌
舎
が
'
理
由
も
無
い
の
に
転
倒

し
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
こ
の
年
は
'
五
月
十
八
日
に
は
摂
政
太
政
大
臣
の
貸
朝
が
'
七
月
十
四
日
に
は
大
納
言
で
皇
太
子
侍
の
師
氏
が
'
八
月
十
八
日
に
は

村
上
天
皇
の
皇
女
紙
子
内
親
王
が
､
十
月
十
日
に
は
左
大
臣
在
衡
が
尭
去
す
る
｡

日
食
や
た
び
重
な
る
火
事
､
怪
異
な
事
件
の
発
生
と
い
う
天
変
地
異
が
重
な
る
｡
た
だ
で
さ
え
落
ち
着
か
な
い
の
に
'
輪
を
か
け
た
よ
う

に
､
摂
政
太
政
大
臣
や
左
大
臣
､
皇
太
子
博
等
と
い
う
要
職
の
公
卿
や
'
村
上
天
皇
の
皇
女
が
亡
-
な
っ
て
い
る
｡
新
体
制
の
意
気
込
み
が

空
回
り
L
t
政
情
が
落
ち
着
か
な
い
の
で
あ
る
｡

天
禄
二
年
(九
七
こ
は
､
三
月
に
土
星
が
月
を
貫
き
'
十
月

一
日
の
日
食
に
よ
る
廃
務
や
'
四
月
六
日
と
七
月
六
日
の
地
震
､
五
月
二
日

の
虹
が
立
っ
た
こ
と
に
よ
る
占
い
'

1
月
十
七
日
の
大
雨
の
記
事
と
'
前
年
に
引
き
続
き
天
変
地
異
の
現
象
が
続
-
｡
だ
が
尭
去
の
記
事
は

少
な
く
'
康
平
親
王

一
人
で
あ
る
｡
ま
た
火
災
や
倫
盗
そ
の
怪
異
な
事
件
の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
｡
十
月
二
十
九
日
に
は
'
安
和
の
変
で
太

宰
府
に
左
降
さ
れ
た
'
源
高
明
を
召
し
返
す
こ
と
と
な
っ
た
｡
落
ち
着
か
な
い
円
融
天
皇
の
治
世
の
前
半
の
中
で
は
'
比
較
的
静
か
な

一
年

で
あ
っ
た
と
い
え
る

(表
Ⅳ
参
照
)0
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十月廿九日 十月 九 七 五 四 - 月日

月 月⊥ 月 月_｣ 育 月十

七日日 十日 ′ヽ日 日 ′日ヽ 四日

召 天 兵 也 申 千 鍋 紘 記

- 喝 那 一■¶■月責0 ● &. 星 . 日

大辛良外帥_*局明○使内舎人○日蝕○磨務0 g_y口口口虞辛親王尭〇年甘○ 弁官東鹿虹立Oの令レ占レ之○ 地一■¶■辰 質月○ 大雨 辛ll日本紀略L_による

二
､
政
情
不
安
と
痛
め
付
け
ら
れ
る
理
想

天
禄
三
年
(九
七
二
)
は
'
円
融
天
皇
が
十
四
歳
と
な
り
'
正
月
三
日
に
元
服
の
式
が
と
り
行
わ
れ
た
｡
摂
政
太
政
大
臣
の
伊
戸
が
加
冠
役
'

)j六

左
大
臣
の
兼
明
が
理
髪
役
を
務
め
て
い

る

｡
円
融
天
皇
に
と
っ
て
は
晴
れ
が
ま
し
い
年
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
前
年
の
十
月
に
召
喚
が
決
ま
っ
た
､

丘
七

源
高
明
が
四
月
二
十
日
に
無
事
帰
洛
す

る

｡
こ
の
こ
と
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
'
わ
だ
か
ま
り
と
い
う
か
､
胸
の
支
え
が
取
り
払
わ
れ

た
の
で
は
な
い
か
｡
そ
の
一
方
で
は
天
変
地
異
'
あ
る
い
は
占
い
が
増
え
'
政
情
不
安
が
加
速
し
た
年
で
も
あ
る
｡



天
変
地
異
の

一
つ
は
､
閏
二
月
十
四
日
に
発
生
し
た
大
地
震
で
あ
り
'
九
月

一
日
の
日
食
に
よ
る
廃
務
で
あ
る
｡
ま
た
閏
二
月
二
十
五
日

か
ら
'
三
月
四
日
'
三
月
十
九
日
'
三
月
二
十
九
日
と
不
思
議
な
こ
と
が
続
き
'
神
意
を
仰
ぐ
た
め
に
占
い
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
ま
た
占
い

が
行
わ
れ
て
は
い
な
い
が
､
二
月
四
日
の
祈
年
祭
の
日
に
'
狐
が
百
飴
頭
も
宮
中
で
鳴
い
た
と
記
し
て
い
る
｡
こ
れ
も
不
可
思
議
な
こ
と
で

あ
る
か
ら
'
あ
え
て
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
六
月
二
十
八
日
に
は
､
神
泉
苑
で
行
わ
れ
て
い
た
雨
乞
い
の
修
法
の
結
願
に
当
た
り
､

神
泉
苑
の
南
門
が
風
も
無
い
の
に
転
倒
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
も
奇
怪
な
こ
と
で
あ
る
｡

人
為
に
よ
る
政
情
不
安
は
'
閏
二
月
二
十

一
日
に
山
崎
津
で
勃
発
し
た
闘
乱
で
あ
る
｡
放
火
に
よ
り
四
十
余
の
家
が
煙
と
消
え
､
矢
に
当

り
三
人
が
死
ん
で
い
る
｡
さ
ら
に
四
月
二
十
七
日
の
夜
に
は
群
盗
が
紀
伊
守
藤
原
棟
和
宅
に
押
し
入
り
'
五
月
十
八
日
の
夜
に
は
'
歴
と
し

た
官
人

･
施
薬
院
の
判
官
で
あ
る
犬
養
常
行
が
強
盗
を
し
て
射
殺
さ
れ
て
い
る
｡
人
心
が
荒
廃
し
政
情
不
安
が
冗
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
政
情
不
安
を
加
速
さ
せ
る
も
の
は
人
の
死
で
あ
る
｡
天
禄
三
年
の
尭
去
の
記
事
は
'

一
月
十
二
日
の
大
納
言
橘
好
古
'
十

1
月

1

日
の
摂
政
太
政
大
臣
藤
原
伊
デ
'
十
二
月
十
七
日
の
尚
侍
藤
原
種
子
の
三
カ
所
で
あ
る
｡
と
り
わ
け
'
摂
政
で
あ
る
伊
戸
の
死
ほ
ど
世
情
の

不
安
を
掻
き
立
て
る
も
の
は
な
い
(表
Ⅴ
参
照
)｡
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こ
の
政
情
不
安
の
中
'
大
方
の
予
想
に
反
し
て
'
政
権
を
託
さ
れ
た
の
が
種
中
納
言
兼
通
で
あ
っ
た
｡
十
月
二
十
七
日
に
'

十
月
廿
七
日
宣
.
太
政
大
臣
不
従
事
之
間
宜
勤
行
公
務
者
｡
即
日
又
召
卸
前
日
｡
朕
未
堪
其
事
｡
汝
可
輔
佐
者
｡

(=茄
Ⅶ
輔
舶
計
竃

)

と
､
天
皇
を
補
佐
す
べ
き
者
と
し
て
宣
旨
が
下
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
十

1
月
二
十
七
日
に
内
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
?
た
だ
し



こ
の
時
'
氏
長
者
は
兼
通
で
は
な
-
'
右
大
臣
の
藤
原
頼
忠
に
な
っ
て
い
る
｡
元
服
を
終
え
た
天
皇
は
､
摂
政
太
政
大
臣
の
伊
戸
の
尭
去
を

絶
好
の
機
会
と
捉
え
'
天
皇
親
政
の
試
み
を
実
行
し
た
の
で
は
な
い
か
｡
不
遇
を
か
こ
っ
て
い
た
樽
中
納
言
兼
通
を
内
大
臣
に
引
き
立
て
､

帝
を
補
佐
す
べ
き
と
宣
旨
を
下
す
｡
だ
が
藤
原
氏
の
氏
長
者
は
小
野
宮
流
の
右
大
臣
頼
忠
と
L
t
九
条
流
の
兼
通
に
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
｡
兼
通
が
氏
長
者
に
な
る
の
は
'
二
年
後
の
天
延
二
年
二
月
を
得
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
｢
日
本
紀
略
｣
に
よ
れ
ば
'
こ
の
天
延
二
年

止
<

三
月
ま
で
関
白
を
置
か
な
い
の
で
あ

る

｡

円
融
天
皇
は
'
父

･
村
上
天
皇
の
御
代
を
理
想
と
L
t
天
暦
の
治
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
か
｡
村
上
天
皇
は
'
関
白
太
政
大
臣
藤
原
忠

平
の
没
し
た
天
暦
三
年
(九
四
九
)以
降
'
康
保
四
年
(九
六
七
)
の
崩
御
に
い
た
る
ま
で
､
関
白
は
置
い
て
い
な
い
｡
親
政
を
と

っ
た
の
で
あ

る
｡｡
そ
し
て
村
上
天
皇
は
万
機
に
わ
た
り
中
宮
安
子
に
相
談
し
､
あ
い
共
に
政
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
辺
り
を

｢大
鏡
J
で

は

､
み
か
ど
よ
ろ
づ
の
ま
つ
り
ご
と
を
ば
き
こ
え
さ
せ
あ
は
せ
て
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
に
'
人
の
た
め
な
げ
さ
と
あ
る
べ
き
事
を
ば
な
を
さ

せ
た
ま
ふ
'
よ
ろ
こ
び
と
な
り
ぬ
べ
き
こ
と
を
ば
そ
～

の
か
し
申
さ
せ
た
ま
ひ
'
を
の
づ
か
ら
お
は
や
け
さ
こ
し
め
し
て
あ
し
か
り
ぬ

べ
き
事
な
ど
人
の
ま
う
す
を
ば
'
御
-
ち
よ
り
い
だ
さ
せ
た
ま
は
ず
｡

(顛

鳩
蒜

転

㌫
詫

謂

蛸

)

と
'
か
な
り
安
子
を
理
想
化
し
て
記
し
て
は
い
る
が
､
｢
み
か
ど
よ
ろ
づ
の
ま
つ
り
ご
と
を
ば
き
こ
え
さ
せ
あ
は
せ
て
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
｣

と
万
機
に
わ
た
り
中
宮
安
子
に
相
談
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡
若
い
円
融
天
皇
に
と
っ
て
'
こ
の
よ
う
な
父
帝
の
､
天
暦
の
時
代
は

理
想
的
に
映
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
r大
鏡
｣
の
流
布
本
な
ど
に
よ
れ
ば
､
兼
通
を
伊
デ
の
次
ぎ
の
関
白
と
し
た
の
は
'
兼
通
が
大
切
に
所

持
し
て
い
た
母
安
子
の
過
言
に
よ
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
｡

天
暦
三
年
八
月
以
降
は
'
小
野
宮
流
の
実
額
が
左
大
臣
を
勤
め
'
九
条
流
の
師
輔
は
ず
っ
と
右
大
臣
を
勤
め
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
形
が
弟

の
師
輔
が
死
ぬ
天
徳
四
年
(九
六
〇
)ま
で
'
ず
っ
と
続
-
の
で
あ
る
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天
禄
四
(九
七
三
)
は
'
内
大
臣
兼
通
女

･
娃
子
の
入
内
そ
し
て
立
后
と
い
う
'
円
融
天
皇
に
と

っ
て
は
め
で
た
く
､
大
切
な
儀
式
が
行
わ

れ
た
年
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
天
皇
親
政
を
試
み
た

一
年
間
で
も
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､
頻
発
す
る
火
災
と
､
大
規
模
な
倫
盗
の
襲
撃
と

い
う
世
情
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
｡
加
え
て
大
暴
風
雨
や
大
地
震
の
勃
発
と
い
う
天
変
地
異
が
起
き
る
｡
こ
の
大
地
震
に
恐
れ
を
抱
い
た
か
'

暮
れ
も
お
し
迫

っ
た
十
二
月
二
十
日
に
改
元
が
行
わ
れ
､
天
延
元
年
と
改
ま

っ
た
｡
そ
の
翌
日
に
雷
院
の
庁
舎
が
火
事
で
焼
け
落
ち
て
い
る

(表
Ⅵ
参
照
)｡

表
Ⅵ

廿 四月 月日育 育 . 育七 育育

廿 廿

四 四 四
日 ､日 日 日 日 日 日

A｢ 飴 今 寅 千 亥 其 亥 記

秩 及 l 地市民○ 天 電降○ 内 辛 事

_声 _剛豪慧描 大 柿
aEヨヒエ 天秤 又 臣女 守焼

日 亡○

○ 0 ∩ 原坦

_準 壁 寡 園女 所レ l1日

一武萎 :毛0強盟続園 御荏節 ∩-7k精玉砕 千入内0 追金塔本紀略し之輩 井扉豊殿 基○ によ



士 士 九月 九月五日 八月 七月 五月 四月 四月月 月廿日廿 廿七日 十七日 廿 廿五日日 日 日 六日

質 改 玩 奉 申 詔 午 育 卯

院臆 =171: 聖 レ追 亥盟 ｣以 時大 JJr時○

屋 天延 地 1-五社幣 八 皇后日 風 レ39~麗人 倭境亡0 大JET? 省院東 義雨 翠

○ 占支○ E∃千内親王 7J=

｣衣 文室

地 依 輿情日 ~白き 良頼a 上. _ %
JFT?丘葺 1上 -
也○ _iB n門 ~太 J破 内

也0 節○羽蟻群飛0 后○_卯~女御顔原坦千js~~皇后○ 喝 義之喝前防内令育レ焔0好茂撲て
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頻
発
す
る
火
災
や
大
規
模
な
倫
盗
の
襲
撃
は
'
二
月
二
十
七
日
の
薬
師
寺
火
災
か
ら
始
ま
る
｡
そ
の
後
'
三
月
十
三
日
に
は
北
野
天
神
の

御
在
所
と
礼
殿
が
焼
け
'
四
月
二
十
四
日
の
夜
に
は
源
満
仲
宅
が
強
盗
に
よ
っ
て
放
火
さ
れ
'
三
百
余
り
の
家
が
焼
け
落
ち
る
と
い
う
大
火

と
な
っ
た
｡
ま
た
'
翌
日
の
四
月
二
十
五
日
に
は
内
裏
に
お
い
て
も
'
前
坊
の
中
の
建
物
か
ら
火
出
し
て
文
室
好
茂
が
消
し
と
め
て
い
る
｡

こ
の
四
月
二
十
四
日
の
夜
の
愉
盗
の
事
件
は
大
規
模
で
あ
る
｡
三
百
余
り
の
家
が
焼
け
落
ち
た
他
に
､
越
後
守
宮
道
弘
氏
が
盗
賊
の
矢
に
当

た
り
討
ち
死
に
し
て
い
る
｡
ま
た
そ
の
際
'
盗
賊
集
EB
は
源
満
仲
宅
を
組
織
的
に
取
り
囲
ん
で
火
を
放
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

一
方
同
夜
朝
廷

で
は
'
陣
頭
に
武
芸
に
秀
で
た
武
者
を
集
結
さ
せ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
事
前
に
'
盗
賊
集
団
が
前
越
前
守
源
満
仲
宅
を
襲
撃
す
る
と
い
う

情
報
を
'
朝
廷
で
は
入
手
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
翌
二
十
五
日
の
火
事
も
そ
の
混
乱
が
糸
を
引
い
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
｡

一
目
置



い
た
二
十
六
日
に
は
､
盗
賊
集
団
の
捜
索
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
京
都
中
大
混
乱
の
様
相
を
呈
し
た
と
思
わ
れ
る
｡

天
変
地
異
の
記
事
も
多
い
｡
三
月
七
日
に
は
､
大
和
国
で
水
晶
の
玉
を
砕
い
た
く
ら
い
の
雷
が
降
り
､
三
月
二
十
四
日
に
は
地
震
が
お
こ
っ

た
｡
地
震
は
九
月
二
十
七
日
に
も
大
規
模
な
も
の
が
起
き
て
い
る
｡
ま
た
大
内
裏
の
二
カ
所
に
羽
蟻
の
発
生
が
発
見
さ
れ
て
い
る
｡
羽
蟻
の

発
見
は
前
年
の
三
月
に
引
き
続
い
て
の
も
の
で
あ
り
'
天
禄
三
年
の
場
合
は
占
い
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
不
可
思
議
な
事
が
連
続
し
て
起
き
て

い
る
と
い
え
よ
う
｡
天
候
も
不
純
で
あ
る
｡
五
月
十
七
日
に
は
大
風
暴
雨
が
吹
き
荒
れ
'
宮
中
で
は
舎
屋
が
顛
倒
し
破
損
し
て
い
る
｡
ま
た
'

九
月
五
日
に
は
秋
の
長
雨
が
続
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
'
十
五
社
に
止
雨
の
為
の
奉
幣
使
派
遣
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
一
年
間
は
､
村
上
天
皇
の
御
代
を
理
想
と
L
t
天
皇
親
政
を
試
み
た

一
年
間
で
も
あ
っ
た
｡
だ
が
打
ち
続
-
政
情
不
安
と
､
天
変
地

異

･
地
震
に
痛
め
付
け
ら
れ
た

一
年
間
で
も
あ
っ
た
｡
天
変
地
震
に
よ
る
改
元
の
翌
日
に
は
'
早
速
に
斎
院
が
火
事
に
見
舞
わ
れ
る
な
ど
'

結
婚
直
後
の
若
き
理
想
に
燃
え
た
円
融
天
皇
に
と
っ
て
は
'
な
か
な
か
に
大
変
な
年
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
ま
た
こ
の
御
代
の
政
を
支
え
る
'
掘

河
殿

･
藤
原
兼
通
や
そ
の
女

･
皇
后
娃
子
に
と
っ
て
も
め
で
た
い
ば
か
り
で
は
な
い
｡
し
の
ぎ
ど
こ
ろ
と
い
う
か
'
大
変
な
危
機
を
学
む
時

期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

三
㌧
円
融
天
皇
の
新
制
の
行
方
と
癌
癒

天
延
二
年
(九

七
四
)

は
'円
融
天
皇
の
新
し
い

政
治
体
制
が明
確

に示された

年
で

ある｡先ず
手始め

は
'
二
月
上
旬
に右大
臣
頼
忠

旺九

杜十

正十
l

の
氏
長
者
を
停

め
兼
通

を氏長
者
と
す
る
｡
二

月末には兼
通
が
内大
臣から太
政
大臣

に昇叙
され'

三

月
末

には関白
に就任
す
る
｡

落
ち
着
か
ぬ
政
情
不
安
解
消
の
為
か

､円
融
天
皇
は
他
の
誰
で
も
な
い
藤
原
兼
通
を
関
白
に
抜
擢
L

へと
も
に
新
制
を
推
進
す
る
体
制
を
完

成
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
'
若
い
円
融
天
皇
に
と
っ
て
は
､
天
皇
親
政
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
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天
変
地
異
や
そ
れ
に
つ
け
込
む
か
の
よ
う
な
政
情
不
安
に
'
天
皇
独
り
で
立
ち
向
か
う
の
で
は
な
-
､
皇
后
娘
子
の
一
族
'
即
ち
兼
通
の
力

を
借
り
る
方
向
に
､
政
策
を
転
換
し
た
と
も
言
え
る
｡
掘
河
殿
の
1
族
に
と
っ
は
前
年
の
'
娘
子
の
入
内
そ
し
て
立
后
に
引
き
続
き
'
大
変

な
慶
事
が
舞
い
込
ん
だ
年
で
あ
る
｡
言
い
替
え
れ
ば
'
堀
河
殿
の
一
族
に
と
っ
て
は
'
円
融
天
皇
の
負
託
の
重
さ
'
信
頼
の
厚
さ
を
ず
し
り

と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
｡

円
融
天
皇
が
兼
通
を
抜
擢
し
た
手
始
め
は
'
二
年
前
の
天
皇
の
元
服
の
式
が
と
り
行
わ
れ
た
天
禄
三
年
(九
七
二
)か
ら
で
あ
る
｡
ま
ず
権

中
納
言
で
あ
っ
た
兼
通
を
'
十

一
月
二
十
七
日
に
内
大
臣
に
任
じ
た
の
で
あ
る
｡
冷
泉
天
皇
の
即
位
以
降
'
弟

･
兼
家
に
先
を
超
さ
れ
続
け
'

不
遇
を
託
っ
て
い
た
兼
通
を
内
大
臣
に
抜
擢
し
た
｡
こ
の
こ
と
で
､
円
融
天
皇
は
青
年
天
皇
と
し
て
の
御
自
身
の
意
志
を
示
し
た
と
い
え
る
｡

翌
天
禄
四
年
に
は
姓
子
の
入
内
そ
し
て
立
后
と
'
藤
原
兼
通
を
引
立
て
る
の
で
あ
る
｡
兼
通
も
青
年
天
皇
の
負
託
に
答
え
る
よ
う
に
勤
め
'

信
頼
を
築
き
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
最
後
の
仕
上
げ
が
'
兼
通
を
関
白
太
政
大
臣
に
引
き
上
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
円
融
天
皇
は
'
理
想
と

す
る
と
こ
ろ
の
政
を
行
う
た
め
'
引
立
て
た
藤
原
兼
通
の
力
を
借
り
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
｡

不
遇
を
託
っ
て
い
た
兼
通
に
と
っ
て
'
若
き
円
融
天
皇
の
こ
の
厚
遇
は
感
動
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
ろ
う
｡
兼
通
は
摂
関
家
の
子
弟

と
し
て
は
'
冷
泉
天
皇
の
御
代
に
代
わ
る
や
否
や
弟
の
兼
家
に
先
を
超
さ
れ
'
将
来
の
目
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た
状
況
に
い
た
｡
摂
関
政

治
体
制
下
の
政
治
家
と
し
て
は
'
死
ん
で
い
た
と
い
え
る
｡
兼
通
は
窮
状
を
円
融
天
皇
に
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
兼
通
に
と
っ
て
'
全
生
命

を
賭
し
て
守
る
べ
き
も
の
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ほ
と
り
も
な
お
さ
ず
'
円
融
天
皇
で
あ
る
｡
ま
た
そ
の
若
き
帝
が
目
指
そ
う
と
し

た
理
想
で
あ
る
｡

こ
の
円
融
天
皇
が
目
指
し
た
政
治
体
制
の
一
つ
は
'
雅
を
重
視
し
た
事
で
は
な
い
か
｡
ま
た
'
他
の
一
つ
は
仁
政

･
徳
政
を
敷
く
こ
と
で

は
な
か
っ
た
か
｡

兼
通
を
関
白
太
政
大
臣
に
任
じ
た
こ
と
に
よ
り
'
結
婚
直
後
の
十
六
歳
の
若
き
円
融
天
皇
に
と
っ
て
'
後
顧
の
憂
い
が
亡
-
な
っ
た
｡
理
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想
に
燃
え
た
新
政
治
体
制
を
強
力
に
推
進
で
き
た
と
い
え
る
｡
そ
の
帝
と
し
て
の
意
志
萱
不
す
手
始
め
が
'
三
月
十
八
日
に
清
涼
殿
で
執
り

行
わ
れ
た

｢花
の
冥
｣
で
あ
る
｡

十
八
日
丁
卯
｡
於
二
清
涼
殿
一花
宴
｡
撃

ち

花
前
輿
｡
文
時
朝
臣
所
レ
戯
也
以
南

正
朝
臣
事

t序
者
一｡
今
日
文
時
朝
臣
叙
二
正
四

位
下
一｡

(r耶
師
純
喝
J)

こ
の
天
延
二
年
三
月
十
八
日
の
'
清
涼
殿
で
行
わ
れ
た
花
の
宴
に
先
立
ち
'
二
月
二
十
八
日
に
は
兼
通
が
太
政
大
臣
に
叙
さ
れ
'
三
月
二
十

六
日
に
関
白
に
就
任
す
る
｡
清
涼
殿
で
の
花
の
宴
は
'
丁
度
そ
の
中
問
に
設
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
新
制
の
背
後
を
固
め
る
と
共

に
'
新
体
制
の
後
見
で
あ
る
掘
河
殿
の
関
白
太
政
大
臣
へ
の
就
任
を
祝
う
も
の
で
も
あ
ろ
う
｡
ま
た
円
融
天
皇
の
新
制
へ
の
抱
負
'
あ
る
い

は
理
想
を
､
新
し
い
関
白
太
政
大
臣
も
共
に
荷
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
'
天
下
に
示
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

若
き
円
融
天
皇
の
理
想
の
1
つ
が
'
雅
を
重
視
し
た
政
治
体
制
で
あ
っ
た
｡
そ
の
言
挙
げ
で
あ
っ
た
｡
だ
か
ら
こ
そ
十
日
後
の
三
月
二
十

八
日
'冷

泉
太
上
天
皇
詩
宴
｡
題
云
｡
隔
レ
花
造
勤
レ
酒
｡
同
日
｡
公
宴
｡
詩
題
云
.
春
色
雨
中
轟
｡

(r剛
露

喝
J)

と
､
冷
泉
院
が
競
う
よ
う
に

｢詩
婁
｣
を
開
-
｡
そ
し
て
同
日
､
冷
泉
院
の
詩
宴
に
和
す
る
が
ご
と
-
'
円
融
天
皇
が
同
様
な

｢公
冥
｣
を

催
す
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な

｢詩
宴
｣
の
競
演
は
'
円
融
天
皇
が
理
想
と
し
た
時
代
を
明
確
に
伝
え
て
-
れ
て
い
る
｡
即
ち
新
制
の
中
心

に
雅
を
貴
ぶ
と
い
う
こ
と
こ
と
が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
｡
円
融
天
皇
の
こ
の
姿
勢
は
'
天
延
二
年
三
月
に
突
然
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な

い
｡
こ
と
は
'
三
年
前
の
天
禄
二
年

一
月
二
十

一
日
の

｢内
宴
｣
に
既
に
そ
の
兆
候
が
見
ら
れ
る
｡

内
宴
｡
詩
雲

.
黛
噂
二
宮
柳
深
T｡
於
.頂
景
合
Ik
J1此
冥
1｡

(r耶
捕
縄
喝
J)

十
三
歳
の
若
き
天
皇
は
'
淑
景
合
に
お
い
て
鷺
を
韻
材
に
宴
を
催
す
｡
こ
の
こ
と
に
'
そ
の
先
縦
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
｡
ま
た
引
き
続

き
次
ぎ
の
天
禄
三
年
'
元
服
の
年
の
三
月
二
十
五
日
に
も

｢藤
花
宴
｣
が
見
ら
れ
る
｡
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資
子
内
親
王
於
二
昭
陽
殿

盲

.l藤
花
茎

I｡
天
皇
臨
御
｡
某
誌
｡
内
親
王
叙
二
一
品

1.

と
妹
の
資
子
内
親
を

言
凹
に
鼓
し
た
時
に
'
昭
陽
殿
に
お
い
て
藤
花
の
宴
が
催
さ
れ
'
円
融
天
皇
の
臨
席
が
あ
る
.

(r耶
露

咽
L)

こ
の
よ
う
な
雅
を
貴
ぶ
と
い
う
'
円
融
天
皇
の
新
制
の
言
挙
げ
と
共
に
'
国
司
の
任
免
に
留
意
し
て
い
る
点
で
あ
る
｡
仁
政

･
徳
政
を
敷

く
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
｡
即
ち
､
五
月
二
十
三
日
に
除
目
が
行
わ
れ
'
尾
張
守
の
罷
免
が
行
わ
れ
た
｡

小
除
目
｡
去
正
月
以

後｡
尾
張
国
百
姓
訴
.

f守
藤

原連
貞

不了由
1｡
仇
以
二
散
位
藤
原
永
頼

1任
二
彼
固
守
寺

｡
百
姓
烏
悦
｡
随
IT

身
印
払
1

行]
f

･水頼
朝
臣宅
1｡

(r耶
露

喝
｣)

と
､
正
月
以

来､尾
張
の

国
の百
姓
か
ら
訴
え

られて
いた藤
原

連点を
更
迭

L
t後
任
に
藤
原
永
頼

を任
命
し
て
い
る
｡
百
姓
は
大
い
に

喜
び
'
永
頼
宅
に
出
向
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
国
司
に
良
更
を
任
命
L
t
百
姓
の
安
寧
を
先
ず
第

一
に
考
え
る
と
い
う
明
確
な
'
仁
政
を
敷

-
と
い
う
意
志
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
そ
の
点
を
天
下
に
示
し
た
と
も
言
え
る
｡
こ
の
政
治
姿
勢
は
'
前
年
の
盗
賊
集
団
が
前
越

前
守
源
満
仲
宅
を
襲
撃
L
t
三
百
余
り
の
家
が
焼
け
落
ち
た
事
件
､
あ
る
い
は
前
々
年
の
天
禄
三
年
四
月
二
十
八
日
'
盗
賊
集
団
が
紀
伊
守

藤
原
棟
和
宅
を
襲
撃
し
た
事
件
な
ど
を
念
頭
に
置
い
た
処
置
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

天
延
二
年
以
前
に
は
'
受
領
が
連
年
襲
撃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
異
常
事
態
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
天
変
地
異
や
政
情
不
安
の
ど
さ

-
さ
に
紛
れ
､
円
融
天
皇
の
治
世
の
初
期
に
は
政
が
乱
れ
'
受
領
達
が
任
国
に
お
い
て
苛
放
課
求
な
か
な
り
過
酷
な
収
奪
を
'
平
然
と
行
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
円
融
天
皇
の
仁
政
を
敷
こ
う
と
い
う
新
体
制
で
は
'
百
姓
の
訴
は
､
正
月
以
来
の
吟
味
を
経
た
上
で
聞
き
届
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
｡
訴
え
ら
れ
た
国
司
は
罷
免
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
受
領
の
責
任
を
追
及
L
t
旧
来
の
姿
勢
を
乱
し
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
八
月
十
四
日
に
は
'
二
年
前
の
天
禄
三
年
四
月
二
十
日
に
太
宰
府
か
ら
戻
り
'
葛
野
の
別
屋
に
引
き
篭
も
っ
て
い
た
源
高
明
に

勅
給
二
前
大
事
帥
源
高
明
朝
臣
封
戸
三
百
戸

1｡

(r耶
議

場
l)

と
'
封
戸
を
三
石
戸
下
賜
さ
れ
た
｡
こ
の
こ
と
は
'
天
禄
二
年
十
月
に
高
明
を
太
宰
府
か
ら
召
し
返
す
使
者
に
内
舎
人
を
派
遣
し
た
こ
と
に

199



始
ま
り
'
安
和
の
変
で
左
降
さ
れ
た
左
大
臣
源
高
明
に
対
す
る
名
誉
回
復
の
総
仕
上
げ
に
な
っ
て
い
る
｡
封
戸
を
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

は
'
高
明
が
安
和
の
変
の
被
害
者
で
あ
る
と
'
円
融
天
皇
の
朝
廷
が
暗
に
認
め
た
こ
と
に
外
な
ら
な
い
｡
封
戸
の
下
賜
に
よ
り
'
高
明
と
の

関
係
の
修
復
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
円
融
天
皇
の
若
年
で
の
即
位
は
'
高
明
の
失
脚
と
表
裏

一
体
の
関
係
で
あ
る
｡
安
和
の
変
で
高

明
が
失
脚
す
る
と
､
結
果
と
し
て
'
そ
の
年
の
う
ち
に
幼
い
円
融
天
皇
が
即
位
す
る
の
で
あ
る
｡
幼
い
円
融
天
皇
が
手
を
下
し
た
わ
け
で
は

な
い
｡
長
ず
る
に
及
ん
で
'
円
融
天
皇
は
次
第
に
そ
の
内
実
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
高
明
に
は
過
誤
は
無
い
｡
被

害
者
で
あ
る
と
の
｡
で
あ
る
か
ら
高
明
に
封
戸
を
三
百
戸
下
賜
し
た
の
で
あ
る
｡
誤
り
で
あ
っ
た
と
わ
か
れ
ば
直
ぐ
に
改
め
る
の
で
あ
る
｡

｢禍

っ
て
改
め
ざ
る
､
是
を
禍
ち
と
い
う
｣
と
い
う
儒
教
道
徳
の
実
行
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
円
融
天
皇
朝
の
政
治
姿
勢
を
明
確
に
打
ち

出
し
た
こ
と
に
も
な
ろ
う
｡
即
ち
誤
り
を
正
し
'
徳
を
施
し
た
の
で
あ
る
｡

天
延
二
年
(九
七
四
)
は
'
堀
河
殿

･
兼
通
の
関
白
就
任
に
前
後
し
て
､
意
欲
的
な
施
策
が
行
わ
れ
た
｡
だ
が
こ
の
年
は
'
若
き
円
融
天
皇

や
'
堀
河
殿
'
そ
し
て
そ
の
女

･
皇
后
娘
子
に
と
っ
て
'
前
年
の
歳
が
押
し
迫
っ
た
暮
れ
の
十
二
月
二
十
日
の
改
元
も
む
な
し
く
､
前
年
と

は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
非
常
時
と
な
っ
た
｡
年
初
の
暗
弓
の
行
わ
れ
た
日
の
酉
刻
に
地
震
が
発
生
し
､
六
月
七
月
に
は
左
近
の
陣
が
鳴

っ

た
り
'
典
薬
寮
に
落
雷
が
あ
っ
た
り
す
る
｡
ま
た
十
月
に
は
月
蝕
の
記
事
が
見
ら
れ
る
｡
だ
が
何
と
言
っ
て
も
重
大
事
件
は
'
秋
に
は
い
る

と
飽
痕
が
流
行
し
た
こ
と
で
あ
る
(表
Ⅶ
参
照
)｡

蓑
Ⅶ
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天
延
二
年
の
天
変
地
異
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
｡
痘
痕
に
関
す
る
記
事
が
三
つ
も
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
円
融
天
皇
の
新
体
制
を

噸
笑
う
か
の
ご
と
-
'
指
揮
を
き
わ
め
た
の
で
あ
る
.

八
月
に
な
り
ぬ
｡
こ
の
世
の
中
は
'
戯
癒
お
こ
り
て
t
の
～

し
る
｡

廿
日
の
ほ
ど
に
'
こ
の
わ
た
り
に
も
き
に
た
り
｡
助
'
い
ふ
か
た
な
く
'
重
-
わ
づ
ら
ふ
｡
(中
略
)
施
療
'
せ
か
い
に
も
さ
か
り

に
て
､
｢
こ
の

一
条
の
犬
上
の
大
と
の
の
少
将
ふ
た
り
な
が
ら
'
そ
の
月
の
十
六
日
に
な
く
な
り
ぬ
｣
と
い
ひ
さ
は
ぐ
｡
思
ひ
や
る
も

い
み
じ
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
｡

(煎

餅

鮎

縫

針

も
軒

顎
')



今
年
は
世
の
中
に
も
か
さ
と
い
ふ
も
の
出
で
来
て
'
よ
も
や
ま
の
人
上
下
病
み
の
の
し
る
に
'
公
私
い
と
い
み
じ
き
事
と
恩
へ
り
｡

や
む
ご
と
な
き
男
女
う
せ
給
ふ
た
ぐ
ひ
多
か
り
と
聞
ゆ
る
中
に
も
'
前
摂
政
殿
の
前
少
将

･
後
少
将
'
同
じ
日
う
ち
続
き
う
せ
給
て
'

母
北
の
方
あ
は
れ
に
い
み
じ
う
お
ぼ
し
嘆
-
事
を
'
世
の
中
の
あ
は
れ
な
る
事
の
例
に
は
い
ひ
の
の
し
り
た
り
｡
(T
頭
唱
計顎
)

天
延
二
年
甲
戊
の
年
､
病
癖
お
こ
り
た
る
に
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
'
前
少
将
は
あ
し
た
に
う
せ
'
後
少
将
は
ゆ
ふ
べ
に
か
-
れ
た
ま

ひ
に
し
ぞ
か
し
｡

一
日
が
う
ち
に
二
人
の
子
を
う
し
な
ひ
た
ま
へ
り
し
母
北
方
の
御
心
地
､
い
か
な
り
け
ん
'
い
と
こ
そ
か
な
し
く
う

け
た
ま
は
り
し
か
｡

(rkKiB%

T空

軍

止

と
t
rか
げ
ろ
う
日
記
J
の
作
者
は
八
月
二
十
日
ご
ろ
に
は
彼
女
の
住
ん
で
い
る
近
く
に
ま
で
病
が
広
が
り
'
自
分
の
息
子

道

綱

が
羅

患
し

重
か
っ
た
こ
と
'
十
六
日
に
は
'
故
摂
政

･
伊
デ
の
二
人
の
息
子
'
前
少
将

(挙
賢
)

･
後
少
将

(義
孝
)
が

1
日
の
内
に
相
次
い
で
亡
く

な
っ
た
事
を
記
し
て
い
る
｡
r栄
花
物
語
｣
あ
る
い
は

r大
鏡
｣
等
に
も
飽
癌
が
流
行
L
t
故
伊
デ
の
二
人
の
息
子
が

1
日
の
内
に
相
次
い

で
亡
-
な
っ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
二
人
の
死
は
大
変
な
評
判
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
ま
こ
と
に
大
変
な
年
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

八
月
二
十
八
日
に
は
'
柴
島
殿
前
庭
と
建
穏
門
と
朱
雀
門
に
お
い
て
大
政
が
行
わ
れ
た
｡
こ
の
大
破
は
'
父
村
上
天
皇
の
御
代
の
天
暦
元

年
八
月
十
五
日
の
例
に
倣
っ
て
行
わ
れ
た
｡
こ
の
年
は
厄
癒
が
指
揮
を
き
わ
め
世
情
不
安
が
加
速
し
た
の
で
あ
る
｡

実
は
こ
の
病
癖
に
､
円
融
天
皇
も
羅
患
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
九
月
八
日
に
伊
勢
神
宮
以
下
の
十
六
杜
に
な
さ
れ
た
庖
槍
を
破
う
為
の
奉

幣
は
､
円
融
天
皇
の
為
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
即
ち

｢親
信
卿
記
｣
九
月
二
十
七
日
条
に

｢自
此
夕
'
主
上
悩
給
癌
癒
云
々
｣
と
抱
槍

に
羅
患
し
た
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
翌
年
の

｢
日
本
紀
略
｣
六
月
十
五
日
条
に

披
公
家
始
レ
自
t一今
年
T.
披
レ
孝
二
走
馬
井
勧
奨
東
遊
御
幣
等
感
紳
院
1｡
是
則
去
年
秋
依
二
飽
癒
御
悩
TB
.1此
御
願
.
今
披
レ
賓
也
｡

是
日
也
｡
太
政
大

臣
参

議

感

紳
院

一.

公
卿
上
官
供
奉
｡
中
宮
職
奉
葡

同
社
1.
有
二
乗
遊

等
1｡

と
'
感
神
院
に
お
い
て
円
融
天
皇
が
前
年
の
秋
に
確
患
し
た
飽
槍
の
平
癒
を
感

謝
し
'

走
馬

や

勅
巣
･
東
遊

･
奉
幣
が
行
わ
れ
た
｡
円
融
天
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皇
は
天
延
二
年
の
秋
に
は
'
生
死
の
堺
を
坊
往
っ
た
の
で
あ
る
｡

四
､
怪
異
事
件
と
天
変
地
異
の
続
発

天
延
三
年
(九
七
五
)
は
前
年
に
引
き
続
き
､
円
融
天
皇
が
目
指
し
た
徳
政

･
仁
政
を
目
指
そ
う
と
す
る
｡
円
融
天
皇
の
新
制
を
推
進
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
例
え
ば

披
レ
定
二
岩
清
水
臨
時
祭
日
供
給

I｡
年
来
畿
内
諸
国
勤
レ
之
｡
依
二
団
々
愁

1｡
永
以
二
内
蔵
穀
倉
院

一可
レ
令
二
奉
仕

1之
由
披
二
伸
下

l

了
｡

(EF+i旭
!PE壁
1)

と
'
岩
清
水
八
幡
宮
の
臨
時
祭
を
､
畿
内
の
諸
国
が
勤
め
さ
せ
ら
れ
'
長
ら
-
そ
の
負
担
に
嘆
い
て
い
た
｡
そ
れ
を
'
宮
中
の
内
蔵
寮
の
穀

倉
院
が
奉
仕
す
る
形
に
変
更
し
た
｡
畿
内
の
国
々
の
負
担
を
減
じ
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
六
月
十
六
日
に
は
'
六
衛
府
の
官
人
達
が
正
装
し

て
'

六
衝
府
官
人
以
下
舎
人
以
上
著
二
束
帯

l｡
愁
包

丁諸
国
不
レ
下
.i
行
大
根
米

t之
由
_q.
忽
Bf
Jl裁
許

一之
問
｡
立
二
平
張
於
陽
明
門

1｡

著
二
弓
箭

一｡
訴
寺

之

1｡
披
レ
問
二
先
例

1｡
無
二
此
例

一｡
の
壊
二
平
張

1率
｡
愁
申
事
｡
召
葡

在
京
国
司
1｡
可
レ
令
二
裁
許

l者
｡

(r耶納
税

.SPJ)

と
'
諸
国
が
大
根
米
を
送
っ
て
こ
な
い
こ
と
愁
訴
し
､
陽
明
門
に
平
張
を
立
て
て
弓
矢
を
帯
び
て
立
て
龍
っ
た
の
で
あ
る
｡
朝
廷
で
は
前
例

が
無
い
の
で
'
先
ず
平
張
を
解
か
せ
､
つ
い
で
在
京
の
国
司
を
召
し
だ
し
て
事
実
を
正
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
六
衛
府
の
官
人
達
の
訴
え

が
裁
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
す
べ
て
円
融
天
皇
が
目
指
し
た
'
仁
政

･
徳
政
の
延
長
線
上
に
為
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
富
め
る

強
い
者
に
厳
し
-
'
貧
し
く
弱
い
者
達
に
手
厚
い
施
策
を
と
っ
た
の
で
あ
る
｡
善
政
を
敷
こ
う
と
努
め
る
｡
そ
の
結
果
で
も
な
か
ろ
う
が
祥
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瑞
も
報
告
さ
れ
る
｡

例
え
ば
六
月
十
三
日
に
は
'
興
福
寺
の
薬
師
堂
の
湿
地
に
蓮
の
糞
が
生
え
た
'
嘉
瑞
で
あ
る
と
言
っ
て
く
る
｡

興
両
寺
薬
師
堂
水
損
虞
蓮
糞
生
｡
烏
二
嘉
瑞
一也
｡

ま
た
'
八
月
十
三
日
に
は
'
左
大
臣
源
兼
明

が
自

ら

祭
文
を
作
り
'
亀
山
に
水
を
乞
う
の
で
あ
る
｡

(r耶
師
純
鳩
J)

左
大
臣
源
兼
明
朝
臣
自
作
二
祭
文

1｡
析
二
亀
山

一乞
レ
水
｡
晶

涌
出
｡

(r耶
師

紀
喝
J)

兼
明
が
祈
る
と
'
水
は
揮
々
と
湧
出
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
水
の
湧
出
な
ど
も
奇
瑞
で
あ
る
｡
天
は
こ
の
よ
う
に
円
融
天
皇
の
治
世
を
嘉
す

る
の
で
あ
る
｡

だ
が
帝
の
意
気
込
み
に
反
し
て
'
前
年
に
ま
し
て
天
変
地
異
や
強
盗
'
怪
異
な
事
件
が
円
融
天
皇
の
徳
政
を
飲
み
込
む
よ
う
に
頻
発
す
る
｡

政
情
不
安
が
増
幅
し
て
行
く
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
大
赦
や
奉
幣
'
占
い
'
仁
王
会
'
読
経
'
転
読
な
ど
が
十

一
回
も
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

最
初
に
実
施
さ
れ
た
の
が
'
三
台
の
厄
病
を
敢
う
と
い
う
こ
と
で
､
四
月
七
日
の
大
赦
が
行
わ
れ
た
｡
と
い
う
の
も
'

一
月
か
ら
奇
怪
な

こ
と
が
頻
出
す
る
｡
ほ
ぼ
暗
黒
の
二
十
九
日
の
夜
'
清
涼
殿
の
御
座
椅
子
の
そ
ば
に
七
歳
の
子
ど
も
が
紛
れ
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
｡
月
明

か
り
も
無
い
中
'
内
裏
の
奥
深
-
ど
の
よ
う
に
し
て
紛
れ
込
ん
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
｡
怪
し
げ
な
出
来
事
で
あ
る
｡
ま
た
二
月
二
十
八
日
の

真
夜
中
､
こ
の
日
も
月
明
か
り
も
無
い
中
へ
武
徳
殿
か
ら
失
火
す
る
｡
い
ず
れ
も
明
け
方
ま
で
ほ
と
ん
ど
星
明
か
り
し
か
無
い
夜
で
あ
る
｡

ま
っ
曙
と
言
っ
て
よ
い
夜
な
の
で
あ
る
｡
三
月
十
七
日
の
夜
十
時
頃
に
'
鶴
が
空

1
面
に
飛
び
交
い
'
そ
の
鳴
声
が
童
子
の
泣
く
様
で
あ
っ

た
と
い
う
｡
何
に
驚
い
て
夜
の
十
時
頃
に
空

1
面
に
飛
び
交
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
四
月

一
日
の
午
の
時
刻
に
'
南
殿
の
母
屋
柱
の
1
つ
が

牛
の
よ
う
な
声
を
立
て
て
吠
え
た
と
い
う
｡
こ
の
日
､
天
皇
は
物
忌
で
紫
展
殿
へ
の
出
御
は
な
か
っ
た
｡
三
日
に
は
東
宮
の
母

･
藤
原
懐
子

が
四
十
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
い
る
｡
五
日
に
は
午
後
か
ら
雨
が
降
り
'
雨
の
中
に
赤
い
火
の
よ
う
な
も
の
と
'
比
札
の
様
な
物
が
見
え
､

雷
で
も
降
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
雨
氷
と
記
し
て
い
る
｡
ま
っ
た
-
不
可
思
議
な
こ
と
が
､
連
続
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
怪
異
事
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件
の
続
発
に
'
最
後
は
貴
人
の
尭
去
と
天
変
ま
で
加
わ
る
｡
そ
し
て
四
月
七
日
に
､
三
台
の
厄
病
を
破
う
為
の
大
赦
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡

奇
怪
な
事
件
に
振
り
回
さ
れ
'
懐
子
の
尭
去
が
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

一
月
の
末
か
ら
､
世
上
の
不
安
が
徐
々
に
醸
し
出
さ

れ
'
四
月
七
日
に
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

第
二
回
目
は
'
お
な
じ
月
の
四
月
十
四
日
に
行
わ
れ
た
占
卜
で
あ
る
｡
内
裏
に
微
か
な
機
が
あ
る
と
い
う
の
で
､
賀
茂
祭
を
行
う
べ
き
か

否
か
を
'
神
祇
官
や
陰
陽
寮
等
で
占
い
が
行
わ
れ
た
｡
ほ
ん
の
微
か
な
汚
れ
に
も
占
い
を
行
う
な
ど
'
非
常
に
神
経
質
に
な
っ
て
い
る
様
子

が
窺
え
る
｡

第
三
回
目
は
､
六
月
四
日
に
行
わ
れ
た
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
幣
で
あ
る
｡
長
雨
が
続
い
た
の
で
あ
ろ
う
'
霧
雨
が
止
む
様
に
と
の
天
皇
が
八

省
院
へ
出
御
さ
れ
て
の
奉
幣
で
あ
る
｡
天
変
で
あ
る
｡

第
四
回
目
は
七
月

一
日
で
あ
る
｡
や
は
り
天
変

･
日
食
に
よ
る
大
赦
が
実
施
さ
れ
た
｡
｢十
五
分
之
十

二

欠
け
た
と
記
し
て
い
る
｡
皆

既
日
食
か
と
記
す
く
ら
い
に
､
か
な
り
な
部
分
が
欠
け
た
の
で
あ
る
｡
空
が
墨
を
流
し
た
ご
と
-
暗
く
な
り
'
烏
の
群
れ
が
乱
れ
飛
ん
だ
｡

ま
た
星
が
悉
く
見
え
た
と
記
し
て
い
る
｡
朝
の
七
時
頃
か
ら
､
明
る
い
朝
日
に
輝
-
空
が
俄
か
に
暗
転
し
'
星
が
輝
き
'
烏
の
大
群
が
た
ぶ

ん
鳴
き
声
を
上
げ
乱
れ
飛
ぶ
様
は
'
異
様
な
雰
囲
気

･
恐
怖
感
を
醸
し
出
し
た
で
あ
ろ
う
｡
加
え
て
日
食
に
先
立
ち
'
六
月
二
十
二
日
に
は

五

～
六
尺
も
あ
る
'
長
い
扇
形
の
尾
を
引
い
た
撃
星
が
'
良
の
方
角
に
出
現
し
た
｡
連
夜
は
っ
き
り
と
か
な
り
の
長
時
間
観
測
さ
れ
た
と
記

し
て
い
る
｡
翌
日
の
六
月
二
十
三
日
に
は
'
月
が
撃
を
犯
し
'
客
星
が
出
現
し
白
虹
の
如
-
輝
い
た
｡
重
ね
て
二
十
六
日
に
は
月
が
東
井
を

犯
し
'
同
日
冷
泉
院
の
皇
女
光
子
内
親
王
が
尭
去
す
る
｡
天
変
の
連
続
と
言
っ
て
よ
い
｡
｢
日
蝕
之
変
｣
に
先
立
ち
天
変
が
続
出
し
た
の
で

あ
る
｡

第
五
回
目
は
七
月
十
二
日
'
日
食
に
よ
る
大
赦
か
ら
半
月
も
せ
ず
に
'
仁
王
会
が
執
行
さ
れ
た
｡
日
食
並
び
に
度
々
の
天
変
と
記
す
ご
と

く
､

一
日
の
大
赦
に
続
く
も
の
で
あ
る
｡
七
月
三
日
の
朝
'
朱
雀
門
の
中
央
か
ら
何
者
か
の
声
が
聞
こ
え
る
と
い
う
怪
異
が
起
き
る
｡
引
き
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続
き
四
日
に
も
聞
こ
え
た
の
で
あ
る
｡
世
情
不
安
が
増
大
し
'
人
心
が
乱
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
後
も
盛
ん
に
七
月

一
日
の
日
食
に
関

連
す
る
諸
行
事
が
執
行
さ
れ
て
行
-

第
六
回
目
は
七
月
十
三
日
'
相
撲
節
会
が
停
止
さ
れ
る
｡
七
月

一
日
の
大
赦
に
続
く

一
連
の
出
来
事
で
あ
る
｡

第
七
回
目
は
八
月

一
日
'
七
大
寺
に
お
い
て
読
経
が
行
わ
れ
た
｡
こ
れ
も
七
月

一
日
の
大
赦
に
続
-

一
連
の
出
来
事
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ

の
間
'
七
月
二
十
九
日
に
は
､
東
国
の
民
家
が
台
風
に
よ
っ
て
'
大
被
害
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
信
濃
国
に
お
い
て
'
東
山
道

の
御
坂
峠
が
破
損
し
て
い
る
｡
台
風
に
よ
る
風
損

･
天
変
で
あ
る
｡
こ
ち
ら
は
日
食
の
様
な
､
強
烈
に
世
上
の
不
安
心
理
を
醸
し
出
す
も
の

で
は
な
い
が
'
実
害
も
大
き
い
の
で
あ
る
｡

第
八
回
目
は
八
月
九
日
､
十
三
社
に
奉
幣
が
行
わ
れ
た
.
こ
れ
も
七
月

1
日
の
大
赦
に
続
-

1
連
の
出
来
事
で
あ
る
｡

第
九
回
目
八
月
二
十
七
日
に
は
'
安
和
の
変
で
流
罪
と
な
っ
た
人
々
を
召
喚
す
る
官
符
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
も
七
月

一
日
の
日

食
に
よ
る
大
赦
に
続
-

一
連
の
出
来
事
で
あ
る
｡
七
月

一
日
の
日
食
は
'
六
度
に
わ
た
る
青
年
円
融
天
皇
と
堀
河
殿
の
一
族
に
大
変
な
衝
撃

と
動
揺
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
｡

第
十
回
目
は
十
二
月
九
日
'
十
二
杜
に
対
し
て
奉
幣
が
行
わ
れ
た
｡
依
朔
平
門
へ
の
放
火
と
変
異
が
そ
の
理
由
で
あ
る
.
去
る
十

7
月
十

四
日
の
深
夜

･
丑
刻
'
朔
平
門
と
右
近
衛
門
陣
屋
が
放
火
さ
れ
'
吉
上
時
光
が
禁
獄
さ
れ
た
｡
二
月
の
武
徳
殿
か
ら
の
出
火
と
い
い
'
世
上

が
乱
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
五
月
二
十
九
日
の
夜
'
大
炊
寮
の
精
の
御
倉
が
盗
人
に
破
ら
れ
'
備
蓄
用
の
精
が
車
三
柄
分
盗
ま
れ
て
い
る
｡

ま
た
十
月
九
日
に
も
今
度
は
開
施
薬
院
の
御
倉
が
同
じ
く
強
盗
に
破
ら
れ
'
雑
々
の
も
が
盗
み
と
ら
れ
て
い
る
｡
世
上
の
乱
れ
は
､
火
事
や

強
盗
事
件
に
そ
の
影
を
落
す
｡

第
十

-
回
目
は
十
二
月
二
十

1
日
'
金
剛
般
若
経
が
転
読
さ
れ
た
.
外
記
局
の
文
書
が
自
然
に
焼
失
し
た
と
い
う
｡
こ
の
失
火
は
先
月
の

放
火
と
は
異
な
り
へ
真
冬
の
夜
の
こ
と
で
あ
り
'
夜
勤
を
し
た
官
人
の
単
純
な
失
火
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
れ
を
物
怪
の
仕
業
と
恐
れ
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て
'
金
剛
般
若
経
が
転
読
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
暮
れ
に
な
っ
て
も
人
心
が
動
揺
し
て
､
世
間
が
落
ち
着
か
な
い
の
で
あ
る
｡
加
え
て
十
二
月

十
六
日
の
夜
は
皆
既
月
食
で
'
終
夜
月
が
見
え
な
か
っ
た
と
い
う
｡
そ
の
上
焚
惑
が
房
星
を
犯
す
と
い
う
変
異
ま
で
加
わ
っ
て
い
る
(表
Ⅷ

参
照
)｡
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天
延
三
年
(九
七
五
)
は
前
年
に
引
き
続
き
'
円
融
天
皇
が
目
指
し
た
徳
政

･
仁
政
を
目
指
そ
う
と
す
る
｡
だ
が
帝
の
意
気
込
み
に
反
し
て
'

前
年
に
ま
し
て
天
変
地
異
や
強
盗
､
怪
異
な
事
件
が
円
融
天
皇
の
徳
政
を
噺
笑
う
か
の
如
-
頻
発
す
る
｡
政
情
不
安
が
増
幅
し
て
行
く
の
で

あ
る
｡
そ
の
1
つ
が
'
夏
の
四
月
七
日
の
三
台
之
厄
之
病
を
破
う
'
夏
の
大
赦
で
あ
.
次
ぎ
の
ピ
ー
ク
は
'
七
月

1
日
の
日
食
に
よ
り
八
月

い
っ
ぱ
い
続
-
'
仁
王
会
を
中
心
と
し
て
六
回
も
繰
り
返
さ
れ
る
'
鎮
護
国
家
の
為
の
各
種
の
秋
の
行
事
で
あ
る
｡
最
後
は
暮
れ
も
残
り
半

月
を
切
っ
て
出
現
し
た
月
食
と
'
外
記
局
の
失
火
に
伴
う
物
怪
騒
動
で
あ
る
｡
夏
か
ら
秋
そ
し
て
暮
れ
へ
と
'
火
事
や
強
盗
'
怪
異
現
象
や

天
変
地
異
に
よ
り
'
物
情
騒
然
と
し
た
不
安
心
理
が
冗
進

･
増
幅
し
'
翌
年
へ
と
続
い
て
行
く
の
で
あ
る
｡

五
㌧
打
ち
の
め
さ
れ
た
天
皇
と
喜
び
に
湧
く
堀
川
第

天
延
四
年
(九
七
六
)
は
内
裏
の
火
事
と
､
地
震
に
よ
っ
て
何
も
か
も
が
全
て
打
ち
の
め
さ
れ
た

一
年
で
あ
る
｡
内
裏
の
大
規
模
な
焼
亡
と
､

大
地
買
並
び
に
頻
発
す
る
余
震
に
よ
り
七
月
十
三
日
に
貞
元
と
改
元
し
た
｡
だ
が
そ
の
後
も
'
地
震
は
止
む
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
｡
十
八

歳
の
青
年

･
円
融
天
皇
に
と
っ
て
は
'
な
す
術
も
無
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
｡
そ
ん
な

一
年
で
は
な
か
っ
た
か
｡

前
年
の
暮
れ
も
押
し
迫
っ
た
十
六
日
に
月
食
'
続
い
て
二
十

一
日
に
は
物
怪
に
よ
る
外
記
局
の
失
火
と
､
天
変
地
異
と
怪
異
現
象
に
よ
り
､

若
い
円
融
天
皇
は
'
不
安
心
理
が
冗
進

･
増
幅
し
て
新
年
を
迎
え
た
の
で
は
な
い
か
｡
こ
の
年
'
円
融
天
皇
は
体
調
不
良
で
'
元
日
の
節
会

に
は
出
御
が
出
来
な
か
っ
た
｡
不
安
を
抱
え
た
'
不
吉
な
年
の
初
め
で
あ
る
｡
二
日
に
は
陸
奥
国
か
ら
不
動
穀
倉
が
二
十

一
棟
焼
け
落
ち
た
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と
の
報
告
が
届
く
.
ま
た
二
月
十
二
日
は
'
春
の
願
風
に
よ
り
内
蔵
寮
の
推
舎
が

1
宇
転
倒
し
'
男
女
二
人
が
そ
の
下
敷
き
と
な

っ
て
圧
死

す
る
｡
さ
ら
に
地
方
か
ら
不
安
を
掻
き
立
て
る
報
告
が
到
来
す
る
｡

二
月
二
十
五
日
条
に
は
但
馬
国
か
ら
'
怪
異
を
言
上
し
て
-
る
｡
同
国
の
出
石
大
社
に
烏
鞘
が
集
結
す
る
と
い
う
'
古
老
に
よ
れ
ば
か

っ

て
無
い
こ
と
だ
と
い
う
｡
そ
こ
で
占
い
が
行
わ
れ
た
｡
さ
ら
に
､
同
二
十
六
日
の
石
清
水

へ
の
行
幸
は
延
期
と
な
っ
た
｡
こ
れ
は
二
月
十
九

日
に
興
福
寺
よ
り
'
瞳
鳳
形
の
上
に
水
鳥
が
飛
来
し
た
と
い
う
'
怪
異
を
申
し
立
て
て
き
た
｡
そ
こ
で
占
い
が
行
わ
れ
､
方
角
が
問
題
と
な

り
'
行
幸
が
延
期
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
同
日
の
記
事
の
最
後
に
'
奇
怪
な
こ
と
に
近
頃
連
夜
鬼
や
モ
ノ
が
'
侍
従
所
の
方
に
行
-
と

記
し
て
い
る
｡
前
年
来
の
不
安
心
理
が
'
ま
す
ま
す
冗
進

･
増
幅
し
て
い
る
様
子
が
よ
く
わ
か
る
｡
社
会
不
安
に
乗
じ
て
倫
盗
も
横
行
し
て

い
た
の
か
'
三
月
二
十
八
日
に
は
西
京
の
周
辺
に
盗
賊
の
捜
索
が
行
わ
れ
'
四
月
十
日
に
は
強
盗
の
嫌
疑
人
が
捕
ま
り
､
臓
物
等
が
発
見
さ

れ
た
｡
そ
し
て
翌
日
の
夜
'
大
き
な
地
震
が
発
生
し
た
｡
六
月
十
八
日
の
前
兆
と
わ
か
る
は
ず
も
な
-
'
社
会
不
安
が
高
ま
ろ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
(表
Ⅸ
参
照
)｡
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四
月 育 育
十 廿 宜

′
日 日 日

去夜 @方 去一〇 十思

得1量 逮土担 告

_声~竣盗事0 fT o

盗嫌疑人○_i.奴物井承 歪 聾

伏 J T の

輩 1寺 _i

OA 孝 で〇一〇一丁衣○

地大JiT?b三〇 公家井氏脚可レ披レ憤者○石清水祉相=i田坤

こ
の
よ
う
な
社
会
不
安
の
増
大
す
る
風
潮
に
た
い
し
て
'
身
分
の
低
い
官
人
達
は
円
融
天
皇
の
朝
政
を
支
え
よ
う
と
す
る
｡
即
ち

大
外
記
弼
邦
朝
臣
於
二
建
立
本
願
寺

J｡
始
レ
自
二
今
年

一｡
修
二
石
塔
瀧
頂

J｡
外
記
局
宮
人
以
下
分
二
微
俸

J｡
長
充
二
此
析

J｡
毎
年

今
昌

レ
期
｡
講
義

仁
王
経

l｡
烏
二
聖
朝
安
穏

一｡

(EF+媚
52mg#

I)

と
'
大
外
記
の
弼
邦
が
本
願
寺
を
建
立
し
石
塔
殖
頂
を
修
す
る
｡
外
記
局
の
宮
人
等
は
俸
給
を
削

っ
て
そ
の
料
に
充
て
て
い
る
｡
天
延
四
年

三
月
十
八
日
を
期
と
し
て
'
仁
王
径
を
講
説
し
て
聖
朝
の
安
穏
を
祈

っ
た
と
い
う
｡
円
融
天
皇
の
目
指
し
た
新
体
制
は
'
外
記
局
の
官
人
等

の
幅
広
い
強
力
な
支
持
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
｡
彼
ら
は
僅
か
な
少
な
い
俸
禄
を
分
か
っ
て
'
長
-
円
融
天
皇
の
朝
廷
の
安
穏
を
祈
る
料
に

充
て
た
の
で
あ
る
｡

一
回
限
り
で
は
な
い
長
期
に
わ
た
る
支
出
を
官
人
達
は
厭
わ
な
か
っ
た
｡
前
年
六
月
の
'
六
衛
府
の
官
人
た
ち
の
愁
訴

の
件
'
並
び
に
そ
の
処
置
を
見
て
も
'
円
融
天
皇
の
施
策
や
判
断
は
門
地
に
よ
ら
な
い
'
公
平
を
旨
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
い
み

で
上
に
は
厳
し
-
､
下
に
は
厚
く
受
け
取
ら
れ
好
評
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
身
分
の
低
い
官
人
等
に
'
円
融
天
皇
の
新
制
が
非
常
に
高

く
評
価
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
｡
そ
う
で
な
け
れ
ば
'
大
外
記
が
寺
を
建
立
し
､
宮
人
が
薄
給
を
削

っ
て
ま
で
'
聖
朝
の
安
穏
を
祈
願
す
る

費
用
に
充
て
る
わ
け
が
無
か
ろ
う
｡

だ
が
､
官
人
等
の
願
い
は
空
し
い
も
の
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
.
即
ち
'
強
盗
の
嫌
疑
人
が
捕
ま
っ
た
翌
日
'
四
月
十

1
日
の
夜
地
面
が

大
い
に
揺
れ
た
の
で
あ
る
｡
六
月
の
大
地
震
の
前
ぶ
れ
か
'
こ
れ
以
降
世
情
不
安
は
増
大
こ
そ
す
れ
'
落
ち
着
く
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
は
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な
い
か
｡

五
月
十

一
日
の
真
夜
中
､
内
裏
の
仁
等
殿
西
面
よ
り
火
が
出
た
｡
天
皇
は
最
初
桂
芳
坊
に
避
難
､
し
か
し
火
気
が
域
烈
で
､
職
曹
司
に
遷

敬
.
中
宮
と
皇
太
子
は
縫
殿
寮
に
避
難
｡
そ
の
後
東
宮
は
左
近
衛
府
に
遷
御
｡

言
m
資
子
内
親
王
は
縫
殿
賀
を
出
て
､
乳
母
命
婦
の
藤
原
輔

子
宅
ま
で
避
難
と
い
う
結
果
に
な
る
｡
て
ん
や
わ
ん
や
の
大
騒
ぎ
と
な
る
｡

つ
い
で
十
二
日
は
六
衛
府
､
左
右
馬
寮
､
兵
庫
寮
に
命
じ
て
警

固
｡
当
日
か
ら
三
日
間
の
廃
務
と
な
っ
た
｡
大
変
な
事
件
で
あ
る
｡
十
九
日
に
は
大
極
殿
に
お
い
て
百
二
人
の
僧
侶
を
集
め
て
御
読
経
が
行

わ
れ
､
二
十
二
日
ま
で
続
け
ら
れ
た
｡
ま
た
二
十
日
に
は
'
神
祇
官
と
陰
陽
寮
に
内
裏
の
火
事
に
つ
い
て
占
わ
せ
て
い
る
｡
さ
ら
に
二
十
三

日
に
は
建
礼
門
に
お
い
て
大
破
が
執
り
行
な
わ
れ
た
｡
そ
し
て
'
六
月
九
日
に
は
詔
が
発
せ
ら
れ
､
禁
裏
の
火
災
に
よ
り
'
天
皇
及
び
皇
后

の
平
常
の
膳
の
物
を
減
ら
し
'
天
禄
三
年
か
ら
調
庸
の
未
進
と
天
下
の
半
襟
免
じ
て
い
る
｡

詔
減
二
天
皇
及
皇
后
服
御
常
膳
之
物

T｡
又
諸
国
天
禄
三
年
以
往
調
庸
未
進
鏑
除
｡
復
二
天
下
半
佑

I｡
依
二
禁
中
火
事

T也
｡

2

(m鍋
萌
し六
)

2

さ
ら
に
六
月
二
十
日
に
は
'
十
八
日
の
大
地
震
の
余
震
が
続
発
す
る
中
で
'
天
智
天
皇
と
村
上
天
皇
の
二
陵
に
内
裏
火
災
に
つ
い
て
の
山
陵

使
が
派
遣
さ
れ
た
｡

六
月
九
日
の
詔
に
も
､
常
膳
の
物
を
減
じ
た
り
'
半
襟
に
し
百
姓
の
負
担
を
減
ら
す
と
い
う
､
円
融
天
皇
の
徳
政
を
目
指
す
基
本
で
態
度

が
窺
え
る
｡
だ
が
こ
の
よ
う
な
仁
愛
に
あ
ふ
れ
た
詔
を
も
っ
て
し
て
も
'
世
の
平
安
を
取
り
戻
す
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
天
変
地
異
の

猛
威
が
吹
き
荒
れ
た
の
で
あ
る
｡

六
月
四
日
の
午
前
八
時
頃
'
太
陽
に
異
変
が
生
じ
た
｡
太
陽
が
動
き
廻
り
､
何
度
か
そ
の
色
が
変
じ
た
と
い
う
｡
地
震
の
前
ぶ
れ
か
'
地

磁
気
の
乱
れ
か
､
太
陽
コ
ロ
ナ
の
活
動
に
大
き
な
変
動
が
生
じ
､
そ
れ
が
観
測
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
.
そ
し
て
二
週
間
後
の
'
十
八
日

の
午
後
四
時
頃
､
未
曾
有
の
大
地
震
が
起
き
た
｡
そ
の
昔
は
雷
鳴
の
様
で
あ
っ
た
と
い
･丁
｡
ま
た
宮
城
の
諸
司
を
は
じ
め
と
し
､
左
右
両
京



の
家
屋
の
多
く
が
破
壊
さ
れ
転
倒
し
た
｡
そ
の
中
に
八
省
院
｡
聖
楽
院
｡
東
寺
｡
西
寺
｡
極
楽
寺
｡
清
水
寺
｡
円
覚
寺
等
が
ふ
く
ま
れ
て
い

る
｡
清
水
寺
で
は
多
く
の
圧
死
者
ま
で
発
生
し
た
｡
ま
た
内
裏
で
は
､
南
庭
に
幌
舎
を
張
り
廻
し
て
臨
時
の
御
所
を
鋪
設
｡
戦
場
の
テ
ン
ト

生
活
の
様
な
状
況
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
中
宮
庁
の
前
に
も
曝
舎
を
立
て
廻
ら
せ
て
い
る
｡
翌
十
九
日
の
揺
れ
戻
し
も
強
-
､
地
震
が
十
四

度
も
観
測
さ
れ
､
左
衛
門
陣
後
庁
や
堀
川
院
の
廊
舎
'
開
院
の
西
封
'
民
部
省
で
は
舎
屋
三
芋
が
転
倒
し
て
い
る
｡
余
震
は
こ
れ
以
降
も
休

み
な
く
続
-
｡
｢
日
本
紀
略
し
に
は
連
日
地
震
の
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
有
感
地
震
だ
け
で
あ
る
の
で
'
今
日
で
あ
れ
ば
'
も
の
凄
い
数

で
あ
ろ
う
｡

六
月
は
二
十
日
に
十

1
度
｡
二
十

1
日
に
十
三
度
｡
二
十
二
日
に
十
二
度
｡
二
十
三
日
に
地
震
十
度
.
二
十
六
日
に
八
度
｡
二
十
九
日
に

五
度
｡
三
十
日
に
八
度
｡
七
月
に
入
っ
て
も
余
震
は
続
き
十

一
日
に
六
度
｡
十
二
日
に
四
度
｡
十
四
日
に
二
度
｡
十
八
日
に
大
地
震
｡
二
十

日
に
大
地
震
｡
二
十

一
日
に
三
度
｡
二
十
三
日
に
は
地
震
が
終
日
か
｡
八
月
は
終
息
し
た
か
に
見
え
た
｡
だ
が
九
月
二
十
三
日
に
は
ま
た
大

地
震
｡
大
変
な
状
況
が
出
来
し
た
(表
Ⅹ
参
照
)
Q

表
x
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余
震
の
記
録
は
六
月
十
九
日
以
降
八
日
'
七
月
に
入
っ
て
も
七
日
'
日
に
何
回
も
地
震
が
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
少
し
期
間

を
置
い
た
'
九
月
二
十
三
日
に
は
大
地
震
が
あ
り
'
そ
の
昔
は
雷
の
よ
う
に
響
い
た
と
い
う
｡
加
え
て
六
月
二
十
三
日
と
二
十
五
日
に
は
そ

れ
ぞ
れ
日
食
が
記
録
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
同
二
十
五
日
に
は
童
謡
も
記
さ
れ
て
い
る
｡
元
日
か
ら
の
天
皇
の
不
縁
'
陸
奥
穀
倉
の
火
事
'
内

蔵
寮
碓
舎
の
転
倒
と
男
女
の
圧
死
'
出
石
大
社
と
興
福
寺
並
び
に
侍
従
所
近
く
の
怪
異
'
倫
盗
と
悪
い
こ
と
が
重
な
っ
た
上
で
の
'
五
月
十

1
日
深
夜
子
刻
の
内
裏
の
大
火
､
そ
し
て
こ
の
大
地
震
｡
驚
天
動
地
の
事
態
が
連
続
し
て
発
生
し
'
京
を
中
心
に
人
々
が
少
し
の
こ
と
に
も

恐
れ
懐
き
'
気
も
動
転
す
る
事
態
が
進
行
し
て
い
た
｡

そ
こ
で
'
七
月
十
三
日
に
'
内
裏
の
火
災
と
地
震
に
よ
る
改
元
が
行
わ
れ
る
｡

詔
書
｡
改
二
天
延
四
年

t烏
]P
l花
々
年
to
俵
も
(井
地
震

t也
｡
有
t徽
令

I｡

(EiEE罷
EEB
Z+蛸
i
崇

涜
)



天
延
四
年
が
貞
元
々
年
と
改
ま
っ
た
｡
そ
し
て
行
わ
れ
た
の
が
､
火
事
と
地
震
で
破
壊
さ
れ
た
内
裏
の
移
動
で
あ
る
｡
最
初
は
皇
后

･
坦
子

の
遷
御
で
あ
る
｡
七
月
十
七
日
に
中
宮
は
職
曹
司
よ
り
'
弟
の
権
中
納
言
藤
原
朝
光
の
三
儒
家
へ
と
遷
御
｡
六
衛
府
や
左
右
馬
寮
､
中
務
大

舎
人
等
が
供
奉
し
て
い
る
｡

中
宮
自
二
職
空

目司
.
遷
｢執
権
中
納
言
藤
原
朝
光
三
懐
家
T｡
堀
河
家
也
.
六
衝
府
.
左
右
馬
寮
｡
中
務
大
舎
人
等
諸
司
供
奉
｡

(町
境
仙運

相
賀
)

引
き
続
き
二
十
六
日
に
は
'
円
融
天
皇
が
職
曹
司
よ
り
'
太
政
大
臣
堀
川
第
へ
遷
御
｡
当
日
は
'
朝
か
ら
の
電
?
や
夕
方
近
く

の
雷
雨

と
い

う
悪
天
候
で
あ
る
｡
雷
鳴
に
お
ど
さ
れ
る
如
-
'
遷
御
が
慌
た
だ
し
-
執
り
行
わ
れ
た
｡
と
ど
ろ
く
雷
鳴

･
天
神
に
遠
慮
し
た
の
か
､
警
押

さ
え
称
え
ず
に
遷
御
が
行
わ
れ
た
｡
す
っ
か
り
打
ち
の
め
さ
れ
た
格
好
の
円
融
天
皇
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
｡

朝
雨
レ
雪
｡
如
レ
霜
｡
未
申
刻
｡
雷
雨
｡
申
刻
｡
天
皇
自
二
職
曹
司
一達
識

太
政
大
臣
堀
川
第

一｡
不
レ
栴
毒

鐸
1.
今
日
.
造
宮
事
始

也
｡

(EF41#g
i
(J相
続
涜
)

Jj
十

二

堀
川
第
は
六
月
の
激
震
で
被
害
を
受
け
て

お

り

'

急
速
補
修

･
改
装
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
加
え
て
こ
の
日
､
造
宮
事
始
が
行
わ
れ
る
｡

火
事
と
地
震
で
痛
め
付
け
ら
れ
た
内
裏
の
修
造
工
事
が
本
格
化
し
た
の
で
あ
る
｡

堀
川
第
へ
は
そ
の
後
､
八
月
四
日
に
縫
殿
寮
よ
り
内
侍
所
が
移
る
｡

内
侍
所
日
義

殿
棄
1奉
レ
渡
T頂
川
院
1｡
内
侍

1
人
｡
左
右
近

･
特
監
番
長
至

人
｡
近
衛
六
人
相
従
｡
又
女
碍
捧
二
五
色
御
幣
1歩

棄

御
前
一｡

(r耶
硝
純
.e
J)

引
き
続
き
'
八
月
十
三
日
に
は
皇
后
が

｢皇
后
自
二
三
候
一遷
葡

堀
川
院

1.)
(r耶
露

g
J)
と
'
三
条
の
家
か
ら
堀
川
第
へ
と
遷
御
さ
れ
'

太
政
大
臣
兼
道
の
堀
川
第
は
本
格
的
な
里
内
裏
と
な
っ
た
｡
火
災
と
地
震
に
よ
る
結
果
と
は
言
え
'
自
第
に
若
き
村
上
天
皇
を
迎
え
､
そ
の

場
所
で
女

･
姓
子
は
天
皇
と
家
庭
生
活
を
も
営
む
の
で
あ
る
｡
結
果
と
し
て
､
我
が
家
に
天
皇
を
婿
取
っ
た
形
に
な
る
の
で
あ
る
｡
女
の
親
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と
し
て
'
ま
た
摂
関
家
の
当
主
と
し
て
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
な
い
｡

里
内
裏
と
な
っ
て
以
降
､
兼
道
は
堀
川
第
か
ら
遠
慮
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
十

一
月
二
日
の
夜
'

太
政
大
臣
従
二
朱
雀
院
1蓬
も

開
院

一｡
件
所
右
京
大
夫
藤
致
忠
所
領
也
｡
而
大
相
国
堀
川
院
依
二
天
皇
遷
幸
令
レ近
也
｡
今
夜
以
後
｡

三
箇
日
有
二
饗

膳
一｡

(r耶
師
純
喝
J)

と
､
朱
雀
院
か
ら
里
内
裏
に
近
接
す
る
京
大
夫
藤
原
致
忠
の
所
有
し
て
い
た
閑
院
へ
と
､
住
む
邸
宅
を
変
え
て
い
る
｡
こ
の
開
院
も

｢西
の

対
屋
｣
が
六
月
十
九
日
の
揺
れ
戻
し
の
地
震
で
転
倒
し
て
い
る
の
で
､
修
理
が
よ
う
や
く
終
了
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
地
震
で
京
の
被
害
は
大

き
く
､
か
な
り
破
壊
さ
れ
て
い
る
｡
治
安
上
も
不
安
が
充
満
し
て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
｡
そ
ん
な
折
'
遠
く
離
れ
た
朱
雀
院
か
ら
'

隣
接
す
る
閑
院
へ
移
る
こ
と
の
出
来
た
太
政
大
臣
は
さ
ぞ
か
し
嬉
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
三
日
間
に
わ
た
る
饗
宴
を
開
く
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
兼
道
は
十

一
月
二
十
日
に
'
こ
の
閑
院
へ
左
近
衛
府
か
ら
東
宮
を
迎
え
る
の
で
あ
る
｡

7

｢東
宮
自
二
左
近
衛
府
1御
二
閑
院
東
封
1｣
(r耶
蛸
純
唱
J)
と
'
東
の
対
屋
へ
迎
え
て
い
る
｡
貞
元
々
年
は
､
関
白
太
政
大
臣
兼
道
に
と
っ
て

2

天
変
地
異
を
逆
手
に
取
り
'
天
皇
並
び
に
東
宮
を
掌
中
に
し
っ
か
り
と
纏
っ
た
と
も
い
え
る
｡
摂
関
政
治
家
と
し
て
の
権
力
基
盤
を
確
固
た

る
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
｡
後
不
足
す
る
も
の
と
言
え
ば
､
女

･
娘
子
の
腹
に
皇
子
の
誕
生
を
待
つ
の
み
t
と
い
う
状
況
が
誕
生
し
た
の
で

あ
る
｡
暗
い
世
相
に
明
る
-
喜
び
に
湧
-
堀
河
殿
で
あ
る
O
暮
れ
も
押
し
っ
ま
っ
た
十
二
月
二
十
九
日
に
は

｢
雪
降

1
尺
｣
(r耶
師
紀
喝
し)

と
大
雪
に
な
る
｡
古
来
､
雪
は
来
る
べ
き
年
の
豊
穣
を
予
祝
し
て
く
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
｡

六
､
両
手
を
失
う
天
皇

垢
河
殿

･
関
白
太
政
大
臣
兼
道
は
'
七
月
二
十
六
日
に
円
融
天
皇
を
堀
川
第
に
'
そ
し
て
十

一
月
二
十
日
に
は
東
宮
を
'
自
分
の
移
り
住



ん
だ
開
院
へ
迎
え
る
の
で
あ
る
｡
内
大
臣
就
任
以
来
'
天
変
地
異
や
怪
異
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
､
不
安
な
暗
い
世
相
に
が
続
い
て
い

た
｡
そ
れ
に
対
し
て
'
前
年

･
貞
元
々
年
は
'
兼
道
が
内
裏
の
火
災
と
激
震
と
い
う
本
来
忌
む
べ
き
も
の
'
世
情
不
安
を
掻
き
立
て
る
も
の

を
逆
手
に
取
り
､
雷
雨
の
中
'
堀
川
第
へ
の
遷
御
を
い
そ
ぐ
｡
自
邸

･
堀
川
第
を
里
内
裏
と
し
て
'
そ
こ
に
天
皇
'
皇
后
両
陛
下
を
迎
え
'

摂
関
政
治
家
と
し
て
の
権
力
基
盤
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
年
で
あ
っ
た
｡
女

･
娘
子
の
腹
に
皇
子
の
誕
生
を
待
つ
の
み
t
と
い
う
絶
好
の

状
況
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
｡
明
る
い
掘
河

一
族
と
い
う
状
況
が
誕
生
し
た
｡

一
万
㌧
円
融
天
皇
に
と
っ
て
も
､
堀
川
第
を
里
内
裏
と
し
て
自
身
が
遷
御
す
る
こ
と
は
'
そ
う
悪
い
選
択
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
｡
摂
関
家

の
中
に
強
力
な
後
見
を
得
る
こ
と
は
､

一
面
で
は
自
分
が
理
想
と
し
た
政
の
実
行
に
'
保
証
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
不
安
定
な
政
治
状

況
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
｡
特
に
皇
后
娘
子
と
の
間
に
皇
子
の
誕
生
を
見
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
'
磐
石
の
状
況
が
生

じ
た
で
あ
ろ
う
｡
明
る
い
希
望
に
満
ち
た
貞
元
二
年
(九
七
七
)と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
｡

円
融
天
皇
の
文
'
雅
を
尊
重
す
る
と
い
う
姿
勢
は
'
前
年
は
内
裏
の
火
事
と
大
地
貫
に
打
ち
の
め
さ
れ
る
状
況
で
も
あ
り
発
揮
出
来
な
か
っ

た
｡
だ
が
少
し
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
貞
元
二
年
に
は
こ
の
姿
勢
は
再
開
さ
れ
る
｡
三
月
二
十
六
日
に
は
'

天
皇
幸
二
太
政
大
臣
開
院
第
1.
召
二
文
人
一蹴
レ
詩
｡
召
.偶
人

一奏
レ
柴
｡本
家
有
レ箕
｡

(r耶
紬
純
.sgJ)

と
'
天
皇
は
太
政
大
臣
の
住
む
開
院
第
に
御
幸
L
t
文
人
を
召
し
て
詩
を
賦
さ
せ
'
伶
人
を
召
し
て
音
楽
を
奏
で
さ
せ
て
い
る
｡
兼
道
の
本

来
の
目
的
が

｢本
家
有
賞
｣
と
い
う
､
ま
こ
と
に
打
算
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
｡
詩
を
賦
す
会
を
開
催
で
き
る
の
は
'
政
権
が
少
し

安
定
に
向
か
っ
た
と
言
え
な
い
か
｡
ま
た
兼
道
が
円
融
天
皇
の
心
に
添
う
よ
う
努
力
し
て
い
る
姿
勢
が
窺
え
る
と
も
言
え
る
｡

貞
元
々
年
は
､
天
変
地
異
と
奇
怪
な
出
来
事
の
多
発
で
痛
め
付
け
ら
れ
て
い
た
円
融
天
皇
に
と
っ
て
'
そ
の
面
で
は
比
較
的
落
ち
着
い
て

い
た
(表
氾
参
照
)｡
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二
月
に
地
震
が
二
度
｡
前
年
の
地
震
に
よ
る
内
裏
の
倒
壊
と
そ
の
後
の
群
発
地
震
と
比
べ
れ
ば
'
静
か
な
も
の
で
あ
る
｡
天
変
の
方
も
'

二
月
に
撃
星
が
観
測
さ
れ
た
こ
と
と
'
六
月
の
月
食
位
で
'
十

一
月

一
日
の
日
食
は
観
測
さ
れ
な
か
っ
た
｡
喜
ば
し
い
こ
と
と
し
て
十
二
月

二
十
五
日
に
こ
の
点
を
'
賀
し
天
下
に
大
赦
を
実
施
し
て
い
る
｡
怪
異
の
方
も
そ
の
年
の
春
ま
で
盛
ん
に
記
さ
れ
る
が
'.
夏
四
月
以
降
無
い

の
で
あ
る
｡
世
情
が
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
の
で
あ
る
｡
政
治
的
安
定
感
が
増
し
た
の
で
あ
る
｡

一
見
政
治
的
安
定
感
が
増
し
た
か
に
見
え
た
'
貞
元
二
年
は
円
融
天
皇
に
と

っ
て
'
三
つ
の
大
き
な
出
来
事
が
待
ち
か
ま
え
て
い
た
｡
最



初
の
出
来
事
は
何
と
言
っ
て
も
'
あ
ら
か
じ
め
見
当
が
付
く
｡
即
ち
新
造
内
裏
の
完
成
と
'
そ
こ
へ
の
還
御
で
あ
る
｡
後
の
二
つ
は
'
最
大

の
理
解
者
で
あ
り
､
後
見
で
あ
っ
た
二
人
の
伯
父
を
､

一
人
は
政
治
の
場
か
ら
'

一
人
は
こ
の
世
か
ら
失

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

前
年
の
内
裏
の
火
事
と
地
震
以
来
'
職
曹
司
や
幌
舎
'
里
内
裏
暮
,セ
L
で
あ
る
.
す
べ
て
仮
住
ま
い
と
言
え
る
｡
堀
川
第
の
暮
ら
し
も
天

皇
の
私
的
部
分
で
は
'
あ
る
種
の
よ
さ
が
見
出
せ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
だ
が

一
国
の
主
と
し
て
･
公
的
部
分
で
は
､
不
満
の
残
る
こ
と
が
多

い
と
思
わ
れ
る
｡

一
度
は
天
皇
親
政
を
試
み
た
円
融
天
皇
で
あ
る
｡
堀
河
殿
丸
抱
え
の
よ
う
な
事
態
は
不
本
意
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な
状

態
は
'
早
急
に
解
消
し
た
い
と
願
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

円
融
天
皇
に
す
れ
ば
､
そ
の
不
本
意
な
事
件
が
四
月
二
十

一
日
に
起
き
る
｡
左
大
臣
源
兼
明
が
二
品
親
王
に
戻
さ
れ
､
中
務
卿
に
旺
さ
れ
'

左
大
臣
の
地
位
を
奪
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
源
兼
明
は
醍
醐
源
氏
で
あ
り
'
村
上
天
皇
の
兄
に
当
た
る
人
物
で
あ
る
｡
左
大
臣
と
し
て
皇
族

の
頂
点
に
立

っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
｡
円
融
天
皇
の
伯
父
と
し
て
'
源
氏
を
束
ね
る
最
高
の
地
位
に
い
た
人
物
で
も
あ
る
｡

一
世
源
氏
で
あ

り
'
延
書
の
治
と
誉
め
そ
や
さ
れ
七
醍
醐
天
皇
を
父
に
持

つ
人
物
で
あ
る
｡
高
貴
こ
の
上
な
い
人
物
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
皇
族
政
治
家
と
し
て
'

円
融
天
皇
を
無
条
件
に
支
え
て
-
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
｡
そ
の
源
兼
明
が
左
大
臣
の
地
位
を
奪
わ
れ
'
二
品
中
務
卿
に
旺
し
め
ら
れ
政
界
か

ら
体
よ
-
追
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

詔
以
二
左
大
臣
従
t
面

源
兼
明
朝
臣
｡
正
四
位
下
行
右
兵
衛
督
同
昭
平
朝
臣
等

一環
.潮
王
一｡
即
暫

叩｡
兼
明
二
品
.
昭
平
四
品
｡

(

r耶
議

場

J
)

安
和
の
変
の
左
大
臣
源
高
明
の
如
く
'
大
事
的
と
し
て
強
引
に
京
都
を
追
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
二
品
親
王
に
叙
し
た
と
あ
る
か
ら

人
々
か
ら
は
'
親
王
と
し
て
の
敬
意
は
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
太
政
官
の
枢
要
な
地
位
を
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
円
融
天

皇
に
と
っ
て
兼
明
は
'
た
く
さ
ん
い
る
同
じ
皇
族
の
中
で
も
'
と
り
わ
け
大
切
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
｡
単
な
る
伯
父
で
は
な
い
｡
円
融

天
皇
の
新
制
を
支
え
よ
う
と
し
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
｡
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前
述
し
た
如
く
'
天
延
三
年
に
奇
怪
な
出
来
事
や
日
食
な
ど
の
天
変
で
､
社
会
不
安
が
昂
じ
て
い
た
｡
そ
の
時
'
兼
明
は
円
融
天
皇
の
朝

廷
を
嘉
す
る
瑞
祥
を
演
出
し
て
く
れ
て
い
た
｡
即
ち
亀
山
神
を
祭
り
'
水
の
湧
出
を
得
る
と
い
う
奇
跡
を
演
じ
た
人
で
あ
る
｡
皇
族
と
し
て

私
心
な
く
'
左
大
臣
と
し
て
天
皇
を
暖
か
-
支
え
て
い
て
-
れ
た
人
物
で
あ
る
｡
そ
の
人
物
の
左
大
臣
を
取
り
上
げ
親
王
に
戻
す
こ
と
は
'

兼
明
を
政
治
の
場
か
ら
隔
離
し
､
切
り
離
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
､
円
融
天
皇
が
堀
川
第
と
い
う
里
内
裏
に
'
囲

わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
は
極
め
付
け
ら
れ
な
い
｡
だ
が
全
-
無
関
係
と
は
言
い
切
れ
な
い
｡
そ
し
て
こ
の
件
は
､
若
き
円
融
天
皇
を
深

く
傷
つ
け
た
と
思
わ
れ
る
.
無
力
感

･
挫
折
感
に
さ
い
な
ま
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
｡
早
-
新
造
内
裏
に
移
り
た
い
と
祈
念
し
た
と
思
わ
れ

る
｡七

月
六
日
に
は
内
裏
が
完
成
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
諸
社
に
奉
幣
し
て
い
る
0

奉
レ
遥
二
詰
祉
幣
烏
使
一｡
依
レ
可
レ
達
識

新
造
内
裏
也
｡

(r耶
硝
純
喝
｣)

大
変
に
嬉
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
二
日
後
の
七
月
八
日
に
は
'
左
中
弁
藤
原
佐
理
の
手
に
な
る
'
内
裏
殿
舎
や
門
等
の
額
を
ご
覧
に
な
っ

た
天
皇
は
い
た
く
感
激
さ
れ
､
勅
禄
を
賜
い
'
日
が
吉
い
と
い
う
の
で
直
ち
に
額
を
懸
け
さ
せ
な
さ
っ
た
｡
円
融
天
皇
の
喜
び
が
目
に
見
え

る
よ
う
で
あ
る
｡

造
宮
行
事
極
左
中
井
菅
原
輔
正
朝
臣
奏
竜

内
裏
殿
舎
門
等
額

T.
左
中
弁
佐
理
書
レ之
｡
天
皇
感
二
其
筆
跡
1｡
給
]切
線

T｡
其
後
令

レ
懸
レ
合
｡
雄
レ未
レ
終
レ
功
依
二
吉
日
一也
｡

(r耶
師
純
苫

七
月
二
十
九
日
に
は
､
新
造
内
裏
に
村
上
天
皇
'
皇
后

･
娘
子
'
東
宮
が
順
次
遷
御
さ
れ
'
親
王
､
太
政
大
臣
以
下
が
参
内
し
て
'
饗
宴

杜
十
l]]

が
行
わ

れ

た

｡
八
月

一
日
に
臥
,
旬
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
｡
そ
し
て
天
皇
の
出
御
が
あ
り
'
造
宮
に
功
績
の
あ
っ
た
多
く
の
人
々
に
加
階
が

旺
十
四

な
さ
れ

た

｡

天
皇
の
喜
び
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
｡
だ
が
こ
の
喜
び
も
長
-
は
続
か
な
か
っ
た
｡

三
つ
目
は
､
こ
の
年
の
十

l
月
に
'
外
男
の
関
白
太
政
大
臣
兼
道
を
失
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
九
月
二
十
八
日
に
'
皇
后
娘
子
が
移
り
住
ん
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だ
ば
か
り
の
新
装
な
っ
た
内
裏
か
ら
'
元
の
堀
川
院
へ
戻
る
｡
兼
道
が
上
表
し
て
い
る
所
を
見
れ
ば
'
体
調
が
悪
い
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め

に
娘
子
が
堀
川
院
へ
戻
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

今
夜
｡
中
宮
従
二
内
裏

一層
r
F
堀
川
院
一｡
今
日
太
政
大
臣
上
表
｡

兼
道
は
貞
元
二
年
に
入

り
'
二
月

十
五
日
に
一
度
辞
表
を
提
出
し
て
い
る
｡
そ
し
て
十

一
月
八
日
'
種
々
手
を
尺
､く
す
が
'

依
太
政
大
臣
病
.
大
赦
天
下
｡
老
人
賜
レ
物
｡
大
臣
於
.頂
川
院
舞
｡
年
幸

三
｡

(r耶
露

.IgJ)

(r耶
師
絶
唱
J)

と
､
尭
去
す
る
｡
円
融
天
皇
に
と
っ
て
は
'
外
戚
の
'
伯
父
で
あ
り
外
男
で
も
あ
る
最
大
の
後
援
者

･
理
解
者
の
兼
通
を
失
っ
た
の
で
あ
る
｡

(系
図
Ⅰ
参
照
)

系
図
I

源
高
明

■~1~~~l~~~一

‥兼
明
親
王
:(左
大
臣
)

L........_4

,;:,i'M..:I"
'=:
:

I

(関
白
太
政
大
臣
)
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貞
元
二
年
は
新
造
内
裏
に
遷
御
す
る
と
い
う
喜
び
は
あ
っ
た
｡
だ
が
円
融
天
皇
を
支
え
て
く
れ
て
い
た
'
左
大
臣
源
兼
明
と
関
白
太
政
大

臣
兼
道
を
失
う
と
い
う
､
大
変
大
き
な
痛
手
を
得
る
の
で
あ
る
｡
円
融
天
皇
の
新
制
'
理
想
と
す
る
政
に
こ
の
二
人
は
少
な
く
と
も
理
解
が

あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
若
い
円
融
天
皇
に
対
し
て
'
慎
み
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

結

円
融
天
皇
の
治
世
の
前
半
は
'
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
｡
そ
の
1
つ
は
'
天
禄
三
年

･
元
服
の
年

(摂
政
太
政
大
臣

･
伊

デ
の
死
以
前
)
ま
で
の

｢幼
主
｣
円
融
天
皇
の
時
代
で
あ
る
｡
安
和
二
年

(九
六
九
)
か
ら
天
禄
三
年

(九
七
二
)
の
足
掛
け
四
年
の
間
で
あ

る
｡
こ
の
時
代
は
'
外
戚
藤
原
兼
家
の
跳
梁
扶
屈
と
'
政
情
不
安
と
打
ち
続
-
天
変
地
異
に
痛
め
付
け
ら
れ
た
時
代
と
言
っ
て
よ
い
｡
安
和

の
変
前
後
か
ら
'
傍
若
無
人
な
藤
原
兼
家
の
振
る
舞
い
が
目
立
つ
｡
｢幼
主
｣
を
よ
い
こ
と
に
'
朝
儀
の
乱
れ
と
言

っ
て
よ
い
よ
う
な
こ
と

が
平
然
と
行
わ
れ
て
い
る
｡
ま
た
そ
の
時
代
を
映
し
た
よ
う
な
奇
怪
な
出
来
事
や
'
日
食

･
月
食

･
地
震
な
ど
天
変
地
異
が
続
出
し
た
時
代

で
あ
る
｡

別
の
1
つ
は
'
藤
原
兼
道
の
内
大
臣
就
任
か
ら
'
そ
の
死
ま
で
の

｢青
年
｣
の
時
代
で
あ
る
｡
打
ち
続
く
天
変
地
異
や
怪
異
な
事
件
に
た

い
し
て
'
若
々
し
い
理
想
に
燃
え
た
円
融
天
皇
は
'
雅
の
重
視
と
仁
政

･
徳
政
を
敷
こ
う
と
す
る
｡
こ
の
円
融
天
皇
の
志
す
新
制
を
強
力
に

推
進
す
る
た
め
に
､
兼
道
を
関
白
に
任
命
し
た
｡
だ
が
こ
の
体
制
も
内
裏
の
大
火
と
大
地
震
に
打
ち
の
め
さ
れ
､
関
白
兼
道
の
早
い
死
を
持
っ

て
幕
を
降
ろ
す
の
で
あ
る
｡

円
融
天
皇
は
天
延
二
年

(九
七
四
)
ま
で
'
伊
声
の
死
後
し
ば
ら
-
摂
政
関
白
を
置
い
て
い
な
い
｡
青
年
天
皇
は
'
忠
平
没
後
の
父
村
上

天
皇
の
よ
う
な
､
天
皇
親
政
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
か
｡
円
融
天
皇
は
皇
后

･
娘
子
と
共
に
'
父
が
母
后

･
安
子
と
共
に
政
を
執
っ
た
天
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暦
の
治
の
形
態
を
を
志
し
た
｡
だ
が
う
ち
続
く
怪
異
事
件
や
'
地
震
な
ど
天
変
地
異
の
多
発
に
悩
ま
さ
れ
る
｡
こ
の
苦
境
を
外
戚
の
力
を
借

り
打
開
し
よ
う
と
'
兼
道
を
関
白
太
政
大
臣
に
任
じ
た
の
で
あ
る
｡

青
年
円
融
天
皇
の
志
し
た
政
治
姿
勢
は
'
多
く
の
身
分
の
低
い
官
人
達
の
支
持
を
得
て
い
た
｡
ま
た
伯
父
左
大
臣
源
兼
明
の
支
持
も
得
て

い
た
｡
世
情
不
安
に
よ
る
怪
異
事
件
の
多
発
も
､
円
融
天
皇
の
新
制
に
よ
り
終
息
す
る
か
に
見
え
た
｡
だ
が
兼
道
を
関
白
に
任
じ
'
摂
関
家

の
協
力
を
得
た
と
こ
ろ
で
'
日
食
や
月
食
そ
れ
に
加
え
て
､
頻
発
す
る
地
震
に
は
手
の
施
し
様
が
無
い
｡
ま
た
国
司
を
襲
撃
す
る
事
件
も
多

発
す
る
｡
地
方
が
瑳
弊
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
加
え
て
天
延
二
年

(九
七
四
)
秋
に
は
'
天
皇
自
身
が
痛
癌
に
羅
患
'
天
延
三
年

(九
七
五
)

に
は
'
星
が
見
え
る
ほ
ど
暗
く
な
っ
た
皆
既
日
食
に
近
い
天
変
'
天
延
四
年

(九
七
六
)
に
は
'
内
裏
の
大
火
と

｢宮
城
諸
司
多
破
壊
類
例
｣

と
い
う
大
事
心
に
見
舞
わ
れ
る
｡
御
所
を
帳
合
に
移
す
事
態
に
ま
で
な
る
の
で
あ
る
｡
気
が
休
ま
る
暇
も
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で

あ
る
｡
貞
元
元
年

(九
七
六
)
と
改
元
後
'
新
造
内
裏
の
完
成
ま
で
'
御
所
を
職
曹
司
か
ら
堀
川
第
に
移
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
た

の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
こ
の
堀
川
第
を
里
内
裏
に
し
て
い
た
貞
元
二
年

(九
七
七
)
の
夏
四
月
に
は
'
伯
父
左
大
臣
源
兼
明
が
二
品
中
務
卿
に
旺
さ
れ
'

大
切
な
支
持
者
を

1
人
失
う
結
果
に
な
る
｡
悪
い
こ
と
に
'
新
造
内
裏
に
還
御
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
'
兼
明
を
旺
し
た
関
白
太
政
大
臣
兼
道
も

そ
の
冬
十

一
月
に
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
｡

円
融
天
皇
の
治
世
の
前
半
は
'
頻
発
す
る
天
変
地
異
に
加
え
て
政
情
不
安
に
よ
る
奇
怪
な
事
件
が
多
発
す
る
｡
ま
さ
に
政
情
不
安
と
打
ち

続
く
天
変
地
異
に
痛
め
付
け
ら
れ
て
い
た
'
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
そ
の
な
か
で
必
死
に
新
し
い
政
治
体
制
を
目
指
そ
う
と
し
た
青

年
天
皇
の
姿
が
あ
る
｡
そ
の
点
で
は

｢栄
花
物
語
｣
の
編
者
が
何
を
意
図
し
た
か
は
別
に
し
て
'
巻
第
九

｢
い
は
か
げ
｣
の
中
で

｢円
融
院

の
上
'
世
に
め
で
た
き
御
心
掠
､
た
ぐ
ひ
な
き
聖
の
み
か
ど
と
申
し
け
る
｣
(設

a
r認
萌

語
)
と
'
｢聖
帝
｣
で
あ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る

が
'
実
に
至
言
で
あ
る
｡
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註

(註

一
)

｢公
卿
補
任
｣
安
和
二
年

｢兼
家
｣
条
｡

(註
二
)

以
二
左
大
臣
兼
左
近
衛
大
将
源
高
明
一璃
二
大
宰
員
外
帥
1.
(中
略
)左
馬
助
源
満
仲
｡
前
武
蔵
介
藤
原
善
時
等
｡
密
告
二
中
務
少

輔
源
連
｡
橘
繁
延
等
謀
反
由
1.

(璽

譲

吉

(註
三
)

丙
辰
｡
於
二
建
穫
門
前
T大
検
｡
依
二
謀
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流
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事
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｡

(張
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(註
四
)

甲
子
｡
窄
.TP
諸
陵
使
T｡
依
二
謀
反
事
1也
｡

虫

掘

札唱
)

(註
五
)

｢公
卿
補
任
J
｢安
和
三
年
｣
条

(註
六
)

甲
午
｡
天
皇
於
二
柴
島
殿
一加
二
元
服
1.
御
年
十
四
｡
太
政
大
臣
加
二
御
冠
一｡
左
大
臣
理
二
御
髪
1｡
内
蔵
頭
助
信
朝
臣
烏
一瀧

5

冠
I｡

(絹
魂

岬｣正)

2

(註
七
)

大
事
植
帥
源
朝
臣
高
明
自
二
大
宰
府
一上
洛
｡
著
二
葛
野
別
屋
一｡

(絹

昭
拙
叩J四)

(註
八
)

r公
卿
補
任
｣
の
天
禄
三
年
の

｢兼
通
｣
条
に
よ
れ
ば
'
十

1
月
二
十
七
日
に
関
白
に
な
っ
て
い
る
｡

(註
九
)

｢公
卿
捕
任
｣
天
延
二
年

｢兼
通
｣
並
び
に

｢頼
忠
｣
条

(註
十
)

丁
未
｡
詔
以
二
内
大
臣
従
二
位
藤
原
朝
臣
策
通
l烏
二
太
政
大
臣
｡
叙
二
正
二
位
l又
聴
二
乗
レ輩
参
レ宮
｡

(裾

謂

札il)

(註
十

一
)

詔
｡
令
下
二
太
政
大
臣
t関
亀

万
機
q
.
又
賜
二
内
舎
人
左
歪

衛
等
1璃
二
随
身
兵
杖
1｡

(璽

錆

粘いニ)

(註
十
二
)

｢地
震
十
四
度
｡
左
衛
門
陣
後
鹿
｡
堀
川
院
廊
会
｡
開
院
西
封
｡
民
部
省
舎
三
宇
顧
倒
｡｣
(謂

札仙ハ)
と
'
堀
川
院
の
廊

合
が
地
震
の
被
害
を
受
け
て
い
る
｡
廊
舎
と
あ
る
の
で
被
害
は
比
較
的
軽
微
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡

(註
十
三
)

戊
子
｡
天
皇
自
二
堀
川
院
T｡
蓮
rT
御
内
裏
T｡
親
王
｡
太
政
大
臣
以
下
参
内
｡
著
一竜
陽
殿
一｡
有
二
饗
膳
I｡
親
王
｡
太
政



(註
十
四
) 大

臣
不
レ
著
二
此
座
一.
候
二
殿
上
一｡
又
有
.個
物
1.
今
夜
｡
中
宮
々
司
等
加
階
｡
申
刻
｡
天
皇
入
レ
自
二
陽
明
門
｡
建
春
門
10

酉
時
｡
東
宮
自
二
閑
院
l人
為

昭
陽
舎
1｡
入
レ
自
主

東
門
一｡
子
刻
｡
中
宮
行
啓
｡
有
二
水
火
童
女
黄
牛
等
1.(虫

鶏

群

F
)

｢
己
未
O
旬
儀
｡
天
皇
出
卸
｡
造
宮
人
々
加
階
｡｣
(絹
電
報
叩J八
)t
r公
卿
捕
巨

貞
元
二
年
条
に
よ
れ
ば
'
八
月
二
日
に
中

納
言
藤
原
文
範
や
､
権
中
納
言
藤
原
顕
光
､
参
議
源
惟
正
'
従
三
位
藤
原
季
平
が
'
造
宮
の
加
階
に
預
か
っ
て
い
る
｡
額
を
書
い

た
藤
原
佐
理
は
翌
年
の
尻
付
き
'
佐
理
筆
の
額
を
奏
覧
し
た
菅
原
輔
正
は
正
暦
三
年
の
尻
付
き
に
八
月
二
日
の
加
階
の
記
事
が
記

さ
れ
て
い
る
｡


