
元
弘
癸
酉
歳
、
四
海
九
州
朝
敵
無
残
処
亡
シ
カ
ハ
、
先
帝
重
祥
之
位

ニ
即
御
座
ス
、
正
慶
年
号
ハ
廃
帝
改
元
ナ
レ
ハ
ト
テ
被
棄
、
元
ノ
元
弘

ニ
ソ
被
成
ケ
ル
、
此
時
賞
罰
法
令
悉
ク
公
家
一
統
之
政
―
ー
出
シ
カ
ト
モ
、

態
関
白
ヲ
ハ
不
被
置
、
左
大
臣
道
平
公
・
右
大
臣
経
忠
公
万
機
之
諮

詢
ヲ
佐
ラ
ル
、
偏
是
延
喜
之
佳
例
ヲ
被
追
ト
ソ
聞
ヘ
シ
、
（
天
正
本

『
太
平
記
』
巻
十
二
公
家
一
統
政
務
事
）

建
武
政
権
が
樹
立
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
後
醍
醐
天
皇
は
関
白
を
廃
し
た
、

と
い
う
。
本
稿
は
、
こ
の
出
来
事
を
手
が
か
り
に
、
建
武
政
権
を
成
立

さ
せ
る
に
つ
い
て
の
後
醍
醐
天
皇
に
ど
の
よ
う
な
政
治
理
念
が
あ
っ
た

の
か
、
考
察
し
て
み
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
天
皇
親
政
の
復
活
‘

後
醍
醐
天
皇
、

ー

建

武

政

権

の

わ
か
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

私
に
は
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
事
実
の
確
認
か
ら
始
め
よ
う
。
元
弘
三
(
-
三
―
―
―
―
―
―
)
年
五
月

十
七
日
、
後
醍
醐
天
皇
は
伯
替
の
行
在
か
ら
詔
を
発
し
て
、
光
厳
天
皇

に
よ
る
す
べ
て
の
叙
位
任
官
を
停
止
し
本
位
本
官
に
復
せ
し
め
た
。
正

慶
の
年
号
は
廃
せ
ら
れ
、
光
厳
天
皇
は
も
と
の
皇
太
子
と
な
る
。
す
べ

て
は
元
弘
元
（
―
-
―
-
三
一
）
年
に
、
元
弘
の
乱
よ
り
以
前
に
も
ど
る
べ
し
。

伯
州
詔
命
と
呼
ば
れ
た
こ
の
詔
に
つ
い
て
は
、
原
文
が
残
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
『
公
卿
補
任
』
な
ど
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
近
衛
基
嗣
の
左
大
臣
を
と
ど
め
て
二
条
道
平
を
還
任
さ
せ

る
。
右
大
臣
に
は
近
衛
経
忠
を
還
任
す
る
と
し
た
が
、
こ
れ
は
辞
退
さ

れ
た
。
光
厳
天
皇
の
も
と
で
関
白
で
あ
っ
た
鷹
司
冬
教
は
、
伯
州
詔
命

に
よ
っ
て
関
白
の
職
を
解
か
れ
て
い
る
。
鷹
司
冬
教
は
元
徳
二
(
-
―
―
―

関

白

を

廃

す

政
治
理
念
|
|
＇

丸

谷

豊
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――10)
年
に
後
醍
醐
天
皇
か
ら
関
白
の
詔
を
う
け
て
関
白
と
な
り
、
光

厳
天
皇
か
ら
関
白
も
と
の
ご
と
し
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
ま
ま

関
白
の
職
に
あ
っ
た
。
す
べ
て
を
元
弘
の
変
の
以
前
に
も
ど
す
に
し
て

も
、
鷹
司
冬
教
が
関
白
で
い
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
解
職
さ
れ
て
後

任
も
な
い
ま
ま
に
な
っ
た
の
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
意
図
が
関
白
と
い
う

制
度
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

建
武
政
権
が
成
立
し
て
後
醍
醐
天
皇
は
関
白
を
廃
し
た
。
こ
れ
は
確

か
に
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
、
そ
れ
が
延
喜
の
佳
例
を
追
っ
て
の
こ
と

と
い
う
の
は
、
―
つ
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い
。
関
白
の
制
度
は
そ
れ
ま
で

数
百
年
に
渡
っ
て
続
い
て
き
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
政
治
的
決
断
が
た
だ
に

先
例
に
倣
う
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
な
さ
れ
る
わ
け
が
な
い
。
何
か
そ

れ
な
り
の
意
図
が
あ
っ
て
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
え
ば
、
あ
る
い
は

歴
史
に
つ
い
て
の
素
人
な
ら
、
納
得
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
の

文
章
が
『
太
平
記
』
と
い
う
文
学
作
品
か
ら
の
引
用
で
、
そ
れ
も
「
天

正
本
」
で
改
作
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
の

こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
建
武
政
権
の
成
立
に
あ
っ
て
後
醍
醐
天
皇
炉
関
白
を
廃
し

た
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
天
皇
の
専
制
を
意
図
し
て

と
い
う
の
は
―
つ
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
な
ら
ば
、
今
度
は
歴

史
に
つ
い
て
の
玄
人
た
ち
が
賛
成
し
て
は
く
れ
な
い
だ
ろ
う
。
建
武
政

権
の
成
立
に
、
後
醍
醐
天
皇
に
す
べ
て
の
権
力
を
集
中
す
る
、
天
皇
親

政
の
復
活
を
見
る
の
が
早
く
か
ら
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

、
、
、
、

道
平
公
左
大
臣
還
任
、
補
藤
氏
長
者
、
但
不
置
関
白
職
r

自
為
聞
召

也
、
（
内
閣
文
庫
本
『
元
弘
日
記
並
裏
書
』
）

後
醍
醐
天
皇
は
天
皇
の
権
限
を
製
肘
す
る
よ
う
な
存
在
を
否
定
し
て
、

院
政
を
停
止
し
幕
府
を
討
滅
し
、
そ
し
て
関
白
を
廃
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
。だ

が
、
だ
が
で
あ
る
。
次
の
文
章
を
見
て
い
た
だ
苔
た
い
。
『
増
鏡
』

の
作
者
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
南
北
朝
の
終
わ
る
こ
ろ
に
は
す

で
に
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
宮
こ
に
は
、
伯
者
よ
り
の
還
御
と
て
、
世
の
中
ひ
し
め
く
、
ま

づ
東
寺
に
入
ら
せ
給
て
、
事
ど
も
定
め
ら
る
、
二
条
の
前
の
大
臣
通
平

召
し
あ
り
て
参
り
給
へ
り
、
こ
た
み
内
裏
へ
入
ら
せ
給
べ
吾
儀
、
重

祥
な
ど
に
て
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、
蓋
の
箱
を
御
身
に
添
へ
ら
れ
た
れ
‘

ば
、
た
ゞ
遠
き
行
幸
の
還
御
の
式
に
て
あ
る
べ
き
よ
し
定
め
ら
る
、

関
白
を
置
か
る
ま
じ
け
れ
ば
、
二
条
の
大
臣
、
氏
の
長
者
を
宣
下
せ

ら
れ
て
、
宮
こ
の
事
、
管
領
あ
る
べ
き
よ
し
、
う
け
給
は
る
、
天
の

下
た
ゞ
こ
の
御
は
か
ら
ひ
な
る
べ
し
と
て
、
こ
の
一
っ
御
あ
た
り
喜

び
あ
へ
り
、
（
『
増
鏡
』
第
十
七
月
草
の
花
）

関
白
を
廃
止
す
る
と
い
う
の
で
、
そ
れ
ま
で
摂
関
が
兼
帯
す
る
と
こ
ろ

と
な
っ
て
い
た
藤
原
氏
の
氏
長
者
に
、
二
条
道
平
は
関
白
と
な
ら
ず
に

宣
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
「
天
の
下
た
だ
こ
の
（
二
条
道
平
の
）
御
は
か
ら

ひ
な
る
べ
し
」
と
い
う
。
こ
こ
に
は
天
皇
専
制
の
意
図
な
ど
感
じ
ら
れ

て
い
な
い
。
『
増
鏡
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
二
条
道
平
の
子
で
あ
る
ニ
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条
良
基
と
す
る
説
が
あ
っ
て
、
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
二
条
家
で
の

よ
ろ
こ
び
を
素
直
に
叙
述
し
た
と
み
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

『
増
鏡
』
に
は
出
て
こ
な
い
が
、
こ
の
と
き
二
条
道
平
は
後
醍
醐
天

皇
か
ら
内
覧
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
す
で
に
元
亨
三

（
一
三
二
三
）
年
に
そ
の
と
き
前
関
白
で
前
左
大
臣
で
あ
っ
た
二
条
道
平

は
後
醍
醐
天
皇
か
ら
内
覧
を
宣
下
さ
れ
、
こ
の
あ
と
嘉
暦
二
（
一
三
二

七
）
年
に
関
白
に
還
補
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
元
徳
二
(
-
=
＝
＝
10)

年
に
そ
れ
を
辞
し
て
か
ら
も
内
覧
も
と
の
と
と
し
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
て
、
そ
れ
が
す
べ
て
を
元
弘
の
乱
よ
り
以
前
の
状
態
に
と
い
う
こ

と
で
復
活
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
内
覧
の
職
能
は
関
白
と
同
じ
、
す
べ
て

の
上
奏
下
達
の
文
書
に
あ
ら
か
じ
め
目
を
通
す
。
関
白
と
か
内
覧
な
ど

は
、
律
令
に
規
定
の
あ
る
官
職
と
は
違
い
、
詔
と
か
宣
旨
と
か
天
皇
か

ら
の
依
頼
を
う
け
て
、
天
皇
と
の
。
ハ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
に
あ
っ
て
そ
の

権
限
を
行
使
す
る
。
だ
か
ら
、
天
皇
が
交
替
す
れ
ば
、
関
白
や
内
覧
の

地
位
は
当
然
に
消
滅
す
る
。
光
厳
天
皇
が
践
杵
し
て
二
条
道
平
の
内
覧

は
失
効
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
後
醍
醐
天
皇
が
重
祥
で
は
な
く
て

還
幸
の
礼
を
も
っ
て
帰
京
す
る
こ
と
と
な
る
と
、
当
然
に
二
条
道
平
の

内
覧
は
復
活
さ
れ
る
。
と
い
う
か
、
ず
っ
と
内
覧
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
で
、
関
白
が
内
覧
と
違
う
の
は
、
そ
の
う
え
に
廷
臣
の
首

座
に
つ
き
、
さ
ら
に
藤
氏
長
者
を
宣
下
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

伯
州
詔
命
で
二
条
道
平
は
左
大
臣
に
還
任
さ
れ
た
。
摂
関
が
な
け
れ
ば
、

そ
し
て
則
闊
の
官
と
さ
れ
る
太
政
大
臣
が
い
な
け
れ
ば
、
普
通
な
ら
左

大
臣
が
廷
臣
の
首
席
と
な
る
。
そ
し
て
二
条
道
平
は
藤
氏
長
者
に
宣
下

さ
れ
た
。
と
な
れ
ば
、
た
と
え
関
白
の
詔
こ
そ
う
け
て
い
な
く
て
も
、

こ
れ
は
も
う
何
も
関
白
と
変
わ
ら
な
い
。

後
醍
醐
天
皇
の
還
京
で
内
覧
に
復
活
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
二

条
道
平
だ
け
で
は
な
い
。
近
衛
経
忠
も
そ
う
で
あ
る
。
近
衛
経
忠
は
元

徳
二
(
-
三
一
―
10)
年
に
二
条
道
平
の
あ
と
を
う
け
て
後
醍
醐
天
皇
か

ら
関
白
の
詔
を
う
け
、
同
年
に
関
白
を
辞
し
た
あ
と
も
内
覧
も
と
の
ご

と
し
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
近
衛
経
忠
に

か
わ
っ
て
関
白
と
な
っ
た
の
が
鷹
司
冬
教
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
成
立

し
て
い
た
関
白
鷹
司
冬
教
に
二
条
道
平
と
近
衛
経
忠
の
二
人
の
内
覧
が

併
置
さ
れ
る
と
い
う
事
態
の
復
活
に
は
、
特
に
勅
命
な
ど
必
要
と
は
し

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
伯
州
詔
命
は
、
二
条
道
平
・
近
衛
経
忠

・
鷹
司
冬
教
と
三
人
に
な
る
は
ず
の
内
覧
の
う
ち
、
鷹
司
冬
教
の
内
覧

だ
け
を
そ
の
関
白
を
解
職
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
停
止
し
て
い
る
。
こ

れ
で
は
、
光
厳
天
皇
の
践
祥
そ
し
て
即
位
に
協
力
し
た
か
ど
で
、
鷹
司

冬
教
に
対
し
て
政
治
的
に
責
任
を
と
ら
せ
た
と
い
う
だ
け
に
す
ぎ
な

、。し
関
白
の
職
が
天
皇
の
権
限
を
製
肘
す
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
し
て
そ

れ
を
否
定
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
関
白
の
名
で
は
な
く
、
特
定

の
臣
下
が
す
ぺ
て
の
上
奏
下
達
の
文
書
を
内
覧
す
る
と
い
う
制
度
を
こ

そ
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
二
条
道
平
は
関
白

の
名
こ
そ
な
い
が
、
内
覧
の
臣
で
あ
り
廷
臣
の
首
座
に
つ
き
藤
氏
長
者
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の
任
に
あ
っ
た
。
関
白
の
実
質
は
何
ら
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

と
こ
こ
で
反
論
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
人
で
あ
る
べ
苔
関
白
を
廃
止
し

て
、
複
数
の
内
覧
を
任
命
す
る
、
こ
こ
に
後
醍
醐
天
皇
の
専
制
が
意
図

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
だ
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、
い
わ

ゆ
る
後
醍
醐
天
皇
の
前
期
親
政
に
あ
っ
て
す
で
に
実
現
さ
せ
て
い
た
、

関
白
に
内
覧
を
併
置
す
る
と
い
う
体
制
で
も
い
い
は
ず
で
あ
る
。
関
白

と
い
う
名
だ
け
を
廃
す
る
の
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
義
が
あ
っ
た
の
か
。

こ
こ
で
時
代
は
十
年
あ
ま
り
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
。

元
亨
三
(
-
三
二
三
）
年
三
月
二
十
九
日
、
関
白
一
条
内
経
は
、
元

亨
元
(
-
三
ニ
―
)
年
の
十
二
月
に
後
宇
多
院
か
ら
治
天
の
君
の
地
位

を
譲
ら
れ
て
親
政
を
開
始
し
て
い
た
後
醍
醐
天
皇
に
よ
っ
て
、
関
白
の

職
を
解
か
れ
た
。
そ
し
て
九
条
房
実
が
後
醍
醐
天
皇
か
ら
関
白
の
詔
を

う
け
、
関
白
と
な
る
。
関
白
と
い
う
の
は
、
天
皇
か
ら
依
頼
が
あ
っ
て

そ
の
権
限
を
行
使
す
る
。
天
皇
が
在
位
し
て
い
る
の
に
関
白
が
も
し
そ

の
職
を
去
る
と
す
れ
ば
、
関
白
か
ら
辞
退
す
る
か
、
天
皇
が
依
頼
を
取

り
消
す
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
当
日
の
『
花
園
院
日
記
』
に
は

伝
聞
、
此
日
関
白
上
表
、
即
左
府
関
白
宣
下
云
々
（
『
花
園
院
日
記
』

元
亨
三
年
三
月
二
十
九
日
条
）

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
条
内
経
か
ら
辞
退
を
申
し
出
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
じ
『
花
園
院
日
記
』
が
、
そ
れ
か
ら
二
年
あ

ま
り
後
の
一
条
内
経
の
斃
去
に
際
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

前
関
白
従
一
位
藤
原
内
経
朝
臣
斃
去
、
公
者
故
内
大
臣
内
実
之
長
男

也
、
起
家
嗣
絶
為
関
白
、
而
頃
年
以
来
沈
潅
干
酒
、
伯
早
世
欺
、

（
『
花
園
院
日
記
』
正
中
二
年
十
月
二
日
条
）

こ
の
と
こ
ろ
酒
に
お
ぼ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
失
意
を
紛
ら
す
た
め

で
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。

一
条
内
経
が
関
白
と
な
っ
た
の
は
抜
擢
で
あ
っ
た
。
文
保
二
(
-
=
-

一
八
）
年
、
花
園
天
皇
は
後
醍
醐
天
皇
に
譲
位
す
る
。
天
皇
が
交
替
す

る
と
、
新
し
い
天
皇
の
践
祥
に
と
も
な
う
行
事
な
ど
を
す
ま
し
た
う
え

で
、
先
の
天
皇
の
摂
関
は
そ
の
職
を
辞
す
る
の
が
例
と
な
っ
て
い
た
。

摂
政
と
い
え
ば
天
皇
の
代
理
で
あ
り
、
関
白
と
い
う
の
は
天
皇
か
ら
の

依
頼
を
う
け
て
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
。
天
皇
が
か
わ
れ
ば
、
当
然
に

摂
関
も
交
替
す
べ
吾
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
混
乱
を
避
け

る
と
い
う
意
味
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
「
も
と
の
こ
と
し
」
と
い

う
こ
と
に
し
て
お
い
て
、
や
が
て
交
替
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
。
こ
の

と
き
は
持
明
院
統
か
ら
大
覚
寺
統
に
政
権
が
移
動
し
た
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
と
き
の
関
白
で
あ
る
二
条
道
平
は
辞
退
を
申
し
出
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
す
ぐ
に
関
白
の
交
替
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
そ
の
と
苔
摂
家
出
身
の
大
臣
が
一
人
も
い
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
関
白
に
は
大
臣
が
な
る
。
前
官
で
は
あ
っ
て
も
、
と
に
か

く
大
臣
で
あ
っ
た
も
の
が
関
白
と
な
っ
て
き
た
。
実
は
、
譲
位
の
あ
っ
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た
時
点
で
は
、
左
大
臣
に
近
術
経
平
が
い
た
。
そ
れ
ま
で
摂
関
が
辞
退

し
た
と
き
、
多
く
は
そ
の
と
き
の
左
大
臣
が
つ
づ
い
て
摂
関
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
と
き
も
、
次
の
関
白
に
は
近
衛
経
平
が
な
る
も
の
と
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
、
近
衛
経
平
は
急
死
し
て
し
ま
っ

た
。
こ
う
し
て
、
権
大
納
言
で
あ
っ
た
一
条
内
経
が
、
内
大
臣
に
昇
進

し
、
関
白
の
詔
を
う
け
、
関
白
と
な
る
。
一
条
家
で
は
家
祖
の
実
経
の

あ
と
、
そ
の
子
の
家
経
は
後
宇
多
天
皇
の
摂
政
と
な
っ
た
が
、
そ
の
子

の
内
実
は
摂
関
と
な
れ
ず
に
、
そ
の
日
に
内
覧
は
宣
下
さ
れ
た
と
い
う

も
の
の
、
内
大
臣
で
斃
去
し
て
い
た
。
そ
の
内
実
の
子
が
内
経
で
あ
る
。

『
増
鏡
』
は
後
醍
醐
天
皇
の
即
位
の
と
き
の
行
列
に
、
花
山
院
家
定
と

の
争
い
を
伝
え
る
「
い
ま
は
た
ゞ
人
に
て
こ
そ
い
ま
す
べ
け
れ
ば
」

（
第
十
三
秋
の
み
山
）
。
摂
関
の
地
位
に
対
す
る
執
着
が
一
条
内
経
に
か

な
っ
た
と
す
れ
ば
、
嘘
に
な
る
だ
ろ
う
。
関
白
の
解
職
に
ま
で
い
た
る

一
条
内
経
と
の
対
立
が
後
醍
醐
天
皇
を
し
て
次
に
述
べ
る
よ
う
な
改
革

を
意
図
さ
せ
た
の
か
、
そ
の
よ
う
な
改
革
に
反
対
し
た
た
め
に
一
条
内

経
が
失
脚
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
や
は
り
一
条
内
経
は
関
白
を
解
職
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
同
じ
年
の
十
月
五
日
、
と
き
に
前
関
白
で
前
左
大
臣
で
あ
っ

た
二
条
道
平
に
、
頭
弁
万
里
小
路
藤
房
を
勅
使
と
し
て
、
後
醍
醐
天
皇

か
ら
内
覧
が
宣
下
さ
れ
た
。
『
花
園
院
日
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。

二
条
前
関
白
以
状
申
云
、
昨
日
被
下
内
覧
宣
旨
、
殊
畏
申
之
、
返
事

賀
仰
也
、
非
賢
非
オ
、
非
関
白
之
父
、
内
覧
宣
未
曽
聞
例
、
朝
議
之

趣
何
故
乎
、
未
知
所
由
、
（
『
花
園
院
日
記
』
元
亨
三
年
十
月
六
日
条
）

つ
づ
い
て
十
一
月
九
日
、
今
度
は
、
前
関
白
で
前
太
政
大
臣
で
あ
っ
た

鷹
司
冬
平
が
太
政
大
臣
に
還
任
さ
れ
、
頭
中
将
鷹
司
宗
平
を
勅
使
と
し

て
、
あ
わ
せ
て
内
覧
を
宣
下
さ
れ
る
。
朝
廷
で
の
席
次
に
つ
い
て
は
、

鷹
司
冬
平
・
ニ
条
道
平
・
九
条
房
実
の
順
と
十
一
月
二
十
八
日
に
宣
下

が
あ
っ
た
。
九
条
房
実
は
関
白
と
な
っ
た
と
き
に
内
覧
を
宣
下
さ
れ
て

い
た
か
ら
、
こ
れ
で
内
覧
が
三
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
花
園
院
日

記
』
の
感
想
を
見
て
み
よ
う
。

伝
聞
、
今
夜
鷹
司
前
関
白
任
太
政
大
臣
節
会
云
々
、
可
否
如
何
、
未

知
其
儀
、
後
聞
、
内
覧
宣
同
被
下
云
々
、
内
覧
三
人
非
尋
常
之
例
、

非
関
白
之
父
仁
二
人
為
内
覧
、
今
度
初
度
歎
、
近
日
朝
議
乱
欺
治
欺
、

議
者
宜
決
也
、
随
分
有
道
義
之
沙
汰
、
然
而
君
臣
皆
有
未
証
為
証
之

謬
歎
、
（
『
花
園
院
日
記
』
元
亨
三
年
十
一
月
九
日
条
）

ず
い
ぶ
ん
と
理
屈
は
つ
け
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ま
で
に
例
の
な
い

こ
と
を
や
る
か
ら
に
は
、
も
っ
と
慎
重
で
あ
っ
て
も
い
い
は
ず
だ
。
摂

関
に
内
覧
を
併
置
す
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
も
あ
り
、
花
園
院

と
し
て
も
何
も
そ
れ
自
体
を
非
難
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
内

覧
と
い
う
の
は
か
り
そ
め
に
置
く
も
の
で
は
な
い
し
、
こ
れ
で
内
覧
が

三
人
に
も
な
る
。
鷹
司
冬
平
と
二
条
道
平
の
二
人
が
非
賢
非
オ
で
あ
っ

た
か
は
と
も
か
く
、
確
か
に
鷹
司
家
で
は
太
閤
と
な
っ
て
内
覧
に
な
る
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例
が
あ
っ
た
。
鷹
司
基
忠
が
亀
山
天
皇
の
関
白
で
あ
っ
た
と
き
は
鷹
司

兼
平
が
内
覧
で
あ
り
、
鷹
司
兼
忠
が
伏
見
天
皇
の
関
白
の
と
き
と
鷹
司

冬
平
が
花
園
天
皇
の
摂
政
そ
し
て
関
白
の
と
き
に
は
、
と
も
に
鷹
司
基

忠
が
内
覧
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
内
覧
と
い
う
と
、
摂
関
に
な
る

と
き
詔
と
と
も
に
内
覧
の
宣
下
が
あ
っ
た
り
す
る
の
を
別
に
す
れ
ば
、

先
に
も
触
れ
た
一
条
内
経
が
斃
去
の
日
に
内
覧
を
宣
下
さ
れ
た
ぐ
ら
い

で
、
こ
こ
し
ば
ら
く
は
例
が
な
い
。
花
園
院
が
後
醍
醐
天
皇
の
意
図
を

は
か
り
か
ね
た
と
し
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

後
醍
醐
天
皇
の
意
図
は
翌
年
の
正
中
元
（
一
三
二
四
）
年
に
な
る
と

は
っ
き
り
し
て
く
る
。
こ
の
年
に
は
い
わ
ゆ
る
正
中
の
変
が
起
こ
り
、

そ
の
責
任
と
い
う
意
味
も
あ
っ
て
で
あ
ろ
う
、
九
条
房
実
は
関
白
を
辞

退
し
た
。
問
題
は
そ
の
後
任
で
あ
る
。

伝
聞
、
去
夜
、
相
国
還
補
関
白
之
由
宣
下
云
々
、
去
比
九
条
前
関
白

出
解
状
、
以
彼
趣
被
仰
合
関
東
、
昨
日
左
右
到
来
、
被
補
之
云
々
、

三
ケ
度
遠
補
誠
希
有
之
例
欺
、
可
謂
幸
運
、
但
今
度
頻
辞
退
挙
左
府
‘

然
而
時
宜
猶
推
而
被
仰
関
東
云
々
、
（
『
花
園
院
日
記
』
正
中
元
年
十
二

月
二
十
八
日
条
）

こ
の
と
き
左
大
臣
に
は
鷹
司
冬
教
が
い
た
。
こ
の
『
花
園
院
日
記
』
の

記
事
に
よ
る
と
、
内
覧
太
政
大
臣
鷹
司
冬
平
は
左
大
臣
魔
司
冬
教
を
関

白
に
と
推
挙
し
た
ら
し
い
。
こ
れ
ま
で
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
は
左

大
臣
が
関
白
と
な
る
。
す
で
に
内
覧
と
な
っ
て
い
る
麿
司
冬
平
で
あ
る

が
、
太
閤
と
な
れ
ば
鷹
司
家
の
先
例
に
も
か
な
う
。
と
こ
ろ
が
、
後
醍

醐
天
皇
は
か
え
っ
て
鷹
司
冬
平
を
関
白
に
と
要
請
し
、
鎌
倉
幕
府
に
も

そ
の
よ
う
に
報
告
し
て
、
こ
の
人
事
を
決
定
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に

は
、
鷹
司
家
か
ら
内
覧
さ
せ
る
の
は
当
主
で
あ
る
鷹
司
冬
平
の
一
人
だ

け
と
す
る
、
後
醍
醐
天
皇
の
意
向
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
を
鷹
司
冬
教

が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
か
は
と
も
か
く
、
こ
れ
は
何
も
鷹
司
家
に

限
っ
て
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
に
複
数
の
内
覧
を

置
い
て
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
後
醍
醐
天
皇
に
は
そ
の
と
き
の
五
摂

家
の
当
主
を
し
て
内
覧
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
う
考
え
る
と
、

う
な
ず
け
る
。

ふ
り
か
え
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
一
条
内
経
か
ら
九
条
房
実
に
関
白

が
交
替
さ
れ
た
と
き
、
前
関
白
と
し
て
鷹
司
冬
平
・
近
衛
家
平
・
ニ
条

道
平
の
三
人
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
前
関
白
の
す
べ
て
に
一
条
内
経
も
含

め
て
内
覧
を
宣
下
し
た
と
す
る
と
、
関
白
と
な
っ
て
内
覧
を
宣
下
さ
れ

た
九
条
房
実
と
あ
わ
せ
、
五
摂
家
の
当
主
が
す
べ
て
内
覧
に
そ
ろ
う
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
後
醍
醐
天
皇
と
し
て
は
r

そ
の
よ
う
に
計
画
し
て

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
一
条
内
経
は
関
白
を
解
職
さ
れ
て
内

覧
と
な
ら
ず
、
こ
の
こ
ろ
す
で
に
病
中
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
近
衛

家
平
に
は
内
覧
の
宣
下
が
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
と
一
条
内
経
は
正
中
二

（
三
二
五
）
年
に
斃
去
し
、
正
中
元
（
三
二
四
）
年
に
関
白
を
辞
し

た
九
条
房
実
は
内
覧
と
な
ら
ず
嘉
暦
二
(
-
三
二
七
）
年
に
斃
去
し
て

い
る
。
一
条
家
も
九
条
家
も
残
さ
れ
た
当
主
は
と
も
に
若
年
で
、
官
位

か
ら
し
て
も
し
ば
ら
く
は
内
覧
が
ど
う
の
と
い
う
立
場
で
は
な
い
。
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近
衛
家
平
は
正
中
元
(
-
三
二
四
）
年
に
斃
去
し
て
、
近
衛
家
の
当

主
は
近
衛
経
忠
に
か
わ
る
。
こ
の
と
き
近
衛
経
忠
は
二
十
三
オ
で
右
大

臣
、
左
大
臣
に
は
二
十
オ
の
鷹
司
冬
教
が
い
た
。
近
衛
経
忠
と
鷹
司
冬

教
で
は
、
年
令
か
ら
す
る
と
近
衛
経
忠
の
方
が
年
長
で
あ
る
が
、
官
位

に
あ
っ
て
は
鷹
司
冬
教
の
方
が
一
歩
先
ん
じ
て
き
た
。
こ
の
ま
ま
な
ら
、

鷹
司
冬
教
が
先
に
関
白
と
な
る
。
け
れ
ど
、
摂
家
の
当
主
を
し
て
の
み

内
覧
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
鷹
司
冬
平
が
鷹
司
家
の
当
主
と
し
て
健
在
で

あ
る
う
ち
は
、
鷹
司
冬
教
は
関
白
に
な
れ
な
い
。
早
く
に
摂
家
の
当
主

と
な
っ
た
近
衛
経
忠
で
あ
る
が
、
関
白
に
な
る
の
は
そ
の
次
と
し
て
も

か
な
り
遅
れ
て
し
ま
う
。
建
仁
二
(
―
二

0
二
）
年
、
十
一
月
二
十
七

日
に
内
覧
を
宣
下
さ
れ
た
九
条
良
経
が
、
近
衛
基
通
の
辞
退
を
う
け
て

十
二
月
二
十
五
日
に
土
御
門
天
皇
の
摂
政
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
摂

関
に
な
る
前
に
内
覧
と
な
っ
た
例
と
い
う
と
、
あ
の
一
条
内
実
が
斃
去

す
る
と
き
に
内
覧
を
宣
下
さ
れ
た
、
そ
れ
ぐ
ら
い
し
か
見
当
ら
な
い
。

内
覧
は
関
白
か
前
関
白
と
な
っ
て
宣
下
さ
れ
る
。
嘉
暦
二
(
-
三
二
七
）

年
、
関
白
太
政
大
臣
鷹
司
冬
平
は
斃
去
し
て
、
鷹
司
冬
教
が
鷹
司
家
の

当
主
と
な
る
。
こ
の
と
き
は
ひ
と
ま
ず
二
条
道
平
が
関
白
と
な
っ
た
。

元
徳
二
(
-
三
三

O
)
年
正
月
二
十
六
日
、
二
条
道
平
は
内
覧
も
と
の

と
と
し
と
い
う
こ
と
で
関
白
を
辞
退
し
、
右
大
臣
近
衛
経
忠
が
後
醍
醐

天
皇
か
ら
関
白
の
詔
を
う
け
た
。
左
大
臣
で
あ
る
鷹
司
冬
教
と
し
て
は

超
越
さ
れ
た
炉
た
ち
に
な
る
。

元
徳
二
年
正
月
廿
六
日
、
右
大
臣
蒙
関
白
詔
、
左
大
臣
被
超
越
了
、

右
府
公
事
作
法
皆
受
左
府
教
命
、

（
『
玉
英
記
抄
』
官
位
部
）

こ
う
し
た
公
家
社
会
の
非
難
の
な
か
で
、
蔑
司
家
で
は
翌
二
十
七
日
に

左
大
臣
鷹
司
冬
教
以
下
が
辞
表
を
提
出
す
る
。
そ
し
て
、
八
月
二
十
五

日
、
後
醍
醐
天
皇
は
近
衛
経
忠
の
関
白
を
と
ど
め
鷹
司
冬
教
に
関
白
の

詔
を
下
し
た
。
し
か
し
、
実
は
こ
こ
ま
で
が
後
醍
醐
天
皇
に
と
っ
て
計

画
の
う
ち
で
は
な
か
っ
た
か
。
関
白
を
辞
職
し
た
と
き
近
衛
経
忠
は
内

覧
も
と
の
と
と
し
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
後
醍
醐
天
皇
と
近
衛

経
忠
の
あ
い
だ
に
は
、
何
ら
か
の
う
ち
あ
わ
せ
が
で
き
て
い
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
鷹
司
冬
教
・
ニ
条
道
平
・

近
衛
経
忠
と
、
当
主
が
い
ま
だ
若
年
の
九
条
家
・
一
条
家
を
除
い
て
、

三
人
の
摂
家
の
当
主
が
内
覧
と
し
て
そ
ろ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ほ
ど
に
奇
策
を
弄
し
て
ま
で
、
後
醍
醐
天
皇
が
摂
家
の
当
主
を

内
覧
と
し
て
そ
ろ
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は

ど
う
し
て
内
覧
に
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
こ
で
内
覧
と
い
う
も
の

の
こ
の
と
き
の
政
治
的
な
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

内
覧
と
い
う
の
は
天
皇
を
。
ハ
ー
ソ
ナ
ル
に
補
佐
し
て
い
る
、
そ
れ
を

象
徴
す
る
役
割
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
上
奏
下
達
の
文
書
に
目
を
通
す
。

天
皇
は
す
べ
て
に
あ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。
協
調
し
て
い
か
な
け
れ

今
忘
恩
忽
昇
遷
、

莫
言
々
々
、
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ば
、
政
務
の
決
裁
が
で
き
な
い
。
内
覧
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
政
務
の

あ
り
よ
う
を
主
導
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
に
院
政
が
開
始
さ

れ
、
治
天
の
君
と
い
う
も
の
が
出
現
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の

あ
た
り
の
事
情
も
変
わ
っ
て
く
る
。
天
皇
家
の
当
主
と
し
て
の
治
天
の

君
に
よ
る
政
務
の
決
裁
は
、
内
覧
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
る
上
奏
下
達
の

機
構
の
い
わ
ば
外
側
に
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
治
天
の
君
の
諮
問
会

議
と
し
て
の
評
定
と
か
議
定
な
ど
に
摂
家
か
ら
出
席
し
て
い
る
の
は
、

管
見
の
と
こ
ろ
、
や
は
り
そ
の
と
き
の
摂
関
か
あ
る
い
は
内
覧
を
宣
下

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
摂
家
か

ら
は
評
定
衆
と
な
る
の
で
は
な
く
、
摂
政
と
か
関
白
な
い
し
は
内
覧
と

し
て
の
資
格
か
ら
議
定
の
席
な
ど
に
も
加
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

摂
家
か
ら
治
天
の
君
の
政
務
に
参
与
す
る
に
は
、
摂
関
な
い
し
内
覧

と
し
て
の
資
格
を
要
す
る
。
こ
の
命
題
に
対
し
て
反
例
を
提
出
す
る
の

は
、
あ
る
い
は
容
易
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
後
醍
醐
天
皇
の
と
き
に

そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
次
の
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
。

嘉
暦
二
年
八
月
廿
二
日
同
神
木
遷
座
木
津
、

九
日
一
日
禁
裏
議
定
、
関
白
殿
下
•
吉
田
前
大
納
言
定
房
・
源
大

納
言
親
房
・
万
里
小
路
前
大
納
言
宣
房
・
侍
従
中
納
言
公
明
等
卿
参

入、同
七
日
議
定
、
関
白
殿
下
以
下
参
入
、

今
年
九
月
十
二
日
神
木
御
帰
坐
、

（
『
師
守
記
』
康
永
四
年
四
月
二
十
二
日
条
）

こ
れ
は
春
日
の
神
木
が
在
京
し
て
い
た
と
き
評
定
と
か
議
定
と
か
が
ど

う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
勘
進
さ
れ
た
一
部
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

見
え
る
嘉
暦
二
（
一
三
二
七
）
年
の
後
醍
醐
天
皇
の
議
定
に
あ
っ
て
、
摂

家
か
ら
は
と
き
の
関
白
二
条
道
平
だ
け
が
参
加
し
て
い
る
。
注
意
す
べ

き
な
の
は
近
衛
経
忠
で
、
『
公
卿
補
任
』
な
ど
に
よ
る
と
こ
の
と
送
記

録
所
の
上
卿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
、
そ
の
名
が
見
え
な
い
。

た
と
え
記
録
所
の
構
成
員
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
と
き
の
摂
関
か
あ
る
い

は
内
覧
を
宣
下
さ
れ
て
で
も
い
な
い
と
、
摂
家
の
出
身
者
と
し
て
、
議

定
の
席
に
加
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
わ
か
る
。
も
し
こ
の
よ
う

な
状
況
に
あ
っ
て
、
五
摂
家
の
当
主
か
ら
適
当
な
も
の
を
し
て
政
務
に

参
与
せ
し
め
る
と
す
れ
ば
。
関
白
は
一
人
だ
け
な
の
で
、
あ
と
に
は
内

覧
を
宣
下
す
る
。

だ
が
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
は
運
ば
な
い
。
ま
ず
関
白
は
廷
臣

の
首
座
で
あ
っ
て
み
れ
ば
官
位
の
順
で
な
る
の
だ
が
、
当
主
と
な
る
に

つ
い
て
は
五
摂
家
で
そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
も
あ
る
わ
け
で
、
摂
家
の
当
主

に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
順
に
関
白
に
な
れ
る
と
い
う
も
の
で
も

な
い
。
そ
れ
で
は
摂
家
の
当
主
に
な
っ
た
も
の
か
ら
内
覧
を
宣
下
す
る

か
。
と
こ
ろ
が
、
摂
家
の
当
主
た
る
も
の
、
ひ
と
ま
ず
摂
関
と
な
っ
て

か
ら
で
な
け
れ
ば
、
内
覧
の
宣
下
を
う
け
て
は
く
れ
な
い
。
内
覧
の
宣

下
を
う
け
て
か
ら
摂
関
に
な
っ
た
例
と
い
う
と
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

百
年
あ
ま
り
も
絶
え
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
が
直
面
し
て

い
た
問
題
は
―
つ
の
。
ハ
ズ
ル
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
先
例
を
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重
視
す
る
公
家
社
会
に
あ
っ
て
、
こ
の
。
ハ
ズ
ル
に
は
ど
う
や
ら
解
法
が

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

建
武
政
権
が
成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
、
後
醍
醐
天
皇
は
関
白
を
廃
し

た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
は
特
別
な
意
図
な
ど
な
く
て
、
た
だ
形

式
と
し
て
延
喜
の
聖
代
を
模
し
て
と
い
う
だ
け
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
次
の
よ
う
な
後
醍
醐
天
皇
の
宣

命
が
『
建
武
記
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

天
皇
我
詔
旨
止
勅
御
命
乎
、
親
王
諸
王
諸
臣
百
官
人
等
、
天
下
公
民

衆
聞
食
止
宣
、
従
一
位
藤
原
冬
教
朝
臣
者
、
朝
廷
乃
重
臣
棟
梁
乃
匡

弼
奈
利
、
而
万
機
乎
巨
細
志
賜
布
爾
依
天
、
右
大
臣
乃
官
爾
任
賜
者
久
止
‘

次
正
二
位
藤
原
光
経
朝
臣
乎
、
中
納
言
乃
官
爾
任
賜
布
止
勅
御
命
乎
、

衆
聞
食
止
宣
、

建
武
元
年
十
月
九
日

建
武
政
権
の
成
立
に
あ
っ
て
関
白
を
解
職
さ
れ
た
鷹
司
冬
教
で
あ
っ
た

が
、
や
が
て
右
大
臣
に
任
命
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
内
覧
に
復
帰
す
る
。

こ
れ
は
そ
の
と
き
に
出
さ
れ
た
宣
命
で
あ
る
。
任
大
臣
の
宣
命
と
い
う

と
「
食
国
之
法
止
定
賜
倍
留
国
法
随
」
と
あ
る
。
そ
れ
が
例
と
な
っ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
宣
命
に
は
そ
れ
が
な
く
て
、
「
万
機
乎
巨
細
志

賜
布
爾
依
天
、
右
大
臣
乃
官
爾
任
賜
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
万

機
を
内
覧
す
る
鷹
司
冬
教
で
あ
る
か
ら
、
右
大
臣
に
任
ず
る
。
内
覧
の

臣
は
大
臣
た
る
べ
し
。
こ
れ
が
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
先
の
。
ハ
ズ
ル
ヘ
の

解
答
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
。

内
覧
な
ら
何
人
で
も
置
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
前
に
な
る
ぺ
き

摂
関
は
一
度
に
一
人
だ
け
し
か
任
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ど
う
し
て

も
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
指
定
席
。
こ
こ
に

後
醍
醐
天
皇
を
悩
せ
た
。
ハ
ズ
ル
の
種
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
気
が
つ

か
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
天
皇
と
同
じ
で
あ
る
。
天
皇
を
や
め
て

太
上
天
皇
と
な
る
。
摂
関
と
な
っ
て
か
ら
内
覧
に
な
る
。
天
皇
と
な
っ

た
こ
と
が
な
く
て
も
後
高
倉
院
の
よ
う
に
、
天
皇
の
父
に
は
尊
号
が
宣

下
さ
れ
、
小
一
条
院
の
よ
う
に
天
皇
に
な
れ
な
か
っ
た
皇
太
子
が
院
号

を
う
け
る
。
太
閤
と
な
っ
て
内
覧
に
な
り
、
摂
関
に
な
れ
ず
に
斃
去
す

る
と
き
内
覧
が
宣
下
さ
れ
る
。
摂
関
は
天
皇
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様

に
、
そ
の
家
の
当
主
た
る
べ
き
も
の
に
と
っ
て
の
通
過
点
な
の
で
あ
っ

た
。
摂
関
と
い
っ
て
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ
る

天
皇
と
の
。
ハ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
に
と
ま
ど
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
な
ら
、

藤
氏
長
者
と
い
っ
て
も
よ
い
。
藤
氏
長
者
に
な
る
も
の
が
、
摂
政
と
な

り
関
白
と
な
っ
て
、
天
皇
家
と
。
ハ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係
を
と
り
む
す
ぶ
。

後
醍
醐
天
皇
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
関
白
を
廃
し
た
。
内
覧
に

な
る
た
め
の
、
内
覧
と
な
っ
て
治
天
の
君
の
政
務
に
参
加
す
る
た
め
の
、

通
過
点
と
し
て
の
関
白
を
廃
止
し
た
。
そ
し
て
、
律
令
の
規
定
す
る
大

臣
の
座
で
置
き
換
え
る
。

建
武
政
権
の
も
と
で
も
、
大
臣
イ
コ
ー
ル
内
覧
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
近
衛
経
忠
は
、
現
任
の
大
臣
で
は
な
く
て
内
覧
で
あ

り
、
大
臣
と
な
っ
て
内
覧
は
か
わ
ら
ず
、
大
臣
を
辞
し
て
も
内
覧
は
そ
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の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
久
我
長
通
は
右
大
臣
に
、
洞
院
公
賢
は
内
大
臣
に

そ
し
て
右
大
臣
に
、
吉
田
定
房
は
准
大
臣
か
ら
内
大
臣
に
、
そ
れ
に
一

条
経
通
が
内
大
臣
に
、
そ
れ
ぞ
れ
任
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
内

覧
と
な
っ
た
ら
し
い
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度

伯
州
詔
命
に
も
ど
っ
て
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
伯
州
詔
命
は
内
覧
に

復
帰
し
て
い
た
二
条
道
平
を
左
大
臣
に
還
任
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

は
辞
退
さ
れ
て
実
現
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、
同
じ
く
内
覧
に
復
帰
し
た

近
衛
経
忠
は
右
大
臣
に
還
任
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
元
弘
の
変
の

と
き
、
二
条
道
平
は
前
左
大
臣
で
、
現
に
左
大
臣
の
任
に
あ
っ
た
は
近

衛
基
嗣
で
あ
る
。
右
大
臣
に
は
久
我
長
通
が
あ
っ
て
、
近
衛
経
忠
は
前

右
大
臣
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
を
元
弘
の
乱
よ
り
以
前
に
と
い
う
論
理
か

ら
す
る
と
、
鷹
司
冬
教
の
関
白
を
解
職
し
た
の
と
同
様
に
こ
れ
も
原
則

を
逸
脱
し
て
い
る
。

伯
州
詔
命
の
こ
の
意
図
は
、
内
覧
の
臣
を
左
大
臣
と
右
大
臣
と
に
任

命
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
、
と
考
え
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
職

員
令
を
見
て
み
る
と
、
大
臣
に
は
則
闊
の
官
で
あ
る
太
政
大
臣
の
あ
と

左
大
臣
と
右
大
臣
が
あ
り
、
そ
の
職
掌
が
「
掌
、
統
理
衆
務
、
挙
持
綱

目
、
惣
判
庶
事
」
（
太
政
官
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
政
務

を
総
括
す
る
大
臣
の
職
掌
が
、
万
機
を
諮
詢
さ
れ
る
内
覧
に
対
応
す
る

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
後
醍
醐
天
皇
が
意
図
し
た
の
は
、
内
覧
と
い
う

現
実
を
律
令
の
言
葉
で
読
み
か
え
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
延
喜
の

佳
例
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
は
む
し
ろ
律
令
へ
の
復
帰
と
し
て
解
釈
さ

れ
る
。
摂
家
の
当
主
で
左
大
臣
・
右
大
臣
と
な
っ
た
も
の
か
ら
内
覧
を

宣
下
す
る
。
例
の
。
ハ
ズ
ル
の
解
決
と
し
て
み
て
も
、
あ
ま
り
成
功
と
は

い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
後
醍
醐
天
皇
の
政
治
理

念
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
名
を
正
す
。
あ
る
べ
き
も
の

へ
の
復
原
は
、
儒
教
を
伝
統
と
す
る
政
治
社
会
に
あ
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
。

後
醍
醐
天
皇
は
摂
家
と
い
う
家
柄
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
内
覧

と
い
う
も
の
を
認
め
、
こ
れ
を
関
白
と
い
う
特
別
の
職
を
置
く
の
で
は

な
く
、
律
令
に
規
定
す
る
大
臣
の
官
に
対
応
さ
せ
て
位
置
づ
け
る
。
か

く
し
て
、
後
醍
醐
天
皇
は
関
白
を
廃
し
た
。
私
は
そ
う
考
え
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
こ
れ
も
ま
た
―
つ
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿

を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
の
は
r

お
わ
か
り
か
と
も
思

う
が
、
中
国
の
宋
朝
に
お
け
る
元
豊
の
官
制
改
革
で
あ
る
。
唐
制
の
外

に
成
立
し
た
官
制
を
唐
令
の
言
葉
で
読
み
直
す
。
そ
こ
に
出
現
し
た
官

制
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ま
で
の
宋
制
と
も
違
う
し
r

本
来
の
唐
制
と
も

異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
関
白
の
廃
絶
に
、
後
醍
醐
天
皇
は
ど
の
よ

う
な
夢
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
専
制
へ
の
指
向
と
い
う
一

言
で
か
た
づ
け
て
し
ま
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
平
板
で
あ
る
よ
う
に
思

う
。
ひ
と
つ
だ
け
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
後
醍
醜
天
皇

の
夢
は
敗
北
し
た
。
や
が
て
南
朝
で
も
関
白
は
復
活
す
る
。
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