
｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

︱
︱
『
蜻
蛉
日
記
﹄
作
者
邸
の
再
検
討
︱
︱

飯

塚

ひ

ろ

み

『蜻
蛉
日
記
﹄

(以
下
日
記
と
い
う
)
に
記
さ
れ
た
道
綱
母

(以
下
作
者

と
い
う
)
の
邸
の
位
置
は
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
考
証
さ
れ
て
い
る
︒
作
者

の
居
住
し
た
邸
は
︑
先
学
の
表
現
を
用
い
て
記
せ
ば
︑
①
結
婚
し
て
兼
家

を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
家
︑
②
兼
家
邸
の
近
く
で
短
期
間
住
ん
だ
家
︑

③
広
幡
中
川
の
晩
年
を
過
ご
し
た
家
︑
の
三
つ(1

)
が
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
こ

の
う
ち
①
の
邸
に
つ
い
て
考
え
る
︒
こ
の
邸
は
︑

(1
)
兼
家
が
﹁
内
裏
よ
り
ま
ゐ
り
ま
か
づ
る
道
﹂
の
途
上
に
あ
る

こ
と

(天
暦
十
年
七
月
︱
八
月
)

(2
)﹁
左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
し
﹂
て
い
る
こ
と

(康
保
三
年

五
月
︱
八
月
)

(3
)
藤
原
伊
尹
の
一
条
殿
に
﹁
い
と
近
﹂
い
こ
と

(天
禄
二
年
正

月
)

が
日
記
に
記
さ
れ
て
お
り
︑
先
学
の
論
考
に
お
い
て
も
︑
主
に
こ
れ
ら
の

観
点
か
ら
の
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
な
ぞ
り
つ

つ
︑
他
の
情
報
も
併
せ
て
考
察
し
︑
改
め
て
作
者
の
邸
の
位
置
を
捉
え
て

み
た
い
︒

一
︑
﹁
左
近
の
馬
場
﹂
表
現
の
背
景

対
象
と
す
る
邸
の
場
所
を
示
す
要
素
の
う
ち
︑
本
稿
で
は
最
初
に

(2
)
に
つ
い
て
考
え
る
︒
即
ち
︑
作
者
の
邸
の
位
置
を
想
定
す
る
必
要

条
件
と
し
て
﹁
左
近
の
馬
場
﹂
の
位
置
の
詳
察
・
再
検
討
を
行
っ
て
ゆ
く

わ
け
で
あ
る
が
︑
そ
の
前
に
︑
作
者
が
﹁
左
近
の
馬
場
﹂
を
持
ち
出
し
た

背
景
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
︒

本
文
は
︑
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い
ま
は
ひ
と
り
を
頼
む
た
の
も
し
人
は
︑
こ
の
十
余
年
の
ほ
ど
︑
あ

が
た
あ
り
き
に
の
み
あ
り
︑
た
ま
さ
か
に
京
な
る
ほ
ど
も
︑
四
五
条

の
ほ
ど
な
り
け
れ
ば
︑
わ
れ
は
左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
し
た
れ

ば
︑
い
と
は
る
か
な
り
︒
(一
四
七
頁
)

(2
)

と
あ
り
︑
受
領
で
あ
る
父
が
た
ま
に
帰
っ
て
く
る
京
の
家
の
指
標
を
﹁
四

条
か
ら
五
条
の
あ
た
り
﹂
と
し
︑
自
邸
の
指
標
を
﹁
左
近
の
馬
場
﹂
に
置

く
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑﹁
作
者
の
邸
が
京
外
に
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
﹂
(増
田
論
)
な
ど
と
い
っ
た
見
解
も
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
そ
の

答
え
を
日
記
本
文
に
求
め
て
み
た
い
︒
提
出
す
る
の
は
︑
当
該
本
文
の
直

前
に
見
ら
れ
る
﹁
五
月
の
節
﹂
の
記
事
で
あ
る
︒

今
年
は
節
き
こ
し
め
す
べ
し
と
て
︑
い
み
じ
う
騒
ぐ
︒
い
か
で
見
む

と
思
ふ
に
︑
と
こ
ろ
ぞ
な
き
︒﹁
見
む
と
思
は
ば
﹂
と
あ
る
を
聞
き

は
さ
め
て
︑﹁
双
六
う
た
む
﹂
と
言
へ
ば
︑﹁
よ
か
な
り
︒
物
見
つ
く

の
ひ
に
﹂
と
て
︑
目
う
ち
ぬ
︒
よ
ろ
こ
び
て
︑
さ
る
べ
き
さ
ま
の
こ

と
ど
も
し
つ
つ
︑
宵
の
間
︑
静
ま
り
た
る
に
︑
硯
引
き
寄
せ
て
︑
手

習
ひ
に
︑

あ
や
め
草
あ
ひ
に
し
数
を
か
ぞ
へ
つ
つ
引
く
や
五
月
の
せ
ち
に

待
た
る
る

と
て
︑
さ
し
や
り
た
れ
ば
︑
う
ち
笑
ひ
て
︑

隠
れ
沼
に
お
ふ
る
数
を
ば
誰
か
知
る
あ
や
め
知
ら
ず
も
待
た
る

な
る
か
な

と
い
ひ
て
︑
見
せ
む
の
心
あ
り
け
れ
ば
︑
宮
の
御
桟
敷
の
ひ
と
つ
づ

き
に
て
︑
二
間
あ
り
け
る
を
分
け
て
︑
め
で
た
う
し
つ
ら
ひ
て
見
せ

つ
︒

｢節
﹂
と
は
こ
こ
で
は
端
午
の
節
会
を
指
す
︒
宮
中
で
は
︑
五
月
五
日

に
天
皇
が
武
徳
殿
に
出
御
し
て
宴
を
開
き
︑
そ
の
前
の
馬
場
で
騎
射
や
競

馬
が
行
わ
れ
る
︒
節
会
が
行
わ
れ
る
場
合
︑
左
近
衛
・
右
近
衛
の
そ
れ
ぞ

れ
の
馬
場
で
﹁
手
結
﹂
と
呼
ば
れ
る
予
行
演
習
が
行
わ
れ
た
と
い
う

(﹃
平
安
時
代
史
事
典
﹄)︒
﹁
節
﹂
を
見
物
し
た
い
が
場
所
が
な
い
と
い
う

作
者
に
︑
兼
家
が
場
所
提
供
を
ほ
の
め
か
し
︑
そ
れ
を
賭
け
物
に
し
て
双

六
を
打
ち
︑
見
事
に
作
者
が
勝
っ
た
の
で
あ
る
︒
和
歌
に
は
見
物
を
心
待

ち
に
し
て
い
る
作
者
の
心
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
結
果
と
し
て
︑
宮

(章

明
親
王
)
の
桟
敷
で
見
物
し
た
と
あ
る
か
ら
︑
作
者
は
宮
中
の
儀
式
で
な

く
︑
近
衛
府
の
馬
場
で
行
わ
れ
る
﹁
手
結
﹂
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
︑
兼
家
と
の
明
る
い
記
憶
に
引
き
続
い
て
︑
か
つ
︑
こ
の
よ
う
な

表
面
的
な
幸
せ
と
は
裏
腹
な
内
情
を
吐
露
し
て
ゆ
く
文
脈
の
中
に
︑﹁
わ

れ
は
左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
し
た
れ
ば
﹂
と
い
う
表
現
は
置
か
れ
て

い
る
︒﹁
左
近
の
馬
場
﹂
は
︑
常
に
作
者
の
邸
を
示
す
指
標
で
あ
っ
た
わ

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考
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け
で
は
な
く
︑
作
品
内
の
時
間
や
記
憶
の
流
れ
の
中
か
ら
浮
上
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
場
合
は
︑
騎
射
や
競
馬
が
行

わ
れ
る
五
月
の
節
の
記
憶
か
ら
︑﹁
(左
近
の
)
馬
場
﹂
の
語
が
自
然
に
選

択
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
︑
別
の
観
点
か
ら
言
い
添
え
て
お
く
と
︑
も
し
作
者
が
見
物
し
た

の
が
﹁
左
近
の
馬
場
﹂
で
の
手
結
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
︑﹁
い
か
で
見
む

と
思
う
に
︑
と
こ
ろ
ぞ
な
き
﹂
と
い
う
記
述
は
︑
作
者
邸
が
﹁
左
近
の
馬

場
﹂
に
は
隣﹅

接﹅

し﹅

て﹅

い﹅

な﹅

い﹅

こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
︒
後

の
考
察
の
た
め
に
注
意
し
て
お
き
た
い
︒

二
︑
﹁
左
近
の
馬
場
﹂
に
関
す
る
先
行
諸
説

本
節
で
は
﹁
左
近
の
馬
場
﹂
に
関
す
る
先
行
諸
説
を
確
認
す
る
︒

先
に
諸
注
釈
に
触
れ
て
お
こ
う
︒
諸
注
は
大
方
︑﹃
河
海
抄
﹄
の
﹁
一

条
西
洞
院
﹂
を
引
き
︑
そ
の
付
近
に
あ
っ
た
と
す
る
に
と
ど
ま
る
︒
少
し

詳
し
く
述
べ
る
も
の
で
は
︑﹁
山
城
志
に
﹁
河
海
抄
云
︑
一
条
西
洞
院
︑

入
江
殿
境
内
﹂
と
あ
る
︒
入
江
殿
は
三
時
知
恩
寺
の
こ
と
で
︑
小
川
上
立

売
の
北
﹂
(﹃
全
講
蜻
蛉
日
記
﹄)︑﹁﹃
大
日
本
地
名
辞
書
﹄
に
は
︑﹁
犬
馬

場

今
の
射
場
町
な
ら
ん
︑
即
左
近
馬
場
な
り
﹂︒
射
場
町
は
京
都
市
上

京
区
小
川
通
寺
ノ
内
下
ル
に
あ
る
﹂
(﹃
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
﹄)
と
︑﹃
河
海

抄
﹄
の
説
に
加
え
て
他
の
根
拠
を
記
す
も
の
も
あ
る
︒
た
だ
し
︑﹃
蜻
蛉

日
記
全
注
釈
﹄
は
︑
前
述
の
よ
う
に
一
応
典
拠
を
あ
げ
な
が
ら
も
︑﹁
現

在
の
ど
こ
に
当
る
か
︑
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
﹂
と
す
る
︒
旧
大
系
は

﹁
一
条
西
洞
院
の
東
︑
室
町
の
西
の
地
域
︒
も
と
院
の
馬
場
︑
犬
馬
場
に

あ
や
ま
る
︑
今
の
射
場
町
付
近
﹂
と
や
や
積
極
的
に
位
置
を
特
定
し
て
い

る
が
︑﹁
一
条
西
洞
院
の
東
︑
室
町
の
西
﹂
と
﹁
射
場
町
﹂
で
は
場
所
が

大
き
く
異
な
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
諸
注
釈
は
総
じ
て
﹁
一
条
西
洞
院
あ

た
り
﹂
と
い
う
大
掴
み
な
想
定
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
︑
角
田
文
衛
氏
は
︑﹃
河
海
抄
﹄
の
記
述
と
︑

﹃
久
我
家
文
書
﹄
の
﹁
前
田
玄
以
書
状
﹂
に
見
え
る
﹁
一
条
の
馬
場
﹂︑
及

び
﹃
山
城
名
跡
巡
行
志
﹄
の
﹁
一
条
西
洞
院
︑
入
江
殿
域
内
﹂
を
根
拠
に
︑

﹁
左
近
馬
場
が
一
条
大
路
の
北
に
存
し
︑
左
京
の
大
宮
大
路
末
と
西
洞
院

大
路
末
と
に
挟
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
頗
る
明
白
で
あ
っ
て
︑
疑
い
の
余

地
は
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
る
が
︑
論
証
と
し
て
は
い
さ
さ
か
不
十
分

な
よ
う
に
思
え
る
︒
最
終
的
に
角
田
説
は
︑﹁
大
宮
大
路
末
と
西
洞
院
大

路
末
と
に
挟
ま
れ
て
い
た
﹂
馬
場
が
﹁
西
端
か
ら
蚕
食
さ
れ
始
め
︑︿
中

略
﹀
一
条
北
・
大
宮
末
路
東
の
角
地
に
は
︑
大
納
言
源
重
光
の
邸
宅
が

あ
っ
た
︒
し
か
し
大
部
分
が
ま
だ
馬
場
と
し
て
草
地
の
ま
ま
保
持
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
﹂
と
し
て
︑
挿
図
に
一
条
大
路
北
の
大
宮
大
路

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考
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末
と
猪
熊
小
路
末
間
に
源
重
光
邸
︑
猪
熊
小
路
末
東
と
西
洞
院
大
路
末
西

の
間
に
左
近
の
馬
場
を
置
く(3

)
︒

増
田
繁
夫
氏
は
︑﹃
権
記
﹄
長
保
二
年
四
月
十
一
日
条
の
御
禊
見
物
記

事
を
も
と
に
︑
左
近
の
馬
場
は
﹁
一
条
大
路
の
北
﹂
で
︑
か
つ
﹁
堀
河
の

東
﹂
と
し
て
い
る(4

)
︒
加
え
て
︑﹃
小
右
記
﹄
治
安
元
年
十
二
月
二
十
三
日

条
の
焼
亡
記
事(5

)
に
よ
り
︑﹁
左
近
馬
場
殿
﹂
が
﹁
西
洞
院
大
路
の
末
附
近
﹂

に
あ
っ
た
と
述
べ
る
︒
増
田
氏
の
挿
図
で
は
︑
一
条
大
路
北
・
堀
河
大
路

末
東
と
町
小
路
末
西
の
間
に
左
近
の
馬
場
が
置
か
れ
︑
一
条
大
路
北
・
堀

河
大
路
末
東
の
部
分
に
作
者
邸
が
入
り
込
ん
だ
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
︒

足
立
祐
子
氏
の
論(6

)
で
は
︑
ま
ず
﹃
小
右
記
﹄
寛
仁
三
年
七
月
九
日
条
に

引
か
れ
た
太
政
官
符(7

)
か
ら
左
近
の
馬
場
の
位
置
が
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ

れ
は
後
一
条
天
皇
の
賀
茂
社
行
幸
に
際
し
て
賀
茂
上
下
社
に
寄
進
さ
れ
た

土
地
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
中
で
︑
勅
旨
田
・
深
泥
池
・
高
野

川
・
氷
室
な
ど
と
と
も
に
左
近
の
馬
場
が
寄
進
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
︑﹁
左
近
馬
場
は
京
外
の
愛
宕
郡
︑
す
な
わ
ち
一
条
大
路
の

北
側
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
﹂
と
述
べ
る(8

)
︒
加
え
て
︑
先
述
の
﹃
権

記
﹄
の
記
事
や
﹃
枕
草
子
﹄
の
﹁
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
﹂
の
段
を
挙
げ

て
︑
左
近
の
馬
場
が
﹁
一
条
大
路
に
面
し
て
い
た
﹂
こ
と
を
説
く
︒
さ
ら

に
足
立
氏
は
︑﹃
年
中
行
事
絵
巻
﹄
の
騎
射
の
場
面
に
描
か
れ
た
川
を

﹁
堀
河
﹂
と
み
て
︑﹁
左
近
馬
場
の
西
端
は
堀
河
で
あ
っ
た
﹂
と
し
︑﹃
後

二
条
師
通
記
﹄
康
和
元
年
三
月
十
七
日
条
の
記
事
に
見
え
る
革
堂
と
左
近

の
馬
場
の
位
置
関
係
を
推
測
し
た
う
え
で
︑﹁
堀
河
東
・
西
洞
院
大
路
末

以
西
﹂
と
結
論
付
け
て
い
る
︒
新
田
孝
子
氏
の
挿
図
も
こ
の
位
置
で
あ
る(9

)
︒

諸
説
を
図
示
す
る
と
次
頁
の
よ
う
に
な
る
︒

三
︑
藤
原
実
資
の
﹁
一
条
桟
敷
﹂

前
節
で
先
行
諸
説
を
確
認
し
た
︒
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
説
ご
と
の

左
近
の
馬
場
の
範
囲
は
異
な
る
も
の
の
︑
一
条
大
路
北
に
東
西
行
と
い
う

見
解
は
一
致
し
て
い
る
︒
左
近
の
馬
場
が
東
西
行
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
︑
増
田
・
足
立
両
説
に
引
か
れ
た
﹃
本
朝
世
紀
﹄
寛
和
二
年
三
月
七

日
条
の
﹁
又
停
左
近
馬
場
東
西
︑
被
改
南
北
行
﹂
が
根
拠
と
な
ろ
う
︒
つ

ま
り
︑
東
西
行
で
あ
っ
た
左
近
の
馬
場
が
寛
和
二
年
に
南
北
行
に
改
め
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
れ
以
前
︑
即
ち
日
記
の
時
代
に
は
東
西
行
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
︒

と
こ
ろ
で
︑
足
立
氏
は
︑
こ
の
翌
年

(
永
延
元
年
)
四
月
一
日
の
﹃
小

右
記
﹄
の
記
事
﹁
左
近
馬
場
今
日
如
元
被
直
移
本
馬
場
︑
馬
場
殿
初
造
立

云
々
︑
依
宣
旨
所
直
立
云
々
﹂
を
も
と
に
︑
寛
和
二
年
に
南
北
行
に
改
め

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

七
六



ら
れ
た
左
近
の
馬
場
が
︑
永
延
元
年
に
再
び
東
西
行
に
戻
さ
れ
た
と
し
て

い
る
︒
ほ
か
に
︑
溝
口
正
人
氏
も
同
様
の
見
解
で
あ
る(10

)
︒
と
す
れ
ば
︑
寛

仁
以
前
の
左
近
の
馬
場
の
在
り
様
を
記
す
史
料
は
先
の
﹃
本
朝
世
紀
﹄
の

記
事
以
外
に
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
︑
永
延
元
年
に
﹁
如
元
﹂
に
直
さ
れ

た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
以
降
の
史
料
に
見
ら
れ
る
左
近
の
馬
場

の
位
置
は
︑
寛
仁
以
前
と
同
じ
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
て
︑
本
節
か
ら
は
︑
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
時
代
よ
り
後

の
も
の
で
は
あ
る
が
︑
古
記
録
に
記
さ
れ
た
左
近
の
馬
場
関
連
の
記
事
か

ら
そ
の
位
置
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
具
体
的
に
は
︑
一
条
大
路
に

設
け
ら
れ
た
貴
族
の
﹁
桟
敷
﹂
に
関
わ
る
記
事
の
考
察
と
な
る
︒

ま
ず
は
﹃
小
右
記
﹄
の
記
事
で
あ
る(11

)
︒

①
長
和
五
年
四
月
二
十
日
条

為
見
狭
敷
︑
轄
車
密
行
︑
而
左
近
馬
場
将
等
着
︑
欲
令
馳
御
馬
︑

依
無
便
宜
︑
従
途
中
帰
︑
之
狭
敷
所
太
近
々
故
也
︑

※

内
は
︑
底
本
の
欠
損
箇
所
が
大
日
本
古
記
録
の
規
範
に
よ
り
校

訂
さ
れ
た
こ
と
を
表
す
︒

②
長
和
五
年
四
月
二
十
一
日
条

午
剋
許
向
狭
敷
︑︿
北
辺
大
路
南
︑
東
︹
洞
︺
院
西
大
路
西
角
︑

木
工
属

(
伴
)
興
忠
宅
︑
興
忠
申
可
沽
却
之
由
︑
随
状
可
留
﹀︑

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

七
七



新
立
屋
︑
作
狭
敷
︑

※
『
小
右
記
﹄
は
西
洞
院
大
路
を
﹁
東
院
西
大
路
﹂
︑
東
洞
院
大
路
を
﹁
東

院
東
大
路
﹂
と
記
す
︒

①
は
︑
斎
院
御
禊
の
前
日
に
実
資
が
﹁
狭
敷
﹂
(＝
桟
敷
)
を
見
に

行
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
︒
桟
敷
と
は
主
と
し
て
賀
茂
祭

(御
禊
含
)

見
物
の
た
め
に
貴
族
が
所
有
し
て
い
た
建
物
で
あ
る
︒
実
資
の
こ
の
桟
敷

は
こ
の
年
初
め
て
使
わ
れ
た
も
の
で
︑
②
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
木
工
属
伴

興
忠
の
宅
地
を
入
手
し
︑
新
た
に
桟
敷
屋
を
建
て
た
の
で
あ
っ
た
︒
祭
見

物
に
備
え
て
実
資
が
桟
敷
を
検
分
に
行
く
こ
と
は
︑
寛
仁
二
年
四
月
に
も

次
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
︒

六
日

与
宰
相
同
車
︑
向
一
条
狭
敷
宅
︑
乍
車
見
之
︑
無
垣
如
道
路
︑

迺
帰
︑

十
七
日

密
々
宰
相
︹
同
脱
カ
︺
車
見
狭
敷
宅
︑
資
頼
・
資
高
等
乗

車
相
従
︑

①
を
見
る
に
︑
桟
敷
へ
の
途
上
に
左
近
の
馬
場
が
あ
り
︑
こ
の
日
は
左

近
衛
府
の
将
た
ち
が
こ
の
馬
場
で
馬
を
走
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
た
︒
ち
ょ

う
ど
実
資
は
そ
こ
に
出
く
わ
し
︑﹁
依
無
便
宜
﹂
つ
ま
り
不
都
合
で
あ
る

た
め
途
中
で
帰
っ
て
き
た
と
あ
る
︒
そ
の
理
由
は
﹁
之
狭
敷
所
太
近
々
故

也
﹂︑
つ
ま
り
桟
敷
と
左
近
の
馬
場
が
近
接
し
て
い
る
た
め
で
あ
っ
た
︒

実
資
の
桟
敷
は
︑
②
に
よ
れ
ば
﹁
北
辺
大
路
南
︑
東
︹
洞
︺
院
西
大
路

西
角
﹂︑
即
ち
一
条
大
路
の
南
︑
西
洞
院
大
路
の
西
に
あ
っ
た
︒
元
々
の

持
主
で
あ
る
伴
興
忠
は
︑
長
和
元
年
四
月
二
十
七
日
に
皇
后
職
の
小
属
に

任
じ
ら
れ
︑
位
は
﹁
正
六
位
上
﹂
で
あ
る
か
ら

(﹃
小
右
記
﹄)︑
位
に
応

じ
た
宅
の
大
き
さ
な
ら
ば
四
分
の
一
町
で
あ
る(
12
)

︒
も
ち
ろ
ん
そ
れ
よ
り
大

き
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
四
分
の
一
町
と
考
え
て
お
く
︒

こ
の
場
所
に
実
資
は
向
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
﹃
小
右
記
﹄
に
よ
れ
ば

こ
の
日
は
参
内
し
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
︑
小
野
宮
か
ら
出
発
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
︒
そ
う
す
る
と
一
条
桟
敷
に
向
か
う
に
は
次
の
ル
ー
ト
が
考

え
ら
れ
る
︒

ア
︑
室
町
小
路
ま
た
は
烏
丸
小
路
を
北
行
︱
一
条
大
路
を
西
行

イ
︑
室
町
小
路
ま
た
は
烏
丸
小
路
を
北
行
︱
大
炊
御
門
大
路
か
ら
正

親
町
小
路
の
間
の
い
ず
れ
か
の
道
を
西
行
︱
西
洞
院
大
路
を
北

行

ウ
︑
冷
泉
小
路
ま
た
は
大
炊
御
門
大
路
を
西
行
︱
西
洞
院
大
路
を
北

行

他
に
も
ル
ー
ト
は
あ
ろ
う
が
︑
最
終
的
に
は
一
条
大
路
か
ら
到
着
す
る

か
西
洞
院
大
路
か
ら
到
着
す
る
か
の
二
択
と
な
ろ
う
︒
こ
れ
は
も
し
も
実

資
が
参
内
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
長
和
五
年
四
月
の
後
一
条
天
皇
の
御
所

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

七
八



は
土
御
門
内
裏
な
の
で
変
わ
ら
な
い
︒
こ
れ
ら
の
ル
ー
ト
の
途
上
︑
桟
敷

の
手
前
に
左
近
の
馬
場
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
︑
西
洞
院
大
路
か
ら
向
か
っ

た
と
し
た
ら
先
に
桟
敷
に
到
着
し
て
し
ま
う
の
で
︑
こ
の
日
実
資
は
一
条

大
路
か
ら
西
行
し
て
桟
敷
を
目
指
し
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
場
合
︑
左
近

の
馬
場
の
東
端
が
西
洞
院
大
路
末
よ
り
西
で
あ
っ
た
ら
﹁
従
途
中
帰
﹂
と

は
な
ら
な
い
の
で
︑
東
端
は
少
な
く
と
も
西
洞
院
大
路
末
に
至
る
よ
り
も

東
の
地
点
と
考
え
ら
れ
る
︒

四
︑
桟
敷
と
埒

次
に
︑
さ
ら
に
時
代
は
降
る
が
︑﹃
中
右
記
﹄
嘉
保
二
年
四
月
二
十
日

の
賀
茂
祭
当
日
の
記
事
を
見
て
み
よ
う(13

)
︒
白
河
上
皇
と
郁
芳
門
院
が
祭
を

見
物
し
た
桟
敷
の
設
え
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

午
時
許
参
一
院
︑︿
六
条
殿
﹀︑
上
皇
幷
郁
芳
門
院
共
有
見
物
︑
先
町

尻
末
東
︑
五
間
三
面
桟
敷
︑︿
檜
皮
葺
﹀︑
其
東
又
十
間
桟
敷
一
宇
︑

為
公
卿
・
殿
上
人
座
︑
兼
居
饗
饌
︑︿
高
器
﹀︑
東
西
引
幔
︑︿
纐
纈
﹀︑

左
近
標
︹
埒
カ
︺
北
引
主
殿
寮
幔
︑
寄
両
院
御
車
︑

桟
敷
の
場
所
は
﹁
町
尻
末
﹂
と
あ
る
の
で
一
条
大
路
の
北
側
で
あ
る
︒

町
小
路
末
の
東
側
に
﹁
五
間
三
面
﹂
の
上
皇
と
郁
芳
門
院
の
桟
敷
が
設
け

ら
れ
︑
東
隣
に
公
卿
や
殿
上
人
用
に
十
間
の
桟
敷
が
置
か
れ
た
︒
次
に
桟

敷
ス
ペ
ー
ス
の
東
側
と
西
側
に
纐
纈
の
幔
幕
を
引
き
︑
左
近
標

(あ
る
い

は
﹁
左
近
埒
﹂)
の
北
に
主
殿
寮
の
幔
幕
を
引
い
た
と
あ
る
︒﹁
埒
﹂
は
馬

場
の
左
右
に
平
行
に
結
う
も
の
で
あ
り
︑
﹁
標
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
貞
丈
雑

記
﹄
に
﹁
馬
場
末
に
標
を
立
て
︑
此
標
を
は
や
く
乗
り
越
た
る
を
勝
と
す

る
也
︑
標
と
は
志
る
し
に
木
を
立
置
也
﹂
と
あ
る
︒
﹁
標
﹂
で
あ
れ
ば
︑

桟
敷
は
﹁
馬
場
末
﹂
付
近
に
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
︑﹁
標
﹂
に

し
て
も
﹁
埒
﹂
に
し
て
も
︑
そ
の
﹁
北
﹂
に
幕
を
引
く
意
図
が
よ
く
わ
か

ら
な
い
︒
記
事
に
あ
る
﹁
寄
両
院
御
車
﹂
に
関
わ
る
と
す
れ
ば
︑
車
を
引

き
入
れ
る
場
と
し
て
の
設
え
で
あ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
桟
敷
に

近
接
し
て
標
あ
る
い
は
埒
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

も
う
一
例
︑
似
た
例
と
し
て
﹃
長
秋
記
﹄
大
治
四
年
四
月
二
十
五
日

(癸
酉
)
条
の
白
河
院
・
鳥
羽
院
・
待
賢
門
院
の
祭
見
物
記
事
が
あ
る(
14
)

︒

自
三
条
東
行
︑
自
洞
院
北
行
︑
自
近
衛
東
行
︑
自
高
倉
北
行
︑
自
一

条
更
西
行
︑
着
西
洞
院
軽
幄
所
給
︑
御
車
立
所
引
廻
纐
纈
幔
︑
其
東

立
五
間
幄
︑
儲
公
卿
以
下
座
南
北
二
行
︑
用
高
麗
端
畳
︑
南
北
屋
前

引
主
殿
寮
班
幔
︑
又
南
埒

(
標
か
)
前
引
之
︑
其
前
切
立
松
枝
︑
又

切
竹
掩
隠
︑
近
辺
小
舎
︑
又
左
近
大
殿
舎
︑
是
為
隠
破
壊
歟
︑
御
車

幔
前
立
定
間
︑
諸
卿
幄
北
面
雙
居
︿
西
上
﹀
︑
女
房
出
車
立
幄
東
方
︑

副
南
埒
女
房
雑
子
女
四
十
人
許
雙
居
︑
又
南
方
北
面
︿
妻
﹀
衛
府
武

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考
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士
所
雙
居
︑

こ
ち
ら
は
一
条
西
洞
院
で
の
見
物
で
︑
桟
敷
で
は
な
く
軽
幄
が
設
け
ら

れ
て
い
る
︒﹃
中
右
記
﹄
同
日
条
に
﹁
三
院
已
出
御
︑
立
御
車
出
︹
於
︺

西
洞
院
南
辺
﹂
と
あ
る
の
で
︑
一
条
大
路
の
南
で
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
る

が
︑
西
洞
院
大
路
の
東
西
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
か
は
詳
ら
か
で
な
い
︒
三
院

の
車
を
立
て
る
場
所
に
纐
纈
の
幔
幕
を
廻
ら
し
︑
そ
の
東
隣
に
五
間
の
幄

を
立
て
て
諸
卿
以
下
の
座
と
し
て
い
る
︒
そ
の
幄
の
前
に
主
殿
寮
の
斑
幔

を
引
き
︑﹁
南
埒
﹂
の
前
に
も
同
じ
斑
幔
を
引
き
︑
そ
の
前
に
松
の
切
り

枝
を
立
て
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
﹁
南
埒
﹂
に
沿
っ
て
女
房
や
雑
子
女

ら
が
居
並
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
﹁
南
埒
﹂
の
存
在
は
︑
馬
場
の
方
向
を
判
断
す
る
上
で
重
要
で
あ

る
︒﹁
南
埒
﹂
と
い
う
か
ら
に
は
︑
埒
は
馬
場
の
北
と
南
に
設
け
ら
れ
て

お
り
︑﹁
南
埒
﹂
は
平
行
す
る
二
つ
の
埒
の
う
ち
一
条
大
路
に
近
い
も
の

を
指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
即
ち
︑﹁
南
埒
﹂
の
存
在
は
︑
左
近
の
馬

場
が
東
西
行
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
︒

ま
た
︑
記
事
で
は
﹁
近
辺
小
舎
﹂﹁
左
近
大
殿
舎
﹂
を
竹
で
覆
い
隠
し

て
い
る
︒﹁
近
辺
小
舎
﹂
様
の
も
の
を
竹
で
隠
す
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
同

じ
く
﹃
長
秋
記
﹄
大
治
四
年
四
月
十
九
日
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
︒

下
人
等
告
云
︑
已
出
御
︑
仍
歩
参
︑
一
条
大
路
南
辺
︑
立
車
二
両
︑

︿
西
上
﹀︑
両
院
同
車
︑
女
院
別
車
︑
一
条
殿
築
垣
下
敷
畳
等
︑
公
卿

侍
臣
祗
候
︑
自
御
車
西
上
達
部
殿
上
人
少
々
候
︑
東
上
也
︑
自
御
車

東
皆
侍
臣
︑
西
上
也
︑
自
大
地

(
※
大
路
で
あ
ろ
う
)
北
小
屋
等
切

立
竹
而
隠
門
戸
︑
又
大
略
︹
路
カ
︺
切
立
松
︑

こ
の
日
は
斎
院
が
初
め
て
紫
野
に
入
る
た
め
の
御
禊
が
あ
り
︑
先
の
記

事
と
同
様
に
白
河
院
・
鳥
羽
院
・
待
賢
門
院
が
見
物
に
出
御
し
て
い
る
︒

見
物
の
場
は
﹃
中
右
記
﹄
同
日
条
の
﹁
従
院
庁
官
来
云
︑
已
御
車
立
東
洞

院
一
条
﹂
と
併
せ
て
︑
一
条
東
洞
院
南
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の

時
に
も
一
条
大
路
の
北
側
の
﹁
小
屋
等
﹂
を
竹
で
覆
い
隠
し
て
い
る
︒
車

を
立
て
た
の
が
東
洞
院
の
西
か
東
か
不
明
だ
が
︑
こ
の
日
の
記
事
で
は

﹁
左
近
大
殿
舎
﹂
及
び
﹁
埒
﹂
に
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
馬
場
は

東
洞
院
大
路
付
近
に
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る(15

)
︒﹁
大
殿

舎
﹂
に
つ
い
て
は
︑
﹁
お
と
ど
や
﹂
と
読
ん
で
︑
﹁
馬
場
殿
﹂
(う
ま
ば
の

お
と
ど
)
と
同
義
と
考
え
て
お
く
︒

他
の
桟
敷
記
事
も
見
て
み
た
い
︒
ま
ず
︑
﹃
帥
記
﹄
永
保
元
年
四
月
十

六
日

(癸
酉
)
条
に
︑

追
参
下
座
自
室
町
東
自
一
条
北
桟
敷
下
︑
︿
備
後
前
司
師
信
狭
敷

云
々
﹀
︑

と
︑
前
備
後
守
の
桟
敷
が
一
条
大
路
北
・
室
町
小
路
末
東
に
あ
っ
た
こ
と

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

八
〇



が
明
記
さ
れ
て
い
る(16

)
︒
ま
た
︑﹃
中
右
記
﹄
保
安
元
年
四
月
十
五
日

(乙

酉
)
条
に
は
︑

其
路
経
烏
丸
・
姉
小
路
・
東
洞
院
・
近
衛
・
高
倉
・
土
御
門
・
京

極
・
一
条
︑
於
大
路
寄
御
車
於
桟
敷
南
面
︑︿
一
条
烏
丸
東
︑
殿
下

本
自
令
作
御
桟
敷
也
﹀︑
御
桟
敷
︿
東
面
﹀︑
小
︹
北
︺
廊
為
公
卿
・

殿
上
人
座
︑

と
あ
り
︑
一
条
大
路
を
東
行
し
て
き
た
白
河
院
の
車
を
桟
敷
の
﹁
南
面
﹂

に
寄
せ
て
い
る
︒
即
ち
︑
桟
敷
は
一
条
大
路
北
・
烏
丸
小
路
末
東
に
あ
り
︑

か
つ
公
卿
や
殿
上
人
の
座
も
設
け
ら
れ
た
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑

こ
れ
よ
り
早
く
︑
寛
治
六
年
四
月
十
八

(庚
午
)
日
・
元
永
元
年
四
月
十

八

(庚
午
)
・
同
二
十
一

(癸
酉
)
日
に
も
︑
白
河
院
が
一
条
大
路
北
・

烏
丸
小
路
末
で
見
物
し
た
こ
と
が
﹃
中
右
記
﹄
に
見
え
る
︒
い
ず
れ
も
烏

丸
小
路
末
の
東
西
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
か
の
記
載
が
な
い
が
︑
朧
谷
寿
氏
は

こ
れ
ら
を
烏
丸
小
路
末
東
︑
つ
ま
り
保
安
元
年
桟
敷
と
同
所
で
あ
っ
た
と

想
定
し
て
い
る(
17
)

︒

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
り
︑
一
条
大
路
北
側
・
室
町
小
路
末
か
ら
東
洞
院

大
路
末
の
間
に
は
桟
敷
が
作
ら
れ
た
事
例
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
︑

そ
れ
は
同
時
に
︑
馬
場
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

八
一



う
︒
先
に
み
た
嘉
保
二
年
の
白
河
院
の
町
小
路
末
東
の
桟
敷
に
つ
い
て
も

同
様
に
考
え
︑
か
つ
︑
前
述
し
た
よ
う
に
︑
そ
の
桟
敷
は
﹁
標
﹂
あ
る
い

は
﹁
埒
﹂
に
近
接
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
馬
場
は
嘉
保
二
年
の

桟
敷

(町
小
路
末
東
)
の
西
側
に
広
が
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る(18

)
︒

五
︑
革
堂
と
小
川

次
に
︑
西
端
に
つ
い
て
考
え
る
︒
第
二
節
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
足
立
氏

は
左
近
の
馬
場
の
位
置
を
比
定
す
る
に
際
し
て
︑
次
に
掲
げ
る
﹃
後
二
条

師
通
記
﹄
康
和
元
年
三
月
十
七
日
条
の
次
の
記
事
を
引
き
︑
革
堂
の
所
在

を
沙
汰
し
て
い
る(19

)
︒

前
向
東
北
院
︑
桜
花
如
雪
︑
次
乗
御
車
︑
従
一
条
路
西
行
︑
於
左
馬

場
御
随
身
走
出
云
︑
可
御
覧
皮
堂
花
歟
︑
御
覧
可
候
︑
従
西
門
︑

氏
の
見
解
で
は
︑﹁
皮
堂
の
西
門
か
ら
中
へ
入
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑

皮
堂
が
左
近
馬
場
の
東
隣
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
﹂
と
い
う
が
︑

と
す
れ
ば
︑
左
近
の
馬
場
に
差
し
掛
か
る
直
前
で
花
見
の
提
案
が
な
さ
れ
︑

同
時
に
車
は
止
め
ら
れ
︑
俄
に
花
見
を
決
め
て
革
堂
に
車
を
向
け
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
記
事
を
見
る
に
︑
車
が
左
近
の
馬
場
前

を
通
行
し
て
い
る
時
に
随
身
か
ら
花
見
の
打
診
が
あ
り
︑
車
を
進
め
な
が

ら
革
堂
に
向
か
っ
た
と
読
む
方
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
れ
な
ら
ば

東
門
か
ら
入
る
だ
ろ
う
と
の
指
摘
も
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
は
革
堂
の
立
地
条

件
か
ら
し
て
不
可
能
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
革
堂
の
東
に
は
﹁
小

川
﹂
が
流
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

掲
出
す
る
の
は
﹃
徒
然
草
﹄
第
八
九
段
で
あ
る(
20
)

︒

｢奥
山
に
︑
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
︑
人
を
食
ふ
な
る
﹂
と
人

の
言
ひ
け
る
に
︑﹁
山
な
ら
ね
ど
も
︑
こ
れ
ら
に
も
︑
猫
の
経
あ
が

り
て
︑
猫
ま
た
に
成
り
て
︑
人
と
る
事
は
あ
な
る
も
の
を
﹂
と
言
ふ

者
あ
り
け
る
を
︑
何
阿
弥
陀
仏
と
か
や
︑
連
歌
し
け
る
法
師
の
︑
行

願
寺
の
辺
に
あ
り
け
る
が
聞
き
て
︑
独
り
歩
か
ん
身
は
心
す
べ
き
こ

と
に
こ
そ
と
思
ひ
け
る
比
し
も
︑
あ
る
所
に
て
夜
ふ
く
る
ま
で
連
歌

し
て
︑
た
だ
ひ
と
り
帰
り
け
る
に
︑
小
川

(こ
が
は
)
の
は
た
に
て
︑

音
に
聞
き
し
猫
ま
た
︑
あ
や
ま
た
ず
︑
足
許
へ
ふ
と
寄
り
来
て
︑
や

が
て
か
き
つ
く
ま
ま
に
︑
頚
の
ほ
ど
を
食
は
ん
と
す
︒
肝
心
も
失
せ

て
︑
防
が
ん
と
す
る
に
︑
力
も
な
く
足
も
立
た
ず
︑
小
川
へ
転
び
入

り
て
︑
﹁
助
け
よ
や
︑
猫
ま
た
︑
よ
や
よ
や
﹂
と
叫
べ
ば
︑
家
々
よ

り
松
ど
も
と
も
し
て
走
り
寄
り
て
見
れ
ば
︑
こ
の
わ
た
り
に
見
知
れ

る
僧
な
り
︒

行
願
寺

(＝
革
堂
)
の
あ
た
り
に
住
む
法
師
が
夜
更
け
に
帰
っ
て
き
た

際
に
︑﹁
小
川
の
は
た
﹂
を
歩
い
て
い
る
時
に
﹁
猫
ま
た
﹂
に
飛
び
か
か

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考
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ら
れ
︑﹁
小
川
﹂
に
落
ち
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
︒
有
名
な
﹁
猫
ま
た
﹂

の
話
で
︑
飛
び
か
か
っ
た
の
は
実
は
飼
い
犬
で
あ
っ
た
と
い
う
オ
チ
で
あ

る
が
︑
こ
の
章
段
か
ら
︑
行
願
寺
の
近
く
に
は
﹁
小
川
﹂
が
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
︒
法
師
は
﹁
行
願
寺
の
辺
﹂
に
住
む
の
で
あ
っ
て
︑
飼
い
犬

が
飛
び
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
場
所
は
法
師
の
家
の
近
く
＝

行
願
寺
の
近
く
な
の
で
あ
る
︒
現
在
の
京
都
市
上
京
区
の
小
川
通
付
近
に

は
︑﹁
革
堂
町
﹂﹁
革
堂
仲
之
町
﹂﹁
革
堂
西
町
﹂
と
革
堂
の
名
を
冠
す
る

町
名
が
あ
り
︑
か
つ
て
革
堂
が
付
近
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

﹁
小
川
通
﹂
は
現
在
の
西
洞
院
と
油
小
路
の
間
に
南
北
に
通
る
道
で
あ
り
︑

名
称
は
﹁
京
都
近
郊
か
ら
寺
之
内
付
近
を
貫
流
し
︑
こ
の
筋
に
沿
っ
て
南

下
し
︑
一
条
通
で
西
に
向
か
っ
て
堀
川
に
そ
そ
ぐ
小
川
が
流
れ
て
い
た
こ

と
に
よ
る
﹂
(﹃
京
都
地
名
大
辞
典
﹄)
と
い
う
︒﹃
徒
然
草
﹄
に
記
さ
れ
た

﹁
小
川
﹂
を
ま
さ
に
そ
れ
と
み
れ
ば
︑﹃
山
城
名
勝
志
﹄
に
﹁
一
条
北
︑
油

小
路
東
﹂︑﹃
菟
藝
泥
赴
﹄
に
﹁
一
条
の
北
︑
西
洞
院
と
油
小
路
の
間
﹂
と

さ
れ
て
い
る
革
堂
の
場
所
に
も
合
致
す
る
︒
革
堂
は
一
条
大
路
北
・
油
小

路
末
東
に
あ
り
︑
そ
の
東
側
に
小
川
が
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

『後
二
条
師
通
記
﹄
の
記
事
に
戻
ろ
う
︒
革
堂
の
東
及
び
南
に
は
小
川

が
流
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
も
し
革
堂
に
東
門
や
南
門
が
あ
っ
た
と
し
て

も
︑
お
そ
ら
く
そ
れ
は
牛
車
が
入
れ
る
よ
う
な
門
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
の

た
め
︑
師
通
の
乗
っ
た
車
は
西
門
か
ら
入
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
問
題

の
左
近
の
馬
場
は
︑
革
堂
の
東
を
流
れ
る
﹁
小
川
﹂
の
東
岸
ま
で
を
そ
の

範
囲
と
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

六
︑
﹁
内
裏
よ
り
ま
ゐ
り
ま
か
づ
る
道
﹂

前
節
ま
で
の
一
連
の
考
察
に
よ
り
︑
左
近
の
馬
場
は
︑
一
条
大
路
の
北

側
︑
西
洞
院
大
路
と
油
小
路
の
間
を
流
れ
る
小
川
の
東
か
ら
町
小
路
の
西

に
か
け
て
存
在
し
た
と
推
定
で
き
る(
21
)

︒
こ
の
結
論
を
持
っ
て
︑
本
来
の
目

的
で
あ
る
﹁
左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
に
す
る
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
作
者

の
邸
の
位
置
を
考
え
て
み
た
い
︒

先
行
研
究
に
お
い
て
は
︑
﹁
か
た
き
し
﹂
の
語
義
・
用
例
に
重
き
が
置

か
れ
︑
大
方
の
見
解
と
し
て
は
道
を
挟
ん
で
隣
接
す
る
地
点
に
作
者
の
邸

が
比
定
さ
れ
て
き
た
︒
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
論
で
は
︑
左
近
の
馬
場
が

一
条
大
路
に
面
す
る
こ
と
か
ら
︑
邸
の
位
置
も

(北
で
あ
れ
南
で
あ
れ
)

一
条
大
路
に
面
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
他
の
要
素

を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
こ
の
位
置
比
定
に
は
腑
に
落
ち
な
い
点
が
大
い
に

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

こ
の
邸
の
二
つ
目
の
要
素
と
し
て
︑
兼
家
が
﹁
内
裏
よ
り
ま
ゐ
り
ま
か

づ
る
道
﹂
の
途
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
日
記
の
記
述
は

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考
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次
の
通
り
で
あ
る
︒

か
く
て
︑
絶
え
た
る
ほ
ど
︑
わ
が
家
は
内
裏
よ
り
ま
ゐ
り
ま
か
づ
る

道
に
し
も
あ
れ
ば
︑
夜
中
あ
か
つ
き
と
︑
う
ち
し
は
ぶ
き
て
う
ち
わ

た
る
も
︑
聞
か
じ
と
お
も
へ
ど
も
︑
う
ち
と
け
た
る
寝
も
寝
ら
れ
ず
︑

夜
長
う
し
て
眠
る
こ
と
な
け
れ
ば
︑
さ
な
な
り
と
見
聞
く
心
ち
は
︑

な
に
に
か
は
似
た
る
︒
(一
〇
六
頁
)

こ
の
一
文
に
用
い
ら
れ
た
﹁
し
も
あ
れ
ば
﹂﹁
聞
か
じ
と
お
も
へ
ど
も
﹂

は
︑
内
裏
に
行
き
来
す
る
兼
家
の
一
行
が
作
者
の
邸
に
非
常
に
近
い
道
を

通
過
す
る
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
︒

角
田
氏
は
︑﹁
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
家
は
︑
兼
家
が
土
御
門
大
路

南
・
東
京
極
大
路
西
の
京
極
殿

(土
御
門
殿
)
に
居
住
し
て
い
た
と
説
い

て
い
る
﹂
と
紹
介
し
な
が
ら
︑
そ
れ
を
﹁
全
く
の
誤
謬
﹂
と
し
︑﹁
強
い

て
兼
家
の
邸
宅
の
位
置
を
憶
測
し
て
み
る
と
︑
そ
れ
は
一
条
大
路
南
・
東

京
極
大
路
西
に
存
し
た
可
能
性
が
多
い
﹂
と
し
た
︒
そ
の
根
拠
の
一
つ
が

前
掲
の
日
記
本
文
で
あ
り
︑
作
者
の
邸
が
一
条
大
路
に
面
し
て
い
て
︑
兼

家
が
参
内
に
一
条
大
路
を
用
い
た
と
い
う
見
解
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
︒

し
か
し
こ
れ
に
は
首
肯
し
が
た
い
︒
氏
自
身
が
﹁
も
し
兼
家
の
邸
宅
が
正

親
町
小
路
以
南
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
内
裏
と
の
往
復
に
は
土
御
門
大
路

を
と
る
の
が
順
当
で
あ
っ
て
︑
礫
の
多
い
一
条
大
路
を
わ
ざ
わ
ざ
迂
回
す

る
必
要
は
な
い
﹂
と
言
う
の
と
同
様
の
考
え
方
で
︑
兼
家
の
邸
が
一
条
大

路
北
で
あ
る
な
ら
と
も
か
く
︑
氏
の
﹁
憶
測
﹂
す
る
一
条
大
路
南
の
邸
か

ら
で
あ
れ
ば
︑
北
に
正
門
を
開
い
て
い
な
い
か
ぎ
り
一
条
大
路
は
や
は
り

迂
回
ル
ー
ト
に
な
る
︒
北
に
正
門
を
開
く
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
︒

増
田
氏
も
作
者
の
邸
は
一
条
大
路
に
面
し
て
い
た
と
し
︑
兼
家
の
参
内

ル
ー
ト
を
一
条
大
路
と
み
る
︒
﹁
兼
家
が
京
の
東
北
辺
に
住
ん
で
い
た
こ

と
は
確
認
で
き
な
い
﹂
な
が
ら
﹁
一
時
期
兼
家
は
︑
正
親
町
南
京
極
西
に

あ
っ
た
染
殿
に
で
も
住
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
﹂
と
言

う
が
︑
こ
れ
も
一
条
大
路
を
参
内
に
用
い
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
新
田
氏
は
兼
家
の
参
内
ル
ー
ト
を
土
御
門
大
路
と
す

る
︒
氏
の
見
解
で
は
︑
角
田
氏
の
憶
測
す
る
﹁
一
条
大
路
南
・
東
京
極
大

路
西
﹂
の
兼
家
邸
と
増
田
氏
の
い
う
﹁
染
殿
﹂
と
は
同
一
の
邸
で
あ
り
︑

﹁
北
辺
東
端
の
四
坊
七
町
︑
八
町
に
わ
た
る
第
宅
と
し
て
の
広
義
の
染
殿

第
を
意
味
す
る
﹂
と
し
て
︑
そ
の
﹁
広
義
の
染
殿
﹂
を
当
時
の
兼
家
邸
で

あ
っ
た
と
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
場
合
も
や
は
り
︑
北
に
正
門
を
開
か
な
い

限
り
一
条
大
路
を
用
い
る
の
は
迂
回
ル
ー
ト
と
な
る
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
︒
新
田
氏
は
北
に
正
門
を
開
く
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
て
︑
﹁
名
第
と

さ
れ
る
染
殿
第
が
︑
北
を
正
面
と
す
る
異
相
の
邸
第
で
あ
っ
た
と
は
考
え

難
く
︑
参
内
す
る
に
当
っ
て
︑
正
門
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
る
と
い
う
の

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

八
四



も
あ
り
そ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る(22

)
︒
大
い
に
首
肯
さ
れ
る

意
見
で
あ
り
︑
兼
家
が
染
殿
を
住
ま
い
と
し
て
い
た
の
な
ら
︑
氏
の
言
う

よ
う
に
土
御
門
大
路
を
用
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

七
︑
﹁
築
土
ば
か
り
隔
て
た
れ
ば
﹂

新
田
氏
が
兼
家
の
参
内
ル
ー
ト
を
土
御
門
大
路
と
す
る
の
は
︑
作
者
の

邸
の
位
置
の
比
定
と
も
連
動
し
て
い
る
︒
氏
は
次
に
掲
げ
る
天
禄
三
年
三

月
の
火
事
の
記
事
を
も
と
に
︑﹁
督
の
殿
﹂
と
の
位
置
関
係
か
ら
作
者
邸

を
正
親
町
小
路
に
面
す
る
地
点
に
推
定
す
る
の
で
あ
る
︒

十
八
日
に
︑
清
水
へ
詣
づ
る
人
に
︑
ま
た
忍
び
て
ま
じ
り
た
り
︒

(中
略
)
あ
る
も
の
ど
も
︑﹁
こ
の
乾
の
か
た
に
火
な
む
見
ゆ
る
を
︑

出
で
て
見
よ
﹂
な
ど
い
ふ
な
れ
ば
︑﹁
唐
土
ぞ
﹂
な
ど
い
ふ
な
り
︒

う
ち
に
は
︑
な
ほ
苦
し
き
わ
た
り
な
ど
思
ふ
ほ
ど
に
︑
人
々
︑﹁
か

う
の
殿
な
り
け
り
﹂
と
言
ふ
に
︑
い
と
あ
さ
ま
じ
う
い
み
じ
︒
わ
が

家
も
︑
築
土
ば
か
り
隔
て
た
れ
ば
︑
騒
が
し
う
︑
若
き
人
を
も
惑
は

し
や
し
つ
ら
む
︑
い
か
で
渡
た
ら
む
と
︑
惑
ふ
に
し
も
︑
車
の
簾
は

掛
け
ら
れ
る
も
の
か
は
︒
か
ら
う
し
て
乗
り
て
来
し
ほ
ど
に
︑
み
な

果
て
に
け
り
︒
わ
が
か
た
は
残
り
︑
あ
な
た
の
人
も
こ
な
た
に
集
ひ

た
り
︒
(二
九
四
頁
)

清
水
に
詣
で
て
い
た
作
者
は
︑
自
邸
の
方
面
に
火
が
あ
る
こ
と
を
告
げ

ら
れ
る
︒
自
邸
の
辺
り
な
の
で
心
配
し
て
い
る
う
ち
に
火
事
が
﹁
督
の

殿
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
︒
﹁
督
の
殿
﹂
と
作
者
邸
は
﹁
築
土
ば
か
り

隔
て
﹂
た
近
さ
で
あ
っ
た
が
︑
作
者
邸
は
残
り
︑
督
の
殿
の
人
々
が
作
者

邸
に
集
ま
っ
て
来
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
緊
迫
し
た
筆
致
か
ら
作
者

の
驚
き
が
伝
わ
っ
て
く
る
記
事
で
あ
る
︑
そ
の
後
︑

こ
こ
に
集
ひ
た
り
し
人
々
は
︑
南
塞
が
る
年
な
れ
ば
︑
し
ば
し
も
あ

ら
じ
か
し
︑
二
十
日
︑
あ
が
た
あ
り
き
の
と
こ
ろ
み
な
渡
ら
れ
に
た

り
︒

(二
九
六
頁
)

と
あ
り
︑﹁
南
塞
が
る
年
﹂
ゆ
え
に
督
の
殿
の
人
々
が
す
ぐ
に
父
の
邸
に

移
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
︒
﹁
南
塞
が
る
年
﹂
と
は
方
角
の
禁
忌

を
示
し
︑
天
禄
三
年
は
﹁
壬
申
の
年
﹂
で
﹃
簾
中
抄
﹄
に
見
え
る
﹁
申
酉

戌
は
南
ふ
た
が
る
﹂
に
当
た
り
︑﹃
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
﹄
は
こ
れ
を
も
っ

て
﹁﹁
か
う
の
殿
﹂
は
作
者
邸
の
北
隣
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
﹂
と
し

て
い
る
︒
新
田
氏
は
こ
れ
を
受
け
︑
北
隣
に
築
地
を
隔
て
た
﹁
督
の
殿
﹂

が
あ
っ
た
場
合
︑
作
者
邸
が
一
条
大
路
の
南
側
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
一
条

大
路
に
は
面
さ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
一
条
大
路
の
北
側
で

あ
れ
ば
一
条
大
路
に
面
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
さ
ら
に
他
の
二
つ
の
火
事

の
記
事
に
よ
り
そ
の
条
件
を
除
外
し
て
い
る
︒
い
ま
は
そ
の
詳
細
を
述
べ

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

八
五



る
こ
と
は
し
な
い
が
︑
最
終
的
に
新
田
氏
の
結
論
は
︑
一
条
大
路
の
南
︑

一
条
大
路
に
面
し
た
一
町
を
南
北
に
二
分
し
た
南
側

(北
は
督
の
殿
)︑

正
親
町
小
路
に
面
す
る
位
置
に
作
者
邸
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
︒

新
田
氏
に
よ
り
よ
う
や
く
﹁
一
条
大
路
﹂
の
呪
縛
か
ら
解
か
れ
た
作
者

邸
の
位
置
で
あ
る
が
︑
氏
の
言
う
よ
う
に
正
親
町
小
路
に
面
し
て
い
た
と

し
て
︑﹁
内
裏
よ
り
ま
ゐ
り
ま
か
づ
る
道
に
し
も
あ
れ
ば
﹂
と
い
う
条
件

を
満
た
す
で
あ
ろ
う
か
︒
新
田
氏
は
兼
家
の
参
内
路
を
土
御
門
大
路
と
し

な
が
ら
も
︑
作
者
の
邸
を
正
親
町
小
路
に
面
す
る
位
置
に
推
定
す
る
︒
お

そ
ら
く
そ
れ
は
﹁
築
土
ば
か
り
へ
だ
て
た
れ
ば
﹂
と
い
う
記
述
に
と
ら
わ

れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
氏
は
︑
北
隣
に
隣
家
が
あ
る
の
で
作
者
邸

は
北
に
門
を
開
い
て
い
な
い

(開
く
こ
と
が
で
き
な
い
)︑
即
ち
作
者
邸

の
北
側
は
道
に
面
し
て
い
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
が
︑
果
た
し

て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
︒
日
記
に
は
︑
他
に
隣
接
す
る
家
の
描
写
と
し
て
章

明
親
王
邸
と
倫
寧
邸
の
記
事
が
あ
る
︒

そ
の
こ
ろ
五
月
二
十
余
日
ば
か
り
よ
り
︑
四
十
五
日
の
忌
た
が
へ
む

と
て
︑
あ
が
た
あ
り
き
の
と
こ
ろ
に
渡
り
た
る
に
︑
宮
︑
た
だ
垣
を

隔
つ
る
所
に
渡
り
た
ま
ひ
て
あ
る
に
︑
六
月
ば
か
り
か
け
て
︑
雨
い

た
う
降
り
た
る
に
︑
誰
も
降
り
こ
め
ら
れ
た
る
な
る
べ
し
︑
こ
な
た

に
は
︑
あ
や
し
き
と
こ
ろ
な
れ
ば
︑
漏
り
濡
る
る
騒
ぎ
を
す
る
に
︑

か
く
の
た
ま
へ
る
ぞ
︑
い
と
ど
も
の
ぐ
る
ほ
し
き
︒

つ
れ
〳
〵
の
な
が
め
の
う
ち
に
そ
そ
く
ら
む
こ
と
の
す
ぢ
こ
そ

を
か
し
か
り
け
れ

(一
二
三
頁
)

応
和
二
年
五
月
︑
作
者
が
方
違
え
の
た
め
に
訪
れ
た
倫
寧
の
中
川
の
邸

の
隣
に
は
︑
垣
を
隔
て
た
だ
け
の
章
明
親
王
の
邸
が
あ
っ
た
︒
そ
の
近
さ

は
︑
倫
寧
邸
で
雨
漏
り
の
騒
ぎ
を
し
て
い
る
の
が
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
な

距
離
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
両
者
の
隔
て
が
﹁
垣
﹂
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

中
川
と
い
う
郊
外
の
邸
で
あ
る
こ
と
︑
ま
た
︑
こ
の
後
の
宮
の
歌
﹁
と
こ

な
つ
に
恋
し
き
こ
と
や
な
ぐ
さ
む
と
君
が
垣
ほ
に
を
る
と
知
ら
ず
や
﹂

(一
二
四
頁
)
か
ら
考
え
て
︑
こ
こ
に
存
在
す
る
﹁
垣
﹂
は
﹁
築
垣
﹂
(築

地
)
で
は
な
く
︑
も
っ
と
簡
易
な
垣
根
の
類
で
あ
ろ
う
︒

対
し
て
︑
督
の
殿
と
の
隔
て
で
あ
る
﹁
築
土
｣
(=

築
地
)
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
︒
築
地
は
邸
を
ぐ
る
り
と
囲
む
も
の
で
あ
る
が
︑
平
安
京
に
お

い
て
は
同
時
に
道
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
も
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
邸
同
士
が

築
地
を
隔
て
て
隣
り
合
う
と
い
っ
た
場
合
︑
通
常
は
邸
︱
築
地
︱

(
溝
)

︱
道
︱

(
溝
)
︱
築
地
︱
邸
と
い
っ
た
空
間
構
成
を
指
す
こ
と
に
な
ろ

う
︒﹁
築
土
ば
か
り
隔
て
﹂
た
と
い
う
督
の
殿
と
作
者
邸
の
関
係
に
つ
い

て
も
︑
そ
の
間
に
道
が
あ
る
と
考
え
︑
督
の
殿
を
正
親
町
小
路
の
北
側
に
︑

作
者
邸
を
南
側
に
想
定
す
れ
ば
︑
兼
家
の
参
内
ル
ー
ト
で
あ
る
土
御
門
大

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

八
六



路
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
︒

八
︑
﹁
い
と
近
け
れ
ば
﹂

最
後
に
︑
三
つ
目
の
要
素
で
あ
る
︑
一
条
殿
に
﹁
い
と
近
﹂
い
こ
と
を

考
え
て
み
た
い
︒

ま
た
の
日
は
大
饗
と
し
て
の
の
し
る
︒
い
と
近
け
れ
ば
︑
今
宵
さ
り

と
も
と
こ
こ
ろ
み
む
と
︑
人
知
れ
ず
思
ふ
︒
車
の
音
ご
と
に
胸
つ
ぶ

る
︒
夜
よ
き
ほ
ど
に
て
︑
み
な
帰
る
音
も
聞
こ
ゆ
︒
門
の
も
と
よ
り

も
あ
ま
た
追
ひ
ち
ら
し
つ
つ
ゆ
く
を
︑
過
ぎ
ぬ
と
聞
く
た
び
ご
と
に
︑

心
は
う
ご
く
︒
か
ぎ
り
と
聞
き
は
つ
れ
ば
︑
す
べ
て
も
の
ぞ
お
ぼ
え

ぬ
︒

(二
一
七
頁
)

天
禄
二
年
正
月
五
日
の
記
事
で
あ
る
︒
大
臣
大
饗
の
日
で
あ
っ
て
︑

﹃
日
本
紀
略
﹄
に
拠
れ
ば
﹁
右
大
臣
家
大
饗
﹂︑
即
ち
兼
家
の
兄
で
あ
る
伊

尹
家
の
大
饗
で
あ
る
︒
諸
注
及
び
先
行
研
究
は
こ
の
時
大
饗
が
催
さ
れ
た

の
は
﹁
一
条
殿
﹂
と
し
て
い
る
︒
そ
の
根
拠
等
に
異
論
は
な
い
の
で
︑
本

稿
で
も
一
条
殿
と
し
て
考
察
を
進
め
る
︒
一
条
殿
は
後
に
﹁
一
条
院
﹂
と

呼
ば
れ
る
邸
で
︑
一
条
大
路
南
・
東
大
宮
大
路
東
に
あ
っ
た
︒
作
者
邸
は

そ
の
一
条
殿
に
﹁
い
と
近
﹂
く
︑
大
饗
が
果
て
て
参
集
客
が
帰
っ
て
行
く

音
が
聞
こ
え
る
位
置
に
あ
っ
た
︒
ま
た
︑﹁
門
の
も
と
よ
り
も
あ
ま
た
追

ひ
ち
ら
し
つ
つ
ゆ
く
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
多
く
の
車
が
作
者
邸
の
門
前
を
通

過
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
作
者
邸
は
貴
族
が
公
に
用
い
る
道
に
面
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
古
記
録
に
お
け
る
一
条
院
へ
の

(
あ
る
い
は
一
条
院
か
ら

の
)
ル
ー
ト
を
見
て
お
こ
う

(﹁
一
条
殿
﹂
時
代
の
例
が
検
索
さ
れ
な

か
っ
た
た
め
︑
﹁
一
条
院
﹂
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
を

先
に
断
わ
っ
て
お
く
)︒
一
条
院
は
周
知
の
通
り
た
び
た
び
里
内
裏
に

な
っ
た
た
め
︑
天
皇
や
后
︑
あ
る
い
は
女
御
等
の
遷
御
の
事
例
が
多
く
み

ら
れ
る
が
︑
そ
の
ル
ー
ト
を
書
き
留
め
た
も
の
は
意
外
に
少
な
い
︒

ま
ず
は
︑
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
寛
弘
五
年
四
月
十
三
日
条
︑
彰
子
の
懐
妊

に
よ
る
一
条
院
か
ら
の
退
出
記
事
を
見
る
︒

中
宮
御
出
従
一
条
院
東
北
門
︑
外出
歟

従
土
御
門
著
土
御
門
︑

『御
堂
関
白
記
全
注
釈
﹄
で
は
﹁
中
宮
御
出
従
一
条
院
東
北
門
出
︑
従

土
御
門
︑
着
土
御
門
﹂
と
校
訂
し
︑﹁
一
応
こ
の
ま
ま
読
む
と
︑﹁
(一
条

院
内
裏
か
ら
)
土
御
門
大
路
を
通
っ
て
︑
土
御
門
第
に
着
く
﹂
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
か
﹂
と
注
釈
す
る
︒
本
稿
で
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
︒
こ

の
時
︑
彰
子
は
東
北
門
か
ら
退
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

次
は
︑﹃
小
右
記
﹄
長
和
五
年
六
月
二
日
条
を
見
る
︒
後
一
条
天
皇
が

土
御
門
内
裏
か
ら
一
条
院
内
裏
へ
遷
御
す
る
際
の
ル
ー
ト
で
あ
る
︒

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

八
七



畢
出
自
西
門
︑
経
上
東
門
大
路
・
靫
負
小
道〔路

〕
︑
到
給
一
條
院
東
門
︑

土
御
門
内
裏
の
西
門
か
ら
出
て
土
御
門
大
路
を
東
行
︑
靫
負
小
路
を
北

に
折
れ
︑
一
条
院
の
東
門
か
ら
入
御
し
て
い
る
︒

続
い
て
︑﹃
御
堂
関
白
記
﹄
寛
仁
二
年
三
月
七
日
条
︑
後
一
条
天
皇
へ

の
威
子
の
入
内
ル
ー
ト
を
挙
げ
る
︒

従
東〔洞

〕
院
大
路
上
北
︑
従
陽
明
行
西
︑
従
小〔子

〕
代
小
路
行
北
︑
従
土
御
門

着
大
宮
大
路
一
條
院
西
門
︑

威
子
の
一
行
は
里
邸
で
あ
る
二
条
第

(二
条
大
路
北
・
東
洞
院
大
路

西
)
を
出
て
︑
東
洞
院
大
路
を
北
行
︑
陽
明
門
大
路

(近
衛
大
路
)
を
西

行
︑
子
代
小
路

(烏
丸
小
路
)
を
北
行
し
︑
さ
ら
に
土
御
門
大
路
を
西
行
︑

東
大
宮
大
路
を
経
て
一
条
院
の
西
門
か
ら
入
内
し
て
い
る
︒
最
終
的
に
東

大
宮
大
路
を
行
く
な
ら
ば
︑
陽
明
門
大
路
を
そ
の
ま
ま
西
行
す
れ
ば
よ
さ

そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
陽
明
門
大
路
に
面
し
て
存
す
る
﹁
獄
﹂

を
避
け
た
た
め
で
あ
っ
た
か
︒
ハ
レ
の
日
に
﹁
獄
﹂
の
前
を
通
る
こ
と
を

避
け
る
の
は
︑﹃
小
右
記
﹄
治
安
元
年
七
月
二
十
五
日
条
︑
実
資
の
任
大

臣
の
日
の
記
事
に
見
ら
れ
る(23

)
︒

こ
れ
ら
の
例
に
鑑
み
︑
一
条
殿
で
の
大
饗
が
果
て
て
各
々
が
自
邸
に
帰

る
際
︑
一
条
殿
の
東
か
ら
東
南
の
エ
リ
ア
に
自
邸
を
持
つ
貴
族
に
と
っ
て
︑

土
御
門
大
路
は
定
番
ル
ー
ト
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
し
た
が
っ

て
︑
作
者
邸
は
何
ら
か
の
形
で
土
御
門
大
路
に
面
し
て
い
た
と
考
え
得
る(24

)
︒

次
に
︑
一
条
殿
か
ら
﹁
い
と
近
﹂
い
と
い
う
範
囲
を
考
え
て
み
る
︒
近

い
・
遠
い
の
感
覚
に
は
個
人
差
や
感
情
差
が
あ
ろ
う
が
︑
実
際
に
平
安
京

に
住
ん
だ
貴
族
の
感
覚
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
︑
や
は
り
古
記
録
を
見
て

み
る
︒
散
文
の
﹁
い
と
近
し
﹂
に
変
わ
る
語
と
し
て
︑﹁
頗
近
﹂
﹁
太
近
﹂

を
検
索
し
た
う
ち
の
二
例
を
挙
げ
る
︒
二
例
と
も
﹃
小
右
記
﹄
に
見
ら
れ

る
火
事
の
記
事
で
あ
る
︒

一
例
目
は
︑
長
和
二
年
正
月
十
六
日
条
の
︑

夜
居
僧
興
昭
云
︑
南
方
有
焼
亡
︑
︿
寅
剋
許
﹀
︑
乍
驚
起
見
︑
其
火
太

近
︑
当
坤
方
︑
所
疑
東
三
條
院
歟
︑
雑
人
云
︑
東
三
條
院
者
︑

で
あ
る
︒
夜
居
の
僧
か
ら
火
事
の
知
ら
せ
を
聞
い
て
見
て
み
る
と
︑
そ
の

火
は
実
資
の
自
邸
で
あ
る
小
野
宮
の
南
西
の
方
角
の
﹁
太
﹂
い
に
﹁
近
﹂

い
と
こ
ろ
に
あ
り
︑
も
し
や
東
三
條
院
か
と
疑
っ
た
ら
そ
の
と
お
り
東
三

條
院
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
記
事
で
あ
る
︒
こ
れ
を
平
安
京
条
坊
図
の
上
に

置
い
て
確
認
す
る
と
︑
小
野
宮
か
ら
東
三
條
院
の
敷
地
を
結
ぶ
最
短
ル
ー

ト
は
南
に
一
町
︑
そ
こ
か
ら
東
に
一
町
分
と
な
る
︒
門
と
門
で
あ
れ
ば
そ

れ
よ
り
長
く
な
る
︒

二
例
目
は
︑
治
安
元
年
二
月
七
日
条
の
︑

待
賢
門
大
路
北
辺
室
町
小
路
以
西
焼
亡
︑
但
不
及
東
院
大
路
并
室
町

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

八
八



小
路
際
︑
東
西
辺
宅
頗
遺
︑
左
中
弁
重
尹
・
前
美
作
守
則
理
・
中
務

大
輔
方
理
・
大
舎
人
頭
守
隆
等
来
云
︑
火
頗
近
々
︑
仍
所
来
也
者
︑

で
あ
る
︒
文
脈
か
ら
み
て
﹁
東
院
大
路
﹂
は
﹁
東
院
西
大
路
﹂
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
の
で
︑
待
賢
門
大
路

(中
御
門
大
路
)
よ
り
北
︑
室
町
小
路
よ

り
西
︑
西
洞
院
大
路
よ
り
東
の
範
囲
が
焼
亡
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

火
が
﹁
頗
﹂
る
﹁
近
々
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
藤
原
重
尹
ら
が
実
資

の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
︒
近
火
見
舞
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
火
事
の
範
囲
と

実
資
宅
は
二
町
程
度
を
隔
て
た
距
離
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
︑
平
安
京
内
で
は
二
町
程
度
離
れ
て
い
て
も
︑

﹁
頗
近
﹂
や
﹁
太
近
﹂︑
つ
ま
り
﹁
い
と
近
し
﹂
と
い
う
距
離
認
識
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
条
殿
と
作
者
邸
の
間
の
距
離
も
二
町
程
度
ま

で
を
想
定
範
囲
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

結

以
上
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
総
合
す
る
と
︑
作
者
邸
は
何
ら
か
の
形
で

土
御
門
大
路
に
面
し
︑
一
条
殿
か
ら
東
に
二
町
程
度
ま
で
の
隔
た
り
を
想

定
し
て
よ
く
︑
築
地

(正
親
町
小
路
)
を
隔
て
て
﹁
督
の
殿
﹂
に
南
面
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
候
補
と
し
て
は
左
京
北
辺
二
坊
六
町
あ
る
い
は
七

町
に
な
る
が
︑﹁
左
近
の
馬
場
﹂
(一
条
大
路
北
・
油
小
路
と
西
洞
院
大
路

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

八
九



の
間
か
ら
町
小
路
に
か
け
て
)
の
存
在
を
意
識
す
れ
ば
七
町
と
考
え
る
が

妥
当
で
あ
ろ
う
︒
一
町
を
占
め
た
の
で
な
け
れ
ば
︑
西
洞
院
大
路
に
も
面

す
る
東
半
町
と
す
る
の
が
﹁
左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
と
い
う
表
現

に
よ
く
合
う
︒

作
者
が
表
現
し
た
﹁
か
た
き
し
﹂
と
は
︑﹁
川
や
道
を
挟
ん
で
向
か
い

合
う
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
目
視
的
な
配
置
を
い
う
の
で
は
な
く
︑
平
安
京

の
構
成
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
作
者
の
邸
は
平
安
京
の
﹁
北

辺
﹂
に
位
置
す
る
︒
一
条
大
路
よ
り
南
だ
か
ら
と
い
っ
て
﹁
一
条
﹂
と
呼

ば
れ
る
地
域
で
は
な
く
︑
九
世
紀
後
半
ま
で
は
京
外
で
あ
っ
た
地
で
あ
る
︒

﹁
北
辺
﹂
を
中
心
に
お
い
て
︑
片
側

(北
側
)
は
﹁
左
近
の
馬
場
﹂
の
あ

る
﹁
京
外
﹂
︑
も
う
片
側

(
南
側
)
は
﹁
一
条
﹂
か
ら
始
ま
る
平
安
京
造

営
時
か
ら
の
﹁
旧
﹂
京
内
で
あ
る
︒
﹁
左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
と

は
︑
父
の
家
の
あ
る
﹁
四
五
条
の
ほ
ど
﹂
に
対
し
て
﹁
一
条
﹂
と
も
い
え

な
い
﹁
北
辺
﹂
を
示
す
レ
ト
リ
ッ
ク
な
の
だ
と
い
え
よ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

九
〇



北
辺
に
あ
る
自
邸
を
卑
下
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
上
流
貴
族
の
居
住

圏
に
暮
ら
す
こ
と
へ
の
作
者
の
誇
り
が
含
ま
れ
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
︒

注
(1
)
増
田
繁
夫
氏
﹁
道
綱
母
の
住
居
﹂
(﹃
右
大
将
道
綱
母
﹄︑
新
典
社
︑
一

九
八
三
)︒
以
下
︑
本
稿
に
お
い
て
増
田
氏
の
論
に
触
れ
る
場
合
は
す

べ
て
同
じ
︒

(2
)
『蜻
蛉
日
記
﹄
の
引
用
は
﹁
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹂
に
よ
る
︒

(3
)
角
田
文
衛
氏
﹁
道
綱
母
と
時
姫
の
邸
宅
﹂
(﹃
王
朝
の
映
像
﹄︑
東
京
堂

出
版
︑
一
九
七
〇
)︒
以
下
︑
本
稿
に
お
い
て
角
田
氏
の
論
に
触
れ
る

場
合
は
す
べ
て
同
じ
︒

(4
)
『権
記
﹄
長
保
二
年
四
月
十
一
日
条
﹁
未
剋
許
與
右
中
弁
同
車
見
物
︑

左
馬
頭
相
共
見
之
︑
一
条
大
宮
辻
列
見
︑
年
来
例
也
︑
而
御
一
条
院
之

間
︑
依
無
便
宜
︑
於
左
近
馬
駐
南
列
見
︑
斎
院
供
奉
之
者
︑
於
大
宮
路

下
馬
︑
到
堀
河
橋
東
︑
更
騎
馬
︑︿
是
宣
旨
也
﹀︑﹂︒
こ
の
年
は
一
条
院

が
内
裏
と
な
っ
て
お
り
︑
例
年
は
一
条
大
宮
の
辻
で
行
わ
れ
る
﹁
列

見
﹂
が
﹁
左
近
馬
駐
南
﹂
で
な
さ
れ
た
︒
増
田
氏
は
︑﹁
こ
の
﹁
左
近

ノ
馬
駐
﹂
は
左
近
馬
場
あ
る
い
は
厩
舎
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ

の
南
側
で
一
条
大
路
を
通
る
行
列
を
見
物
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
︑

馬
場
は
一
条
大
路
の
北
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

(5
)
『小
右
記
﹄
治
安
元
年
十
二
月
二
十
三
日
条
﹁
教
義
朝
臣
宅
︿
四
条
﹀

焼
亡
︑
今
朝
差
貴
重

(
惟
宗
)
朝
臣
問
遣
︑
亦
堀
河
已
東
一
条
南
・
東

︹
洞
︺
院
西
大
路
東
西
人
家
亦
左
近
馬
場
殿
等
焼
亡
︑
去
夜
火
是
也
︑

一
条
狭
敷
屋
雖
在
火
中
不
焼
︑
万
人
為
奇
云
々
﹂
︒
前
日
に
内
裏
か
ら

み
て
艮
の
方
角
と
巽
の
方
角
に
見
え
た
火
が
︑
四
条
の
教
義
朝
臣
宅

(巽
)
と
実
資
の
桟
敷
付
近

(艮
)
の
火
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
︒
火

事
で
﹁
左
近
馬
場
殿
﹂
が
焼
け
た
こ
と
︑
そ
の
火
事
の
渦
中
に
あ
り
な

が
ら
桟
敷
が
焼
け
な
か
っ
た
こ
と
︑
そ
れ
を
万
人
が
不
思
議
に
思
っ
た

こ
と
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
︒

(6
)
足
立
祐
子
氏
﹁
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
作
者
の
屋
敷
の
位
置
﹂
(﹃
中
古
文
学
﹄

第
七
四
号
︑
二
〇
〇
四
・
十
一
)
︒
以
下
︑
本
稿
に
お
い
て
足
立
氏
の

論
に
触
れ
る
場
合
は
す
べ
て
同
じ
︒

(7
)
『小
右
記
﹄
寛
仁
三
年
七
月
九
日
条
に
次
の
通
り
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
太
政
官
苻

民
部
省

應
以
山
城
国
愛
宕
郡
捌
箇
郷
奉
寄
賀
茂
上
下

大
神
宮
事
︿
中
略
﹀
右
︑
去
年
十
一
月
二
十
五
日
行
幸
彼
社
︑
以
件

八
郷
被
奉
寄
了
︑
今
商
量
便
宜
︑
平
均
田
圃
︑
所
定
如
件
︑
抑
諸
郷
所

在
神
寺
所
領
及
斎
王
月
料
・
勅
旨
・
湿
池
・
埴
川
・
氷
室
・
傜
丁
・
陵

戸
等
田
□
︹
并
︺
左
近
衛
府
馬
場
・
修
理
職
瓦
屋
・
其
守
丁
役
人
︑

皆
是
百
王
之
通
規
︑
曾
非
一
時
之
自
由
︑
仍
任
舊
跡
不
敢
改
易
︑︿
後

略
﹀﹂
(
※

内
は
︑
底
本
の
欠
損
箇
所
が
大
日
本
古
記
録
の
規
範
に

よ
り
校
訂
さ
れ
た
こ
と
を
表
す
)︒

(8
)
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
高
橋
康
夫
氏
﹁
平
安
京
と
そ
の
北
郊
﹂
(﹃
京

都
中
世
都
市
研
究
﹄︑
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
三
)
に
詳
し
い
考
察
が

｢左
近
の
馬
場
を
か
た
き
し
に
﹂
考

九
一



あ
る
︒
ち
な
み
に
︑﹁
右
近
馬
場
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
小
右
記
﹄
万
寿
元

年
十
二
月
二
十
六
日
条
︑
後
一
条
天
皇
の
北
野
行
幸
記
事
に
︑﹁
出
自

日
華
・
宣
陽
・
建
春
・
陽
明
門
︑
従
大
宮
大
路
北
行
︑
析
(︹
折
︺)
西
︑

従
北
辺
大
路
西
行
︑
折
北
︑
従
右
近
馬
場
北
行
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
一

条
大
路
北
・
大
宮
大
路
西
の
エ
リ
ア
に
位
置
し
︑
最
初
に
寄
進
範
囲
を

区
切
っ
た
時
点
で
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

(9
)
新
田
孝
子
氏
﹁﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
居
住
表
現
﹂
(白
井
た
つ
子
・
新
田
孝

子
﹃
蜻
蛉
日
記
の
風
姿
﹄︑
風
間
書
房
︑
一
九
九
六
)︒
以
下
︑
本
稿
に

お
い
て
新
田
氏
の
論
に
触
れ
る
場
合
は
す
べ
て
同
じ
︒

(10
)
溝
口
正
人
氏
﹁
平
安
宮
・
後
院
と
摂
関
家
住
宅
の
馬
場
殿
﹂
(﹃
日
本
建

築
学
会
計
画
系
論
文
集
﹄
第
四
四
六
号
︑
一
九
九
三
・
四
)︒

(11
)
『小
右
記
﹄
の
引
用
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹁
大
日
本
古
記
録
﹂

に
拠
る
︒

(12
)
秋
山
國
三
氏
﹁
平
安
京
に
お
け
る
宅
地
配
分
と
班
田
制
﹂
(同
志
社
大

学
人
文
科
学
研
究
所
﹃
社
会
科
学
﹄
第
三
号
︑
一
九
六
八
・
九
)
に
お

い
て
︑﹁
三
位
以
上
は
一
町
以
下
︑
五
位
以
上
半
町
以
下
︑
六
位
以
下

四
分
の
一
町
の
標
準
﹂
を
定
め
る
難
波
京
の
宅
地
班
給
規
定
が
︑
平
安

京
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
た
か
︑
あ
る
い
は
そ
の
程
度
を
標
準
と
し
た

で
あ
ろ
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

(13
)
『中
右
記
﹄
の
引
用
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹁
大
日
本
古
記
録
﹂

に
拠
る
︒

(14
)
『長
秋
記
﹄
の
引
用
は
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
﹁
増
補
史
料
大
成
﹂

に
拠
る
︒

(15
)
『
中
右
記
﹄
寛
治
六
年
五
月
三
十
日
条
の
﹁
一
条
北
辺
東
洞
院
末
小
屋

少
々
焼
亡
﹂
と
い
う
記
事
か
ら
も
︑
こ
の
あ
た
り
に
は
﹁
小
屋
﹂
が

建
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒

(16
)
『
帥
記
﹄
の
引
用
は
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
﹁
増
補
史
料
大
成
﹂
に

拠
る
︒

(17
)
朧
谷
寿
氏
﹁
賀
茂
祭
の
桟
敷
﹂
(﹃
平
安
貴
族
と
邸
第
﹄︑
吉
川
弘
文
館
︑

二
〇
〇
〇
)
︒
他
に
も
︑
一
条
大
路
に
作
ら
れ
た
桟
敷
に
つ
い
て
詳
細

な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

(18
)
嘉
保
二
年
の
桟
敷
に
つ
い
て
は
︑
桟
敷
の
北
側
に
埒
が
存
在
し
た
︑
即

ち
桟
敷
が
馬
場
内
に
作
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
否
め
な
い
が
︑
町
小

路
を
流
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
西
洞
院
川
の
問
題
も
あ
り
︑
い
ま
は
馬
場

の
東
に
隣
接
し
て
桟
敷
が
あ
っ
た
も
の
と
見
て
お
く
︒

(19
)
『
後
二
条
師
通
記
﹄
の
引
用
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹁
大
日
本
古

記
録
﹂
に
拠
る

(20
)
『
徒
然
草
﹄
引
用
は
﹁
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹂
に
よ
る
︒

(21
)
『
大
坪
本
流
馬
道
秘
書
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹁
本
式
ノ
馬
場
ハ
︑
三
百
六
十
四

間
︑
横
十
二
間
ナ
リ
﹂
と
あ
る
︒
一
応
こ
れ
を
参
考
に
す
る
と
︑
江
戸

期
の
一
間
は
凡
そ
六
尺
︑
地
域
や
時
代
に
よ
る
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
︑

こ
こ
で
は
一
間
を
便
宜
上
一
・
八

m
と
し
て
計
算
す
る
︒
そ
う
す
る

と
︑
三
百
六
十
四
間
＝
六
五
五
・
二

m
︑
十
二
間
＝
二
一
・
六

m
と

な
る
︒
こ
れ
を
平
安
京
に
当
て
は
め
る
と
︑
一
町
が
凡
そ
一
二
〇

m
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で
あ
る
か
ら
︑
馬
場
を
置
く
に
は
長
さ
が
五
町
半
ほ
ど
必
要
に
な
る
計

算
で
あ
る
︒
馬
場
殿
に
つ
い
て
は
︑﹁
競
馬
ノ
馬
場
殿
ハ
二
町
也
﹂
と

あ
る
︒
尺
貫
法
で
一
町
は
凡
そ
六
十
間
で
あ
る
か
ら
二
町
は
百
二
十
間

で
二
一
六

m
︑
平
安
京
で
は
二
町
弱
︑
ず
い
ぶ
ん
と
大
き
な
建
物
と

な
る
︒﹁
本
式
ノ
馬
場
﹂
と
い
う
の
が
ど
う
い
っ
た
も
の
を
指
す
の
か

わ
か
ら
な
い
が
︑
こ
れ
は
や
は
り
武
士
の
世
を
迎
え
て
後
の
馬
場
の
規

模
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
︑
平
安
期
の
馬
場
に
当
て
は
め
る
に
は
ふ
さ
わ

し
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
で
﹁
左
近
の
馬
場
﹂
を
一
町
半
程
度
に

推
定
し
た
こ
と
は
︑
藤
原
道
長
の
土
御
門
殿
内
に
あ
っ
た
馬
場
や
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
の
馬
場
の
大
き
さ
の
想
定
に
比
し
て
も
︑
平
安

期
の
馬
場
の
実
態
か
ら
大
き
く
か
け
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
と

考
え
る
︒

(22
)
新
田
氏
が
北
向
き
に
正
門
を
開
く
こ
と
を
﹁
異
相
﹂
と
す
る
根
拠
は
︑

﹃
大
鏡
﹄
兼
通
伝
に
見
え
る
﹁
ま
た
お
も
て
の
中
納
言
﹂
が
﹁
き
た
お

も
て
の
中
納
言
﹂
の
誤
読
・
誤
伝
で
あ
っ
て
︑
兼
通
の
第
二
子
時
光
の

邸
宅
が
北
を
正
面
と
し
た
こ
と
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
渾
名
さ
れ
た
こ
と
に

よ
る
︒
こ
れ
を
も
っ
て
氏
は
﹁
当
時
の
し
か
る
べ
き
第
宅
は
南
向
き
が

普
通
で
あ
っ
た
﹂
と
す
る
︒

(23
)
実
資
は
内
裏
か
ら
退
出
す
る
に
あ
た
り
﹁
経
大
宮
・
待
賢
明
︹
門
︺・

東
︹
洞
︺
院
西
大
路
等
﹂
を
用
い
︑
そ
の
理
由
と
し
て
﹁
湏
用
陽
明
門

大
路
︑
而
依
可
度
獄
門
︑
経
件
路
﹂
(陽
明
門
大
路
を
用
い
た
い
が
︑

獄
門
の
前
を
通
る
た
め
に
前
述
の
経
路
を
と
っ
た
)
と
書
い
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
﹁
余
自
里
亭
参
入
之
時
︑
経
待
賢
門
・
大
宮
大
路
下
︹
等
カ
︺︑

内
府
自
土
御
門
参
入
︑
用
陽
明
門
大
路
云
々
︑
無
用
意
事
也
﹂
(自
分

は
参
入
の
時

(
も
)
待
賢
門
大
路
を
経
て
大
宮
大
路
を
用
い
た
︒
内
大

臣
は
土
御
門

(邸
)
か
ら
参
入
す
る
の
に
陽
明
門
大
路
を
用
い
た
と
い

う
︒
不
用
意
な
こ
と
で
あ
る
)
と
︑
陽
明
門
大
路
を
用
い
た
教
通
を
非

難
し
て
い
る
︒

(24
)
角
田
氏
は
︑
こ
の
時
期
に
兼
家
は
東
三
條
院
に
住
み
︑
西
洞
院
大
路
を

北
上
し
一
条
大
路
経
由
で
一
条
殿
に
行
き
来
し
て
い
た
と
す
る
︒
こ
れ

に
対
し
新
田
氏
は
﹁
名
第
と
さ
れ
て
い
る
﹁
一
条
院
﹂
は
北
を
正
面
と

す
る
異
相
の
邸
第
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
な
に

ゆ
え
に
︑
手
前
の
土
御
門
大
路
な
り
正
親
町
小
路
で
左
折
し
な
い
で
︑

わ
ざ
わ
ざ
一
条
大
路
を
迂
回
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
反
駁
し
て
い
る
︒

本
稿
で
取
り
上
げ
た
古
記
録
の
例
を
見
れ
ば
︑
﹁
一
条
院
﹂
が
北
を
正

面
に
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
後
一
条
天
皇

時
代
の
﹁
一
条
院
﹂
は
寛
弘
六
年
の
焼
亡
の
後
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
の
で
︑
伊
尹
の
﹁
一
条
殿
﹂
と
門
の
配
置
が
全
く
同
じ
で
あ
る
と

い
う
確
証
は
な
い
が
︑
や
は
り
わ
ざ
わ
ざ
北
に
正
門
を
開
い
て
い
た
と

は
思
わ
れ
ず
︑
東
南
か
ら
一
条
殿
に
向
か
う
場
合
は
新
田
氏
の
言
う
よ

う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
一
条
院
へ
の
ル
ー
ト
に
限
ら

ず
︑
記
録
に
残
さ
れ
た
貴
族
の
移
動
ル
ー
ト
で
正
親
町
小
路
を
用
い
た

例
が
平
安
中
期
に
は
見
い
だ
せ
な
い
の
で
︑
公
に
は
土
御
門
大
路
が
よ

く
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
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