
琵
此
琶
桂
流
の
流
派
形
成
期
に
つ
い
て

ー
　
源
基
綱
の
琵
琶
　
-

は
じ
め
に

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
源
恭
綱
は
、
「
三
船
の
才
」
を
謳
わ
れ
た
父
・
経
信
の
跡

を
承
け
て
　
「
経
信
流
」
　
の
究
琶
を
継
ぎ
、
後
に
賛
琶
桂
痛
兢
二
代
と
さ
れ
た
。

「
経
信
流
」
「
桂
流
」
な
る
呼
称
は
無
論
後
代
の
も
の
で
、
経
信
の
琵
琶
が
然
る

べ
き
継
承
者
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
所
謂
「
院
相
方
」
と
の
違
い
が
意
識
さ

れ
た
と
き
、
「
経
信
流
」
「
桂
流
」
は
初
め
て
流
派
と
し
て
認
知
さ
れ
た
は
ず
で

あ
る
。
や
や
形
式
的
に
㌫
え
ば
、
琵
琶
柁
杭
が
成
立
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
モ

ノ
ン
ト
と
し
て
、
経
信
か
ら
基
綱
へ
の
継
承
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
継
承
が
な
っ
た
で
あ
ろ
う
時
期
に
注
目
し
て
琵
琶
桂
流
流

派
形
成
期
と
名
付
け
、
そ
こ
に
見
え
隠
れ
す
る
い
く
つ
か
の
間
題
に
立
ち
入
っ

て
み
よ
う
と
考
え
る
。

琵
琶
桂
流
流
派
形
成
期
は
、
和
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
で
の
ふ
ハ
条
藤
家
に
よ
る
伝
授

と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
り
、
こ
れ
を
探
る
こ
と
は
院
政
期
に
お
け
る
広
い
意
味
で

森
　
下
　
安
　
治

の
文
芸
の
宥
糠
の
一
端
に
迫
る
こ
と
に
架
か
っ
て
こ
よ
う
と
思
う
。
源
経
信
の

息
、
佐
相
の
兄
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
基
綱
の
生
鉦
が
語
る
も
の
の
意
味
は
思

い
の
外
に
大
き
い
と
考
え
る
。

源
基
綱
の
生
没
年
に
つ
い
て
、
ま
ず
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
点
、
最
も
日

に
触
れ
や
す
い
資
料
は
尊
卑
分
肱
と
公
卿
補
作
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
基
綱
の

没
年
に
関
す
る
両
者
の
記
述
を
取
り
立
て
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

尊
卑
分
肱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
久
四
年
(
二
一
六
)
　
没
、
6
8
歳

公
卿
補
任
　
(
永
久
五
年
条
)
　
　
　
一
二
月
三
〇
日
没
　
(
年
齢
注
記
無
)

今
、
こ
れ
に
更
に
二
つ
の
資
料
を
付
け
加
え
る
。
は
じ
め
は
中
右
記
。
承
徳

二
年
二
〇
九
八
)
一
月
二
八
日
条
に
蔵
人
些
一
人
が
補
せ
ら
れ
た
記
事
が
兄
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え
る
が
、
そ
の
剖
書
に
「
和
犬
弁
恭
綱
、
五
十
、
左
中
将
頼
通
、
十
八

る
。
中
右
記
記
主
と
基
綱
と
は
共
に
弁
官
を
勤
め
あ
げ
た
関
係
に
あ
る
し
、
こ



こ
で
基
綱
と
並
ん
で
記
さ
れ
た
顕
適
の
年
齢
の
「
十
八
」
と
い
う
具
体
性
か
ら

考
え
て
、
「
五
十
」
と
あ
る
基
綱
の
年
齢
に
は
信
を
置
い
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
藤

原
忠
実
の
日
記
・
殿
暦
の
永
久
五
年
(
二
一
七
)
　
二
月
二
二
日
条
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
。

今
日
依
物
忌
不
担
付
、
左
大
弁
舶
梱
刃
刊
、
持
来
、
(
中
略
)
叫
叫
封
珊
梱
又
怖

異
府
解
云
々
、

後
に
も
述
べ
る
が
、
永
久
四
年
(
二
一
六
)
一
月
三
〇
日
、
柿
中
納
言
の

基
綱
は
大
宰
権
伸
を
兼
ね
、
同
年
二
月
七
日
に
赴
化
し
て
い
る
か
ら
、
こ
こ

の
「
帥
死
去
府
解
」
は
基
綱
の
死
没
を
正
式
に
伝
え
て
き
た
も
の
と
見
て
誤
ら

な
い
。以

上
の
資
料
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば
、
太
宰
府
か
ら
の
碑
文
が
忠
実
の
許
に
届

い
た
永
久
五
年
に
は
、
基
綱
六
十
九
歳
と
な
る
。
逆
算
し
て
そ
の
生
年
は
、
永

承
四
年
二
〇
四
九
)
。
公
卿
補
任
永
久
五
年
条
の
一
二
月
三
〇
日
没
と
い
う
記

事
が
気
に
な
る
が
、
あ
る
い
は
前
年
の
一
二
月
三
〇
日
に
没
し
た
旨
を
出
目
き
付

け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
は
一
応
、
永
久
四
年
末
か
ら
同
五
年
初
に
か
け
て
、

ユ
ハ
十
八
歳
か
六
十
九
歳
で
没
し
た
も
の
と
見
て
お
く
。

以
下
、
本
稿
に
お
け
る
基
銅
の
年
齢
は
、
す
べ
て
永
承
四
年
二
〇
四
九
)

生
と
し
て
記
述
す
る
。

ニ

恭
綱
最
晩
年
の
逸
話
を
、
基
綱
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
中
原
有
安
の
談
話
を
集

成
し
た
胡
琴
教
録
か
ら
引
用
し
ょ
う
。
前
述
し
た
大
字
府
赴
任
に
あ
た
り
、
白

河
院
前
に
赴
任
を
奏
す
る
際
の
も
の
で
あ
る
。

白
河
院
お
ほ
せ
に
い
は
く
、
「
と
し
た
け
て
と
を
あ
り
き
心
ぼ
そ
く
お
ぼ
し

め
す
。
邦
此
琶
秘
曲
た
れ
の
人
に
つ
た
へ
を
く
ぞ
や
」
。
(
基
銅
)
中
云
「
時

佗
・
信
平
等
か
た
の
ご
と
く
邦
比
琶
を
ひ
く
と
い
ヘ
ビ
も
、
そ
の
骨
法
も
と

も
下
品
也
。
偽
不
レ
能
レ
俊
二
賞
之
一
。
生
年
十
三
歳
ノ
外
孫
女
に
そ
こ
を
は

ら
ひ
て
さ
づ
け
あ
た
ふ
所
な
り
。
い
ま
よ
り
の
ち
、
き
こ
し
め
す
べ
き
事

2

あ
ら
は
、
彼
孫
女
を
可
レ
"
‖
也
」
云
々
。
　
　
　
　
　
　
　
(
上
懸

殿
暦
等
を
見
る
と
、
基
綱
が
院
前
に
筑
紫
赴
任
を
奏
し
た
の
は
永
久
四
年
九

月
二
六
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
胡
琴
教
録
の
逸
話
も
同
じ
日
の
出
米
事

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

白
河
院
か
ら
琵
琶
の
拙
承
者
を
関
わ
れ
た
基
綱
は
、
ま
ず
「
時
俊
・
信
平
」

の
登
別
を
挙
げ
て
い
る
。
「
時
俊
」
は
基
綱
の
長
里
「
信
平
」
は
そ
の
時
俊
の

子
(
の
ち
「
尖
長
」
と
改
ん
色
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
二
人
は
こ
こ
で

「
か
た
の
ご
と
く
琵
琶
を
ひ
く
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
等
が
公
的
な
場
で

托
此
琶
を
弾
奏
し
た
記
録
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
初
琴
教
録
の
記
事

の
ほ
か
、
時
代
は
下
る
が
文
机
談
な
ど
で
も
、
時
俊
等
の
琵
琶
の
技
堤
に
対
す

る
評
価
は
一
様
に
低
い
。
そ
れ
で
も
二
人
の
名
を
一
番
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
恭
綱
の
意
識
の
う
ち
に
、
子
息
等
の
中
か
ら
後
継
者
を
探
さ
ね
ば
な

ら
な
い
何
ら
か
の
必
然
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
基
綱
以
後
の
桂
流
は
、
世
襲
が
流
派
の
存
続
を
さ
さ
え
る
基
般
首
認
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諭
さ
れ
て
い
た
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

翻
っ
て
、
基
綱
以
前
の
桂
流
の
前
身
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
ち
ら
は
必
ず
し

も
世
襲
を
原
則
と
し
な
い
。
今
、
伏
見
宮
本
琵
琶
血
脈
か
ら
試
み
に
そ
の
一
部

を
抄
出
し
よ
う
。
図
の
破
線
は
、
実
の
親
子
関
係
を
示
し
て
い
る
。

自
説
大
后
宮
植
大
夫
源
博
雅
…
…
…
…
大
蔵
大
輔
源
信
明

源
資
通
　
-
　
源
軽
信
…
…
源
基
綱
…
…
源
信
綱

賢
円
　
-
　
院
神

藤
原
日
嗣

3

藤
原
師
長

血
脈
の
、
経
信
以
埠
二
代
を
破
線
で
繋
ぐ
の
が
桂
流
、
ま
た
「
賢
円
」
以
降

の
流
れ
が
い
わ
ゆ
る
西
流
で
あ
る
。
両
者
の
比
較
に
よ
っ
て
も
、
杜
流
が
軽
信

以
後
、
原
則
的
に
宇
多
源
氏
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
る
。

し
か
し
、
経
信
以
前
に
は
こ
の
原
則
が
必
ず
し
も
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
注

意
し
て
お
き
た
い
。
世
事
は
、
院
政
期
の
持
流
に
顕
著
な
継
承
の
あ
り
方
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

三

世
襲
に
よ
る
継
承
は
、
素
朴
に
考
え
て
幾
つ
か
の
弊
害
を
生
む
。
継
承
可
能

な
人
間
が
限
ら
れ
る
だ
け
に
、
そ
の
血
筋
の
才
能
に
限
界
が
生
じ
た
と
き
流
派

は
必
然
的
に
下
降
線
を
辿
る
。
ま
た
そ
の
技
芸
を
伝
え
る
雰
囲
気
が
閉
鎖
的
に

な
る
こ
と
も
否
め
ま
い
。
中
世
に
お
け
る
「
家
」
の
芸
は
多
く
そ
う
し
た
中
で

継
承
さ
れ
て
行
く
の
だ
が
、
経
信
が
、
あ
る
意
昧
で
危
険
な
方
法
に
よ
り
技
芸

を
受
け
継
い
で
行
く
道
を
選
ん
だ
埋
両
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

記
録
に
残
る
か
ぎ
り
、
昔
族
社
会
に
お
け
る
基
綱
の
文
化
的
活
動
の
第
一
歩

は
、
管
絃
で
は
な
く
和
歌
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
恭
綱
十
九
歳
、
治
堅
二
年
(
一

〇
六
七
)
三
月
一
五
日
備
中
守
定
綱
歌
人
日
で
あ
る
。
群
書
類
従
本
の
内
題
に
は

備
中
守
定
綱
朝
臣
家
歌
合
　
(
治
壁
二
年
三
月
十
五
日
式
部
丞
基
銅
合
之

云
々
)

と
あ
り
、
こ
の
時
す
で
に
判
者
を
も
勤
め
て
い
る
か
ら
、
常
識
的
に
見
て
、
こ

れ
以
前
に
歌
壇
活
動
を
開
始
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
時
の
判
詞

は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
二
十
七
歳
・
三
十
歳
の
時
、
内
裳
歌
合
に
出

詠
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
三
十
歳
の
時
の
承
暦
二
年
二
〇

七
八
)
四
月
二
八
口
内
裳
歌
合
の
際
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
一
苗
が
次
の
歌
で
あ

る
。

九
番
　
七
夕
　
左
　
(
持
)

い
づ
れ
を
か
思
ひ
ま
す
ら
む
七
夕
は
あ
ふ
姉
し
さ
と
あ
ほ
ぬ
つ
ら
さ
れ

と
こ
ろ
が
、
経
信
集
に
は
こ
の
歌
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

在
顕
桐
集
、
代
恭
綱
作
之

七
夕

い
づ
れ
を
か
お
も
ひ
ま
す
ら
む
た
な
は
た
は
あ
ふ
う
れ
し
さ
と
あ
は
ぬ
つ
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ら
さ
と

二
〇
八
)

表
1
、
源
基
銅
の
和
歌
・
管
絃
の
活
動
一
覧

す
な
わ
ち
、
父
・
拝
信
の
代
作
で
あ
っ
た
。

基
綱
の
和
歌
・
管
絃
の
活
動
の
跡
を
一
覧
に
し
て
示
し
て
い
る
が
　
(
表
1
)
、

こ
の
時
を
境
に
和
歌
の
活
動
が
目
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
ろ
う
。
記

録
に
残
ら
な
い
活
動
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
基
綱
が
父
・
経
信
や
弟
・
俊
頼
ほ

ど
に
歌
壇
で
活
躍
し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
恭
桐
が
再
び
歌
会
の
場
に
姿

を
見
せ
る
の
は
四
十
一
歳
に
な
っ
て
か
ら
だ
が
、
こ
の
時
は
作
者
で
は
な
く
左

㈲

方
講
師
と
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
歌
壇
活
動
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
も
の
は
稀

で
あ
っ
た
。
基
鋼
が
最
晩
年
に
参
加
し
た
永
久
四
年
八
月
雲
は
寺
結
緑
経
後
室

歌
合
に
は
、
基
綱
詠
に
対
す
る
唯
一
の
判
詞
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
内
、
一
首

を
取
り
立
て
よ
う
。七

番
(
月
)
左
膵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥
殿
(
基
綱
)

年
を
へ
て
い
つ
も
な
か
む
る
秋
な
れ
ど
い
さ
ま
だ
か
か
る
つ
き
を
こ
そ
見

1
よ

.
4
.
4

右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
散
位
顕
仲
朝
臣

芯
の
ゐ
る
麓
に
今
棺
来
て
み
れ
ば
名
に
は
月
こ
そ
隠
れ
ざ
り
け
れ

左
の
　
「
い
さ
ま
だ
か
か
る
」
な
ど
よ
め
る
、
す
ぐ
れ
て
は
あ
ら
ね
ど
、

よ
み
し
り
た
り
。
右
の
「
雲
の
ゐ
る
麓
に
」
と
い
へ
る
は
、
山
の
名
に

は
あ
ら
で
、
寺
の
名
と
こ
そ
間
き
侍
れ
。
な
ほ
山
と
よ
み
て
麓
と
は
い

ひ
侍
ら
は
や
。
「
名
に
は
月
こ
そ
隠
れ
ざ
り
け
れ
」
と
よ
め
る
は
、
窮
恒

が
「
田
芸
の
島
を
わ
け
ゆ
け
ば
」
と
い
ふ
歌
に
お
な
じ
や
う
に
も
侍
る

永　 天　 大 京　 長　　　　 康 承　 嘉　　　　　 寛　 永 承承 活 年

次
久　 永　 仁 水　 治　　　　 和徳　 保　　　　　 治　 仙川f保 聴

4　3　2　4　3　2 元 2　2　元 4　3　2 元 2　3　2　8　5　3　2 元 4　3　2　2　3

六 六 六 六 六 六六 五 五 五五 五 五五 五 四四 四 四 四 四三 三 三 三二 一 年
八七 六 五 四 一〇 九七 六 四三 二一 〇 八七 六 三一 〇 九六五 〇七 九 齢

0　　　　　　　 0　　　　　　　　　　　　 0 0 内
和

歌

○　 講 棋

講 F完

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 講　　　　　　　　 ○ 仙

〇 〇 〇 〇〇　 〇 〇　　　　　　 〇 〇　　　 〇〇　 〇 内
管

絃

〇〇　 〇 〇　　　 〇　　　　 〇 〇　　　 〇　　　　　　 〇　 〇 〇 精

〇　 〇　　　 〇　　　 〇 院

〇　　　 〇 〇 他

狛 甘 離　 摘
備
考

任 肺　　　　 六　　 、一　　 五 〇　 八　　　　　　　　 ィ.㌻綱　　　 作 井　 0
地 基　　　　 十　　　　　　　 十 )　 )　　　　　　　　 は は　　　 0 士
に 絹　　　　 御　　　　　　 抑　　　　　　　　　　　 抽 付　　　　 宗
て '　　　 賀　　　　　　 上l　　　　　　　　　　　 子 歌　　　　 維

没 筑
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※
・
「
内
」
は
内
裏
、
「
摂
」
は
摂
関
家
、
「
院
」
は
仙
洞
、
「
他
」
は
そ
の
他
の
植

門
等
の
主
催
を
示
す
。

・
〇
印
は
、
和
歌
の
場
合
出
詠
を
、
管
絃
の
場
合
原
則
と
し
て
琵
琶
の
所
作
を

示
す
。



か
な
。
歌
合
の
歌
に
は
か
か
る
事
は
よ
ま
ね
は
、
左
の
勝
に
や
と
こ
そ

見
え
侍
め
れ
。

判
詞
は
、
源
俊
頼
と
の
間
係
に
お
い
て
興
味
深
い
藤
原
基
俊
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
傍
線
部
「
す
ぐ
れ
て
は
あ
ら
ね
と
、
よ
み
し
り
た
り
」
と
は
、
基
綱
詠

に
対
す
る
一
応
の
評
価
と
見
て
よ
い
と
思
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
判
詞
の
主
眼
は

専
ら
右
歌
を
粧
ず
る
体
で
あ
り
、
基
綱
は
勝
ち
を
拾
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
幾
つ
か
の
資
料
か
ら
判
断
す
る
に
、
基
綱
は
、
和
歌
で
軽
信
の
跡
を

継
ぐ
に
は
才
能
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
少
な
い
資
料
に
よ
る
判

断
に
は
危
険
が
伴
う
が
、
現
状
で
は
そ
れ
以
上
の
検
討
は
か
な
わ
な
い
。

も
う
一
度
基
綱
の
活
動
一
世
見
表
に
戻
る
と
、
更
に
も
う
一
つ
の
事
実
に
気
付

か
さ
れ
る
。
水
磨
二
年
二
〇
七
八
)
三
十
歳
の
内
裳
歌
合
以
後
、
基
綱
の
文

化
的
活
動
の
中
心
が
和
歌
か
ら
管
絃
へ
と
移
行
し
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

弟
の
俊
輔
が
、
若
年
に
お
い
て
は
箪
築
奏
者
と
し
て
の
活
動
が
主
で
あ
っ
た
こ

と
を
勘
案
す
れ
ば
、
基
綱
も
当
然
年
少
か
ら
管
絃
に
親
し
み
、
琵
琶
緒
古
を
続

け
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
爪
視
す
べ
き
は
そ
の
琵
琶
奏
者

と
し
て
の
活
動
が
三
十
歳
か
ら
三
十
五
歳
に
か
け
て
表
立
っ
て
き
た
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
が
相
歌
活
動
の
鈍
っ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
や
や

結
論
的
に
一
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
和
歌
活
動
と
管
絃
活
動
と
の
交
替
が
見
ら
れ
る

背
後
に
、
父
・
経
信
の
意
志
が
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
節
が
あ
る
。
次
節

以
降
で
そ
れ
を
検
証
し
ょ
う
と
思
う
が
、
基
綱
自
身
に
ま
と
ま
っ
た
著
作
が
残

さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
検
討
の
対
象
は
外
部
に
求
め
る
こ
と
と
な
る
。

四

こ
こ
で
一
口
元
綱
の
事
錆
か
ら
離
れ
て
、
院
政
初
期
に
宇
多
源
氏
が
置
か
れ

て
い
た
時
代
の
状
況
を
簡
単
に
さ
ら
っ
て
お
き
た
い
。

次
に
挙
げ
る
表
2
は
宇
多
源
氏
・
重
信
流
の
極
宵
・
公
卿
叙
任
年
齢
及
び
没

年
齢
を
基
綱
ま
で
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
針
見
に
よ
っ
て
、
重
信
流
の

家
勢
が
お
よ
そ
掴
め
る
と
思
う
。

表
2
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重
信
が
左
大
臣
ま
で
昇
っ
た
ほ
か
は
い
ず
れ
も
納
l
一
二
日
に
止
ま
っ
て
お
り
、
し

か
も
軽
信
ま
で
公
卿
叙
仕
の
年
齢
が
徐
々
に
上
が
っ
て
外
進
の
速
度
が
鈍
っ
て

㈲

い
る
。
賜
姓
源
氏
に
あ
り
が
ち
の
こ
と
と
は
㌫
え
、
当
の
本
人
た
ち
に
と
っ
て



は
切
実
な
間
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
間
接
的
に
示
す
言
葉
が
、
軽

信
の
日
記
・
帥
記
に
残
っ
て
い
る
。

平
日
越
中
守
公
盛
朝
臣
伝
送
殿
御
消
息
、
其
厳
旨
云
、
長
奉
送
梗
仁
和
以

後
無
遣
源
氏
例
云
々
、
若
可
右
悼
事
軌
、
又
彼
年
以
前
末
能
尋
得
革
　
令

申
云
、
表
奉
送
梗
可
被
忌
避
源
氏
之
両
所
末
加
給
也
、
若
白
不
被
宛
欺
、

事
情
、
源
氏
本
出
自
∴
商
、
何
仲
可
候
乎
、
信
大
臣
初
腸
此
姓
、
仇
共
用
此

7

例
定
性
敗
者
、

基
錮
三
十
二
歳
の
頃
の
記
事
で
あ
る
。
伊
勢
の
斎
宮
に
随
行
す
る
長
ホ
送
快

の
人
選
に
つ
い
て
、
「
殿
」
す
な
わ
ち
藤
原
師
実
が
こ
れ
に
源
氏
の
者
を
充
て
る

こ
と
の
‖
疋
非
を
経
信
に
尋
ね
た
や
り
と
り
で
あ
る
。
軽
信
の
返
答
の
l
い
、
傍
線

部
「
源
氏
本
出
自
宮
命
、
何
件
可
候
乎
」
　
の
一
一
∵
‥
葉
が
日
を
引
く
。
倍
本
義
彦
氏
も

聖

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
文
言
だ
が
、
軽
信
の
代
に
至
っ
て
も
賜
姓
源
氏
の
誇
り

が
生
き
て
い
た
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
ろ
う
。
そ
の
誇
り
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ

ど
、
れ
信
流
の
置
か
れ
た
状
況
に
軽
信
は
敏
感
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

管
絃
の
話
題
に
転
ず
る
と
、
や
は
り
基
綱
の
三
十
歳
代
前
半
期
の
帥
記
に
、

禿
要
を
事
柄
が
打
ち
続
い
て
い
る
。

先
に
そ
の
名
を
挙
げ
た
藤
原
師
実
は
ー
こ
の
時
期
に
先
立
っ
て
源
賛
通
か
ら

琵
琶
を
伝
受
し
て
い
る
が
、
基
坦
二
土
一
歳
の
承
暦
四
年
二
〇
八
〇
)
五
月

二
七
日
、
経
信
が
帥
実
の
息
・
帥
通
に
琵
琶
を
教
授
す
る
記
事
が
帥
記
に
見
え

9か
。
仙
記
は
欠
脱
が
甚
だ
し
く
、
五
経
な
時
期
を
特
定
し
か
た
い
が
、
一
応
こ

れ
が
経
信
か
ら
帥
通
へ
の
梵
琶
教
授
の
記
録
上
の
初
見
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、

帥
記
の
み
な
ら
ず
後
二
条
帥
通
記
に
も
そ
の
記
事
が
項
出
-
.
し
、
管
見
で
は
十
年

後
の
定
清
川
年
二
〇
九
〇
)
　
五
月
ふ
ハ
日
の
仲
通
の
日
記
の
記
事
ま
で
こ
の
教

授
関
係
は
続
く
。
し
か
も
こ
の
間
、
仲
通
の
任
内
大
臣
の
御
遊
で
は
、
基
綱
が

琵
琶
を
所
作
し
て
い
る
。
こ
れ
が
晴
の
席
に
お
け
る
基
綱
の
琵
琶
所
作
の
初
見

で
あ
る
。

軽
信
は
、
琵
琶
伝
受
を
通
し
て
日
間
家
と
繋
が
り
を
保
っ
て
行
け
る
こ
と
を

体
験
的
に
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
軽
信
は
、
自
分
と
同

じ
ょ
う
に
子
息
の
基
綱
も
門
間
豪
の
琵
琶
の
師
匠
に
な
れ
る
と
考
え
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
基
綱
の
琵
琶
押
き
と
し
て
の
‖
"
初
の
場
に
帥
通
の
任
内
大
臣

の
御
遊
が
選
ば
れ
た
の
も
、
以
上
の
よ
う
な
軽
信
の
配
慮
を
念
頑
に
置
く
と
理
一

解
し
や
す
い
。
ま
た
、
内
大
臣
に
任
じ
た
翌
年
、
永
保
四
年
　
(
一
〇
八
四
)
一
　
3
0

日
二
一
口
帥
通
の
大
饗
の
紳
遊
が
椎
さ
れ
る
と
・
基
綱
は
こ
こ
で
基
琶
の
所
-

作
を
仕
っ
て
い
る
。
加
え
て
亜
見
治
二
年
二
〇
八
八
)
一
二
月
一
四
日
の
帥
実

作
太
政
大
臣
の
抑
遊
に
お
い
て
は
、
軽
信
自
身
は
拍
子
を
取
っ
て
、
基
綱
に
琵

琶
所
作
を
任
せ
た
形
で
あ
っ
た
。

基
銅
が
こ
れ
以
後
琵
琶
を
表
芸
と
す
る
に
至
っ
た
埋
山
の
ひ
と
つ
に
、
こ
う

し
た
経
信
の
意
図
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

五

再
び
帥
記
に
戻
る
と
、
問
題
の
基
綱
三
十
歳
代
前
半
に
あ
た
る
承
暦
・
永
保

年
間
に
は
、
幾
つ
か
注
目
に
値
す
る
記
事
を
や
っ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
、



ホ
暦
四
年
　
二
〇
八
〇
)
　
八
月
一
四
日
条
か
ら
。

(
前
略
)
"
U
人
庄
居
突
兎
、
次
管
絃
共
等
持
来
、
主
人
　
(
藤
原
師
実
)
　
披

示
拍
子
可
取
由
於
予
、
予
維
固
辞
、
頻
披
示
、
仇
愁
取
之
、
家
綱
吹
双
調
、

予
歌
穴
童
、
次
武
徳
輿
　
今
管
絃
尤
不
便
也
、
末
代
之
事
逐
日
如
此
者
胱

印
画
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
懇
意
に
し
て
い
た
摂
関
家
の
管
絃
の
場
で
、

一
度
は
拍
子
を
取
る
こ
と
さ
え
辞
退
し
、
こ
の
よ
う
に
書
き
付
け
て
い
る
。
「
末

代
之
事
」
云
々
は
、
こ
の
頃
の
文
学
作
品
や
記
録
類
に
有
り
か
ち
な
物
言
い
と

も
チ
=
え
る
が
、
‖
ら
加
わ
っ
た
管
絃
に
つ
い
て
㌫
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の

定
型
的
な
表
現
に
託
さ
れ
た
思
い
は
想
像
以
上
に
重
い
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ

う
。
現
今
の
管
絃
に
つ
い
て
「
尤
不
便
」
と
言
い
、
「
末
代
之
事
」
と
一
㌫
っ
て
嘆

く
経
信
の
姿
を
、
我
々
は
素
直
に
受
け
取
っ
て
よ
い
。

そ
の
一
方
で
こ
の
時
期
経
信
は
、
後
に
「
西
流
」
と
呼
ば
れ
た
琵
琶
の
一
派

の
人
々
と
交
流
を
持
っ
て
い
る
。
永
保
元
年
二
〇
八
二
五
月
三
日
条
。

午
刻
許
新
中
納
言
被
米
云
、
可
来
蚊
松
者
、
仇
同
中
赴
向
、
又
左
衛
門
督

被
米
、
(
披
其
歌
五
二
人
、
)
次
春
宮
蜂
‖
兄
(
公
定
、
)
来
逢
、
又
尾
張
守
、

馬
肋
、
(
堕
削
介
子
、
琵
琶
冠
者
、
両
人
名
不
知
、
)
左
衛
門
督
披
遣
取
食

物
等
、
入
夜
帰
来
、

傍
線
部
「
琵
琶
冠
者
」
は
、
後
に
藤
頂
忠
実
・
頼
長
親
子
に
近
づ
き
、
妙
音

院
藤
原
伸
長
に
西
流
琵
琶
を
伝
授
す
る
藤
原
孝
博
で
、
こ
の
時
ま
だ
十
歳
。
し

か
し
「
究
琶
冠
者
」
の
名
は
、
実
名
以
上
に
経
信
の
興
味
を
引
い
た
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
続
い
て
、
同
年
一
〇
月
九
口
条
。

参
殿
見
参
、
了
向
刑
部
桐
鳥
丸
宅
、
解
脱
冠
直
衣
、
更
着
布
衣
、
刑
部
卿

相
其
向
六
条
大
軍
先
是
但
馬
米
持
之
故
也
、
仇
□
共
赴
状
□
人
夜
喝

坤
伏
春
釆
向
、
芸
日
日
〓
日
日
署
、
別
封
寸
相
会
宥
管
絃
事
、
又
自
近

江
守
許
送
歌
女
二
人
、
又
亭
主
細
具
□
帥
散
楽
等
外
尺
、
其
≠
強
　
今
夜
不

爺
、

.
ハ
ソ

欠
脱
が
あ
る
の
で
、
正
確
な
意
味
が
把
捉
で
き
な
い
が
傍
線
を
施
し
た
「
院

神
」
「
博
定
」
は
、
と
も
に
第
二
節
で
引
用
し
た
伏
見
宮
本
密
琶
血
脈
に
そ
の
名

の
見
え
る
西
流
の
邦
比
琶
弾
き
ど
も
で
あ
る
。
そ
の
彼
ら
と
経
信
が
「
管
絃
」
や

「
散
楽
」
に
興
じ
た
記
事
で
あ
る
。
頼
子
か
ら
し
て
、
経
信
と
琵
琶
西
流
の
人
々

と
の
交
わ
り
は
こ
れ
以
前
に
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
注
意
し
て
お
一

き
た
い
の
は
、
そ
れ
が
こ
の
時
期
に
な
っ
て
口
記
の
な
か
に
現
れ
て
く
る
こ
と
　
　
3
1

で
あ
っ
て
・
こ
れ
は
軽
信
の
西
流
ぺ
の
蕊
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
ー

る
。他

方
、
胡
琴
教
録
は
、
次
の
よ
う
な
経
信
の
一
二
=
葉
を
伝
え
る
。

院
押
(
の
琵
琶
の
撥
音
)
は
う
つ
や
う
に
き
こ
え
け
れ
ば
、
経
信
桐
は
「
供

奉
(
院
禅
)
　
に
琵
琶
う
た
せ
ん
」
と
ぞ
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
。
　
(
上
6
)

一
∵
‖
う
ま
で
も
な
く
抑
止
琶
は
「
叩
く
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
院
神
に
「
う
た

せ
ん
」
と
い
う
軽
信
の
一
∵
=
葉
の
う
ち
に
、
院
神
に
対
す
る
軽
い
あ
ざ
け
り
を
認

め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

帥
記
に
見
た
西
流
の
人
々
と
の
楽
し
げ
な
交
流
と
、
胡
琴
教
鉦
に
あ
る
院
神

へ
の
あ
ざ
け
り
と
は
、
一
見
矛
爪
す
る
よ
う
に
車
え
る
。
ま
た
、
勅
琴
教
録
が



後
に
編
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
資
料
性
を
疑
う
向
き
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
両
者
は
矛
盾
せ
ず
、
胡
琴
教
録
の
伝
え
も
無

下
に
否
定
は
で
き
な
い
と
思
う
。
胡
琴
教
鉦
の
資
料
性
か
ら
ユ
・
い
え
ば
、
た
し
か

に
西
流
に
厳
し
く
仕
流
偏
向
の
様
相
が
あ
る
が
、
逆
に
流
派
に
細
ら
れ
な
い
見

方
も
多
く
、
ま
た
記
録
類
に
よ
っ
て
そ
の
裏
付
け
を
取
る
こ
と
の
で
き
る
記
事

胸

も
あ
る
。
仮
に
こ
の
談
話
が
誤
伝
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
談
話
の
底
に
流
れ
る

「
持
流
封
西
流
」
と
い
う
意
識
ま
で
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

西
流
と
の
交
流
の
な
か
で
、
軽
信
は
侮
り
が
た
い
彼
ら
の
実
力
を
見
た
に
違

い
な
い
。
そ
れ
が
西
流
へ
の
対
抗
意
識
を
生
み
、
刷
琴
教
鎚
の
伝
え
の
よ
う
な

形
を
取
っ
て
顕
在
化
し
た
と
見
て
お
く
。
殊
に
堂
上
の
管
絃
の
衰
微
を
嘆
く
経

信
に
と
っ
て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
の
よ
う
に
、
西
流
と
の
交
流
は
軽
信
に
は
お
お
い
に
刺
激
に
な
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。

述
べ
来
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
け
ば
、
H
閃
家
と
の
磐
が
り
を
保
つ
手
段

と
し
て
の
意
味
と
、
管
絃
の
遺
そ
の
も
の
に
対
す
る
軽
信
の
危
機
感
と
が
、
経

信
か
ら
基
綱
へ
の
世
襲
に
よ
る
琵
琶
伝
授
を
支
え
た
要
因
の
一
端
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

六

無
論
、
こ
の
世
襲
に
よ
る
伝
授
の
前
提
と
し
て
、
基
綱
が
伝
授
に
準
え
得
る

力
最
を
備
え
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

文
机
談
は
「
そ
の
　
(
経
信
の
)
　
長
絹
に
て
基
銅
の
中
納
言
つ
た
へ
給
。
こ
と

の
ほ
か
に
名
誉
を
よ
び
給
は
骨
」
(
肇
一
)
と
伝
え
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
彼

の
技
佃
を
決
め
付
け
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
例
え
ば
文
机
談
は
ほ
か
に
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

(
軽
信
)
人
に
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
は
、
「
軽
信
問
絃
の
奥
義
を
さ
ぐ
リ
み
る

に
、
託
此
琶
に
は
信
手
と
い
う
一
名
あ
り
。
則
こ
れ
を
あ
ん
ず
る
に
、
刊
は

ま
か
す
と
い
う
読
あ
り
。
こ
れ
か
な
ら
ず
師
説
の
す
み
な
わ
を
た
ヾ
す
べ

き
に
あ
ら
ず
、
と
も
か
く
も
た
ゞ
世
の
興
じ
人
の
川
い
ん
に
は
し
く
べ
か

ら
ず
」
と
て
、
つ
ね
な
ら
ぬ
意
巧
の
曲
節
を
の
み
ほ
ど
こ
し
拾
。
(
中
略
)

当
道
　
(
鉦
此
琶
の
道
)
　
の
両
統
(
柁
・
西
)
　
に
わ
か
れ
け
る
事
も
こ
れ
よ
り

な
る
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
二
)

二
箇
所
の
傍
線
部
に
つ
い
て
川
村
佐
美
代
子
氏
は
、
「
手
に
ま
か
す
」
云
々
の
言

葉
は
白
楽
天
の
琵
琶
行
に
よ
る
も
の
、
「
す
み
な
わ
」
に
つ
い
て
は
「
規
範
・
手

本
」
　
の
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
軽
信
は
、
帥
説
を
改
め
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
が
、
人
々
に
好
ま
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
し
て
、
世
人
の

好
み
に
合
わ
せ
て
自
在
に
琵
琶
を
弾
い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
の

内
に
は
、
あ
る
種
の
即
興
性
を
必
要
と
す
る
経
信
流
の
梵
琶
の
特
徴
が
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
当
道
の
両
流
に
わ
か
れ
け
る
」

と
い
う
の
だ
か
ら
、
余
程
際
立
つ
演
奏
ぶ
り
で
あ
っ
た
と
見
え
る
。
そ
う
し
た

経
信
の
琵
琶
の
習
得
に
は
相
当
の
困
雉
が
伴
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
胡
琴
教

録
は
、
次
の
よ
う
に
も
伝
え
る
。
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帥
大
納
言
(
経
信
)
　
は
で
し
の
た
め
に
頗
は
ら
く
ろ
L
と
い
へ
り
。
よ
て

其
な
か
れ
つ
た
へ
な
ら
ふ
人
お
ほ
か
ら
ざ
る
も
の
を
や
。
あ
な
が
ち
に
秘

す
る
は
か
く
の
ご
と
き
の
と
が
あ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
上
1
)

晶
又
殊
院
蔵
侠
名
楽
書
も
、
経
信
に
つ
い
て
「
為
弟
子
ノ
第
一
腹
黒
」
と
記
し

て
い
を
「
は
ら
く
ろ
し
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
弟
子
に
対
す
る
経
信
の
伝
授
の

有
様
は
巌
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
雉
し
い
演
奏
法
に
加
え
て
、
経
信
の
厳
し
い

伝
授
に
堪
え
た
の
だ
か
ら
、
恭
鋼
の
琵
琶
の
力
並
は
、
や
は
り
そ
れ
な
り
に
評

価
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
う
し
た
も
ろ
も
ろ
の
要
因
が
絡
み
合
っ
て
、

軽
信
か
ら
基
綱
へ
の
伝
授
が
叶
っ
た
も
の
と
見
て
お
く
。

本
稿
第
四
m
に
掲
げ
た
表
2
に
一
尿
る
と
、
公
卿
叙
任
の
年
齢
が
経
信
と
基
綱

の
間
で
一
旦
若
返
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
間
接
的
に
は
経
信
流
の
荒
琶
の
世
襲

が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

七

基
綱
に
と
っ
て
幸
運
で
あ
っ
た
の
は
、
応
徳
三
年
二
〇
八
六
)
白
河
天
皇

の
詫
化
を
う
け
て
践
酢
し
た
堀
河
天
皇
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
応
埠
二
年
に

は
、
基
坦
二
十
八
歳
。
殿
上
の
管
絃
者
と
し
て
歩
み
始
め
て
間
も
な
い
頃
で
あ

る
。
こ
の
堀
河
天
上
の
在
位
期
間
に
多
く
の
管
絃
者
を
難
出
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、
文
机
談
は
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

堀
河
院
の
御
時
、
み
ち
の
す
た
れ
な
ん
こ
と
を
お
ほ
し
め
し
な
げ
き
て
諸

道
を
み
が
、
れ
け
り
。
(
中
略
)
京
極
大
殿
・
後
二
条
殿
・
桂
大
納
言
・
又

知
足
院
殿
な
ど
、
や
う
〈
あ
き
ら
か
な
る
錆
に
て
わ
た
ら
せ
お
は
し
ま

す
。
楽
所
に
は
大
神
の
‖
葉
∵
元
政
、
豊
原
の
時
元
、
狛
光
李
な
ど
い
ふ

物
ど
も
も
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
。
又
僧
に
は
院
禅
・
長
慶
・
党
過
な
ど
い
ふ
ほ

う
し
す
き
も
の
ま
で
も
、
あ
ふ
に
あ
へ
る
御
世
な
り
け
り
。
　
(
巻
〓

こ
こ
に
は
基
綱
の
名
は
挙
が
っ
て
い
な
い
が
、
「
あ
ふ
に
あ
へ
る
」
と
い
う
評

語
は
、
彼
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
っ
た
こ
と
と
思
う
。
こ
の
堀
河
天

皇
が
、
経
信
に
喆
琶
を
学
ん
だ
藤
原
師
通
と
政
治
的
に
連
携
し
て
い
た
こ
と
も
、

基
綱
に
と
っ
て
は
幸
い
し
た
は
ず
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
堀
河
天
皇
時
代
の
彼

の
活
動
を
共
作
的
に
記
し
留
め
た
資
料
は
多
く
は
な
い
。

こ
こ
で
三
た
び
盃
の
活
動
二
覧
表
に
戻
る
。
注
目
し
た
い
の
は
師
実
没
後
一

の
基
調
の
活
動
の
場
が
院
仙
洞
に
も
広
が
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
堀
　
3
3

河
天
皇
の
あ
と
を
受
け
た
鳥
羽
天
皇
は
幼
少
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
実
質
的
-

に
内
装
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
の
行
事
の
裳
で
白
河
院
の
影
榔
廿
力
が
働
い
て
い
た

の
だ
か
ら
、
内
葉
で
の
基
綱
の
活
動
も
、
逐
一
白
河
院
の
耳
目
に
触
れ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
一
方
、
摂
関
家
で
の
活
動
が
相
変
わ
ら
ず
続
い
て
い
る
こ
と
も
目

を
引
く
。
や
や
時
代
が
下
る
が
、
師
通
の
息
・
忠
実
の
日
記
、
殿
暦
か
ら
二
つ

の
記
事
を
引
用
す
る
。
は
じ
め
は
恭
掴
五
十
四
歳
の
頃
の
も
の
。

依
明
旦
上
表
、
示
瑚
勾
卿
、
新
大
納
言
経
実
・
左
兵
衛
督
能
実
・
右
大
弁

宗
忠
・
左
大
弁
基
掴
・
大
蔵
卿
遺
良
・
民
部
卿
俊
明
・
治
部
卿
俊
夫
・
字

間

相
中
将
忠
教
・
宰
相
中
将
家
政
等
也
、

続
い
て
、
基
綱
六
十
六
歳
の
折
の
も
の
。



今
夜
(
源
由
子
の
)
御
非
送
、
治
部
卿
基
糾
乗
車
見
物
、
極
不
党
也
、
什

T
l

人
余
家
日
日
三
司
也
、
不
可
見
物
、

記
事
の
ー
内
容
に
は
探
入
り
し
な
い
が
、
い
ず
れ
も
基
綱
と
H
聞
家
(
忠
実
)
と

の
関
係
を
拙
的
に
示
し
て
お
り
、
興
味
深
い
。

橋
本
義
彦
氏
は
白
河
院
と
摂
関
家
の
関
係
に
つ
き
、
「
終
始
対
立
・
反
撥
の
関

紗

係
」
に
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
か
が
、
対
立
関
係
に
あ
る
両
膝
門
と
基
綱
の

関
係
は
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
。

八

本
稿
第
二
節
目
頭
に
引
川
し
た
胡
琴
教
録
の
談
話
は
、
次
の
よ
う
な
一
一
号
葉
で

始
ま
っ
て
い
る
。

紋
日
河
院
御
時
尾
張
守
高
的
わ
遠
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
諸
大
夫
た
り
と
い

ヘ
ビ
も
、
威
勢
よ
に
み
ち
、
諸
人
こ
れ
を
ゆ
る
す
。
よ
て
基
綱
帥
む
こ
た

り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
上
1
5
)

高
附
為
遠
と
い
え
ば
、
白
河
院
近
臣
÷
何
階
為
家
の
息
で
、
同
じ
く
院
近
臣

と
し
て
力
を
持
っ
た
乃
葦
の
弟
に
あ
た
る
。
「
威
勢
よ
に
み
ち
、
諸
人
こ
れ
を
ゆ

る
す
」
と
は
白
河
院
の
権
勢
を
北
U
H
星
に
し
た
高
隋
氏
の
力
を
一
一
」
=
う
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
婚
姻
関
係
は
同
時
代
資
料
に
よ
る
裏
付
け
が
叶
わ
な
い
。
た
だ
、
基
綱
が

大
宰
権
細
と
し
て
筑
紫
に
下
る
時
に
「
外
孫
女
」
す
な
わ
ち
為
遠
と
基
綱
女
の

間
の
息
女
が
「
生
年
十
三
歳
」
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
誕
生
は
康
和
上
ハ
年
(
長

清
元
、
二
〇
四
)
と
な
り
、
こ
の
年
以
前
に
拍
姻
関
係
が
成
立
し
た
も
の
と

見
て
よ
い
。

ま
た
、
こ
の
翌
年
に
は
殿
歴
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

左
入
弁
(
基
舶
)
舞
取
、
仇
以
侍
タ
キ
モ
ノ
ヲ
ヤ
ル
、
左
入
弁
む
こ
但
馬

け

守
仲
恥
、

「
伸
輩
」
は
、
先
の
為
遠
の
兄
・
鞘
堂
の
息
で
、
従
っ
て
為
遠
の
甥
に
な
る
。

わ
遠
と
仲
葦
は
近
親
者
で
あ
る
し
、
姉
納
成
立
の
時
期
も
近
接
し
て
い
る
の
で
、

あ
る
い
は
胡
琴
教
鉦
が
こ
の
両
者
を
混
同
し
た
か
と
も
思
う
が
、
胡
琴
教
録
の

伝
え
は
別
に
文
机
談
に
も
載
せ
る
も
の
で
あ
る
し
、
為
遠
と
仲
輩
の
混
同
で
あ

る
と
す
る
な
ら
「
外
孫
女
」
の
生
年
が
曖
昧
に
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
基

綱
が
そ
れ
だ
け
強
く
高
僧
氏
と
結
び
つ
き
を
持
っ
た
こ
と
の
証
左
と
し
て
こ
れ
一

ら
の
事
実
を
提
示
す
る
に
止
め
て
お
く
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
動
き
が
基
桐
の
　
　
3
4

白
河
院
仙
洞
に
お
け
る
管
絃
活
動
の
開
始
時
期
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
-

し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
事
実
か
ら
考
え
て
、
恭
銅
は
摂
関
家
と
の
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
白

河
院
に
積
極
的
に
近
づ
い
て
い
っ
た
も
の
と
見
て
、
誤
ら
な
い
。

そ
う
し
て
近
づ
い
た
白
河
院
仙
洞
に
お
い
て
基
綱
が
果
た
し
た
実
務
上
の
役

割
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、
琵
琶

の
問
題
に
限
っ
て
亭
え
ば
、
仙
洞
に
お
い
て
も
彼
の
鉦
此
琶
は
そ
れ
な
り
の
地
位

を
獲
得
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

後
三
条
天
白
説
の
孫
・
源
右
仁
も
恭
綱
の
流
れ
を
汲
む
琵
琶
を
習
得
し
て
い
た

h
レ

と
い
う
し
、
白
河
院
に
新
作
の
錐
豊
里
一
面
が
奉
ら
れ
た
時
、
そ
の
試
し
を
仕
っ



た
の
も
基
銅
で
あ
っ
脊
ま
た
、
庚
和
国
年
(
二
〇
二
)
三
月
一
八
日
白
河

院
五
十
御
短
日
(
、
天
永
三
年
(
一
二
二
)
三
日
一
八
日
同
院
六
十
御
質
の
i
l

I両
度

と
も
仰
遊
で
究
琶
を
所
作
し
た
の
は
基
銅
で
あ
っ
た
。
即
興
を
旨
と
し
た
経
信

の
喆
琶
を
受
け
継
ぎ
、
基
綱
の
芸
は
賞
人
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

仙
洞
や
績
聞
家
と
の
磐
が
リ
の
な
か
で
基
綱
は
生
き
延
び
、
琵
琶
桂
流
も
生

き
延
び
た
。
旺
流
の
形
成
期
は
、
権
門
に
も
た
れ
貴
族
社
会
に
寄
生
し
、
自
家

を
保
つ
時
期
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
時
代
に
お
け
る
琵
琶
西
流
と
比

校
し
て
、
九
日
人
相
手
の
琵
琶
と
い
う
傾
向
が
桂
流
に
は
強
い
が
、
も
し
こ
れ
を

「
地
上
の
琵
琶
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
多
分
に
功
利
的
な
側
面
の
あ
っ

た
こ
と
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

基
綱
の
生
を
垣
間
見
る
こ
と
か
ら
、
い
く
つ
か
の
間
題
が
浮
上
し
て
き
た
と

思
う
。
院
政
期
に
お
け
る
托
比
琶
柁
沈
め
在
り
方
も
興
味
深
い
が
、
取
り
立
て
る

べ
き
は
そ
れ
の
み
で
な
か
ろ
う
。
兄
が
和
歌
か
ら
管
絃
へ
、
こ
れ
と
前
後
し
て

弟
が
管
絃
か
ら
和
歌
へ
と
活
動
の
中
心
を
移
し
て
行
く
事
実
は
、
院
政
初
期
の

人
々
の
認
識
の
中
で
、
和
歌
(
文
学
)
と
管
絃
(
芸
能
)
と
が
ほ
ほ
同
等
の
価

値
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
冒
頭
で
「
広
い

意
味
で
の
文
仲
.
至
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
所
以
で
あ
る
。
中
世
的
な
「
家
」
の

意
識
の
形
成
と
い
う
観
古
…
か
ら
も
、
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

な
お
、
基
綱
は
、
永
保
元
年
二
〇
八
一
)
　
か
ら
嘉
水
元
年
(
二
〇
エ
ハ
)

ま
で
の
長
き
に
わ
た
っ
て
弁
宵
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
漢
詩
文
に
も
通
じ

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
彼
の
詩
壇
に
お
け
る
活
動
の
実
態
は
必
ず
し

も
明
ら
か
で
な
い
。
中
右
記
部
知
紙
背
漢
詩
集
に
は
四
苦
の
作
品
が
あ
る
が
、

こ
れ
以
外
の
活
動
を
資
料
的
に
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
川
‖
久
維
氏
も
、

基
綱
を
「
こ
れ
ま
で
漢
詩
漢
文
の
作
品
が
一
m
も
一
首
も
、
断
片
す
ら
も
見
出

さ
れ
な
か
っ
た
人
々
」
で
あ
っ
て
、
同
薄
詩
集
に
よ
り
「
新
た
に
王
朝
漢
詩
人

の

と
し
て
知
ら
れ
る
人
々
」
一
五
六
名
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
木
米
な
ら

ば
、
和
歌
・
管
絃
に
詩
蝿
に
お
け
る
活
動
も
加
え
て
考
察
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

以
上
の
事
情
に
よ
っ
て
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
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[注]
1
、
藤
原
宗
忠
が
弁
宜
に
住
じ
た
の
は
揖
保
元
年
　
二
〇
九
四
、
同
年
基
綱
は

植
左
中
弁
を
辞
し
、
右
大
弁
に
転
ず
)
　
で
、
以
後
嘉
水
元
年
　
(
二
〇
六
)

基
納
・
宗
忠
と
も
に
権
中
納
昌
に
任
ず
る
ま
で
両
者
弁
官
に
あ
っ
た
。

2
、
胡
琴
教
録
の
引
用
は
、
以
下
す
べ
て
群
許
類
従
に
よ
る
。
机
し
、
表
記
は

私
に
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

3
、
抄
出
は
、
『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
士
‖
集
成
一
』
　
(
国
士
‖
寮
叢
刊
)
　
に
よ
る
。

4
、
和
歌
の
引
用
は
、
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

5
、
亜
見
治
三
年
二
〇
八
九
)
　
八
月
二
三
日
庇
中
大
真
人
后
㌫
小
見
子
扇
歌
合
。

な
お
、
こ
れ
が
弟
・
俊
轍
の
情
の
歌
合
へ
の
初
狩
詠
で
あ
る
。



6
、
諸
書
に
説
か
れ
る
こ
と
だ
が
、
例
え
ば
橋
本
義
彦
氏
F
源
通
弾
〓
人
物
叢

書
)
　
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

賞
種
性
は
世
代
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
希
薄
と
な
る
の
は
当
然
の
理
で
あ

る
。
実
際
、
嵯
峨
か
ら
光
孝
ま
で
の
緒
源
氏
で
は
、
公
卿
に
列
し
た
も

の
も
多
く
は
二
代
ど
ま
り
で
、
そ
の
後
は
宮
廷
社
会
か
ら
急
速
に
姿
を

消
し
て
い
っ
た
。
(
三
頁
)

7
、
承
唐
四
年
二
〇
八
〇
)
　
九
月
九
日
条
。

8
、
橋
本
氏
注
6
吾
他
、
『
平
安
葉
族
社
会
の
研
究
』
　
『
平
軍
渠
竺
に
も
所
引
。

9
、
帥
記
・
同
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(
前
略
)
次
退
出
了
間
、
自
大
将
御
許
被
示
云
、
白
地
可
立
信
者
、
詣

向
室
町
、
有
琵
琶
事
、
(
以
下
略
)

1
0
、
永
保
三
年
二
〇
八
三
)
一
月
二
六
日
の
こ
と
　
(
御
遊
抄
)
。

1
1
、
な
お
、
新
夜
鶴
抄
に
は
、
こ
の
孝
博
が
幼
時
藤
原
孝
清
を
通
じ
て
基
綱
と

出
会
う
興
味
探
い
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、

帥
記
の
「
証
此
琶
冠
者
」
と
あ
わ
せ
て
注
意
さ
れ
る
。

堕
　
小
論
「
胡
琴
教
録
の
基
礎
的
問
題
」
　
(
国
文
学
致
一
叫
l
 
O
‥
王
参
照
。

堕
　
例
え
ば
胡
琴
教
録
に
は
、
藤
原
孝
博
の
死
没
墜
肌
に
、
藤
原
師
長
が
病
床

の
孝
博
を
見
舞
う
記
事
が
見
え
る
(
上
1
1
)
。
そ
の
場
で
交
わ
さ
れ
た
両
者
の

会
話
の
雰
囲
気
が
か
な
り
異
な
る
が
、
宇
税
記
抄
・
仁
平
四
年
(
二
五
四
)

二
月
一
一
日
条
に
、
や
は
り
師
長
が
余
命
い
く
ぱ
く
も
な
い
孝
博
を
訪
う
こ

と
が
見
え
る
　
(
孝
博
は
同
一
四
日
に
没
)
。

1
4
、
岩
佐
美
代
子
氏
『
校
注
文
机
談
』
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

B
、
青
木
千
代
子
氏
「
立
殊
院
所
蔵
快
名
楽
吾
と
膿
源
紗
」
　
(
同
語
国
文
第
五
二

巻
九
号
)
　
の
翻
刻
に
よ
る
。

1
6
、
康
和
四
年
二
一
〇
二
)
　
九
月
一
六
日
条
。

1
7
、
永
久
二
年
二
　
二
四
)
　
四
月
二
二
日
条
。

墜
　
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
三
五
頁
。

1
9
、
長
治
二
年
二
一
〇
五
)
一
〇
月
三
日
条
。

輿
　
胡
琴
教
銀
上
堕
　
伏
見
宮
本
文
机
談
巻
二
な
ど
。

里
　
中
右
記
・
永
久
二
年
(
二
一
四
二
二
月
六
日
条
。

輿
　
『
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究
　
下
』
第
二
十
二
葦
第
二
節
。

-
　
も
り
し
た
・
よ
う
じ
、
広
島
大
学
文
学
部
助
手
-
-
-
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