
は
じ
め
に

宇
多
天
皇
か
ら
堀
河
天
皇
に
及
ぶ
十
五
代
の
御
代
、
約
二
百
年
の
天
皇
家
と
藤
原
氏
の
歴
史

を
編
年
体
形
式
で
綴
っ
て
ゆ
く『
栄
花
物
語
』は
四
十
巻
で
構
成
さ
れ
る
大
部
な
物
語
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
四
十
巻
も
巻
三
十
ま
で
の
正
編
と
、
そ
の
後
の
十
巻
分
の
続
編
か
ら
な
り
、
作
者

も
成
立
年
次
も
異
な
る
と
み
て
よ
い
。
正
編
は
、
巻
一
「
月
の
宴
」
で
宇
多
・
醍
醐
・
朱
雀
三

代
の
天
皇
の
簡
略
な
記
事
を
配
し
た
後
、
村
上
天
皇
即
位
の
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
四
月
よ
り

本
格
的
な
編
年
体
形
式
で
の
叙
述
が
始
ま
る
。
天
皇
家
と
外
戚
関
係
を
結
ぶ
北
家
藤
原
氏
を
順

次
描
出
、
次
第
に
所
謂
「
九
条
流
」
が
屹
立
し
、
や
が
て
道
長
が
政
権
を
把
握
し
て
繁
栄
す
る

さ
ま
が
詳
述
さ
れ
、
巻
三
十
「
鶴
の
林
」
に
至
っ
て
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
十
二
月
の
道
長

薨
去
と
、
道
長
喪
失
を
惜
し
む
翌
年
の
記
事
に
よ
っ
て
正
編
は
閉
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
正
編

は
約
百
四
十
年
を
叙
述
の
範
囲
と
し
、
後
編
は
そ
れ
に
続
く
約
六
十
年
を
描
く
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
正
編
の
中
で
道
長
が
政
治
的
な
権
力
を
確
立
す
る
ま
で
の
物
語
の
叙
述
方
法
を
検

討
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
巻
一
「
月
の
宴
」
か
ら
巻
四
「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」

ま
で
を
範
囲
と
す
る
。む
ろ
ん
、道
長
が
十
全
な
政
治
的
権
力
を
手
中
と
す
る
の
は
、そ
の
女
・

彰
子
が
一
条
天
皇
と
の
間
に
な
し
た
敦
成
親
王
が
後
一
条
天
皇
と
し
て
践
祚
す
る
長
和
五
年

（
一
〇
一
六
）
一
月
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
記
事
は
『
栄
花
物
語
』
で
は

巻
十
二
「
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
」
に
位
置
す
る
。
し
か
し
、
巻
一
〜
十
二
ま
で
を
考
察
の
範
囲
と

す
る
場
合
、
そ
の
中
で
さ
ら
に
巻
を
下
位
分
類
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
、

ひ
と
ま
ず
は
巻
四
ま
で
を
対
象
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
複
数
の

巻
を
縦
断
し
た
検
討
に
よ
っ
て
、
一
巻
ご
と
の
検
討
で
は
捉
え
に
く
い
叙
述
の
方
法
を
読
み
取

っ
て
ゆ
く
試
み
と
し
た
い
。

一

系
譜
紹
介
に
お
け
る
選
択

ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
が
、『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
道
長
に
至
る
九
条
流
の
系
譜
紹

介
の
妙
で
あ
る
（
論
旨
理
解
の
補
助
の
た
め
、
略
系
図
を
提
示
し
た
）。

巻
一
「
月
の
宴
」
は
、
そ
の
冒
頭
、
宇
多
・
醍
醐
天
皇
の
簡
単
な
記
事
の
後
に
「
そ
の
こ
ろ

の
太
政
大
臣
」
と
し
て
藤
原
基
経
を
物
語
に
呼
び
込
む
が
、
す
ぐ
に
そ
の
子
息
た
ち
の
記
事
に

移
る
。そ

の
基
経
の
大
臣
、
男
君
四
人
お
は
し
け
け
り
。
太
郎
は
時
平
と
聞
え
け
り
。
左
大
臣

ま
で
な
り
た
ま
ひ
て
、
三
十
九
に
て
ぞ
う
せ
た
ま
ひ
に
け
る
。
二
郎
は
仲
平
と
聞
え
け

る
、
左
大
臣
ま
で
な
り
た
ま
ひ
て
、
七
十
一
に
て
う
せ
た
ま
ひ
に
け
り
。
三
郎
、
兼
平
と

聞
え
け
る
、
三
位
ま
で
ぞ
お
は
し
け
る
。
四
郎
忠
平
の
大
臣
ぞ
、
太
政
大
臣
ま
で
な
り

た
ま
ひ
て
、
多
く
の
年
ご
ろ
過
ぐ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。（
巻
一
〔
四
〕
（
注
1
））

し
か
も
、
基
経
の
四
人
の
子
息
の
う
ち
、
兼
平
の
み
は
大
臣
に
至
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
が

示
さ
れ
、
実
質
的
に
時
平
・
仲
平
・
忠
平
の
三
兄
弟
が
別
格
の
存
在
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
こ

と
に
な
る
。

続
い
て
村
上
天
皇
が
描
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
臣
下
は
こ
の
三
兄
弟
す
べ
て
で
は

な
く
、「
た
だ
今
の
太
政
大
臣
」
と
忠
平
の
み
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
再
び
そ
の
子
息
た
ち
の

記
事
が
置
か
れ
る
。

太
郎
は
今
の
左
大
臣
に
て
、
実
頼
と
聞
え
て
、
小
野
宮
と
い
ふ
所
に
住
み
た
ま
ふ
。
二

郎
は
右
大
臣
に
て
、
師
輔
の
大
臣
、
九
条
と
い
ふ
所
に
住
み
た
ま
ふ
。
三
郎
の
御
有
様

お
ぼ
つ
か
な
し
。
四
郎
、
師
氏
と
聞
え
け
る
、
大
納
言
ま
で
ぞ
な
り
た
ま
ひ
け
る
。
五
郎
、

師
尹
の
左
大
臣
と
聞
え
て
、
小
一
条
と
い
ふ
所
に
住
み
た
ま
ふ
。（
巻
一
〔
七
〕）

『
栄
花
物
語
』
の
叙
述
方
法

―
―
道
長
政
権
成
立
ま
で
の
道
筋
―
―

小

島

明

子
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忠
平
の
五
人
の
子
息
で
は
、
履
歴
が
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
三
郎
、
お
よ
び
大
納
言
止
ま
り
で

あ
っ
た
四
郎
・
師
氏
の
二
人
と
、
他
の
三
人
の
間
に
は
や
は
り
峻
別
が
働
い
て
い
て
、
後
者
三

人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
流
れ
の
由
来
と
な
る
邸
宅
の
名
が
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
こ

の
後
の
く
だ
り
で
は
、
実
頼
・
師
輔
・
師
尹
の
子
女
が
紹
介
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
が

描
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
の
巻
に
お
い
て
は
、
師
輔（
九
条
殿
）の
三
人
の
子
息
で
あ
る
伊
尹
・
兼
通
・
兼
家
、

そ
し
て
兼
家
の
三
人
の
子
息
で
あ
る
道
隆
・
道
兼
・
道
長
が
物
語
に
登
場
し
て
く
る
。
つ
ま
り

系
図
に
お
い
て
人
名
を

で
囲
っ
て
示
し
た
ご
と
く
、
各
世
代
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
三
人
が

選
択
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
史
実
の
官
職
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
を
看
過

せ
ず
掬
い
上
げ
た
の
は
『
栄
花
物
語
』
の
方
法
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

『
栄
花
物
語
』
の
後
続
の
歴
史
物
語
『
大
鏡
』
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
点
を
よ
く
理
解
し
て
い

た
と
思
わ
れ
、
以
下
の
記
載
を
な
し
て
い
る
（〔
一
四
一
〕
（
注
2
））。

昭
宣
公
の
御
君
達
、「
三
平
」
と
聞
こ
え
さ
す
め
り
し
に
、
こ
の
三
所
を
ば
「
三
道
」
と

や
世
の
人
申
し
け
む
、
え
こ
そ
う
け
た
ま
は
ら
ず
な
り
に
し
か
、
と
て
ほ
ほ
ゑ
む
。

昭
宣
公
（
基
経
）
の
御
君
達
（
時
平
・
仲
平
・
忠
平
）
を
巷
間
で
「
三
平
」
と
呼
ぶ
の
に
対
し

て
、
な
ぜ
道
隆
・
道
兼
・
道
長
の
兄
弟
を
「
三
道
」
と
言
わ
な
い
の
か
と
世
継
が
語
る
く
だ
り

で
あ
る
（
注
3
）。
こ
の
『
大
鏡
』
記
事
の
背
後
に
は
、『
栄
花
物
語
』
が
四
世
代
に
わ
た
っ
て
、
各
世

代
三
人
に
の
み
焦
点
を
あ
て
る
と
い
う
叙
述
に
お
け
る
選
択
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
透
け
て
見

え
、
歴
史
物
語
間
の
叙
述
方
法
の
継
承
も
窺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。

二

伊
尹
・
兼
通
・
兼
家
の
世
代

一
章
で
は
『
栄
花
物
語
』
の
系
譜
上
の
選
択
の
あ
り
方
を
見
て
き
た
が
、
本
章
で
は
史
実
の

配
置
に
目
を
転
じ
る
。
史
実
の
配
列
は
、
す
な
わ
ち
時
間
的
な
描
写
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

『
栄
花
物
語
全
注
釈
（
注
4
）』『

新
全
集
』
な
ど
が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
史
実
の
年
次
と
相
違
さ

せ
た
り
、
類
似
の
記
事
を
集
約
さ
せ
た
り
と
い
う
方
法
が
多
く
採
用
さ
れ
、
後
者
は
「
同
類
項

集
約
方
式
」
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
章
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
時
間
的
な
描
写
の
問
題

を
中
心
に
『
栄
花
物
語
』
の
叙
述
の
方
法
と
そ
の
意
味
を
考
察
す
る
。

九
条
殿
す
な
わ
ち
師
輔
の
子
息
た
ち
の
世
代
を
取
り
上
げ
る
と
、
物
語
に
特
筆
さ
れ
る
伊

尹
・
兼
通
・
兼
家
の
三
兄
弟
は
、
い
ず
れ
も
武
蔵
守
経
邦
女
・
盛
子
を
母
と
す
る
。
長
男
・
伊

尹
は
女
・
懐
子
を
冷
泉
天
皇
に
配
し
、
師
貞
親
王
（
の
ち
の
花
山
天
皇
）
・
宗
子
内
親
王
・
尊

子
内
親
王
を
得
て
い
る
が
、
懐
子
に
関
わ
る
『
栄
花
物
語
』
の
記
載
は
、
史
実
の
年
次
と
比
べ

る
と
齟
齬
が
少
な
く
な
い
。

例
え
ば
、
懐
子
の
入
内
時
期
で
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
巻
一
で
、
康
保
四
年
（
九
六
七
）

五
月
の
冷
泉
天
皇
の
践
祚
を
描
く
巻
一
〔
五
一
〕
記
事
の
や
や
後
に
、「
今
年
は
年
号
か
は
り

て
安
和
元
年
と
い
ふ
」〔
五
七
〕
と
記
さ
れ
、
そ
の
二
月
に
懐
子
の
入
内
記
事
〔
五
八
〕
が
続

い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
史
実
で
は
、
応
和
二
年
（
九
六
二
）
の
『
応
和
二
年
三
月
資
子
内
親
王

歌
合
』
に
「
御
息
所
懐
子
」
の
作
者
名
で
歌
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
懐

子
は
冷
泉
天
皇
が
東
宮
で
あ
っ
た
時
期
に
既
に
入
侍
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
に
位
置
す
る
巻
一
〔
七
七
〕
で
は
懐
子
所
生
の
二
人
の
内
親

王
が
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
る
が
、
こ
れ
も
史
実
と
は
相
違
す
る
点
を
複
数
含
む
。

摂
政
殿
（
伊
尹
…
稿
者
注
）
の
女
御
と
聞
ゆ
る
は
、
東
宮
（
師
貞
親
王
…
稿
者
注
）
の
御

母
女
御
に
お
は
す
、
そ
の
御
一
つ
腹
に
、
女
宮
二
所
生
れ
た
ま
ひ
に
け
り
。
さ
れ
ど
女
一

の
宮
は
ほ
ど
な
く
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
女
二
の
宮
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
。
そ
れ
は
院（
冷

泉
院
…
稿
者
注
）
の
位
に
お
は
し
ま
し
し
を
り
な
ら
ね
ど
、
後
に
生
れ
た
ま
へ
る
、
い
み

じ
う
う
つ
く
し
げ
に
光
る
や
う
に
て
お
は
し
ま
し
け
り
。

『
栄
花
物
語
』
の
書
き
ぶ
り
で
は
、
女
一
の
宮
・
宗
子
内
親
王
は
、
女
二
の
宮
・
尊
子
内
親
王

よ
り
早
く
世
を
去
っ
た
と
読
め
る
。
と
こ
ろ
が
史
実
で
は
、
宗
子
内
親
王
は
寛
和
二
年
（
九
八

六
）
七
月
に
二
十
三
歳
で
薨
去
、
尊
子
内
親
王
は
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
五
月
二
十
歳
で
薨
去

し
て
い
て
、『
栄
花
物
語
』
の
記
す
順
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
尊
子
内
親
王
は
康
保
三
年
（
九

六
六
）
生
ま
れ
で
あ
る
の
で
、『
栄
花
物
語
』
が
記
す
よ
う
に
冷
泉
天
皇
が
退
位
し
た
後
の
誕

生
で
は
な
く
、
東
宮
時
代
の
誕
生
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
人
の
内
親
王
の
誕
生
年
か
ら
、
先
に
言

及
し
た
懐
子
の
入
侍
は
、
冷
泉
天
皇
が
東
宮
で
あ
っ
た
時
と
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

時
平

実
頼

頼
忠

仲
平

伊
尹

道
隆

伊
周

兼
平

兼
通

道
兼

基
経

忠
平

師
輔

兼
家

道
長

師
氏

師
尹

小 島 明 子
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こ
れ
ら
の
『
栄
花
物
語
』
の
記
載
と
史
実
と
の
差
異
に
つ
い
て
は
稿
者
な
り
に
考
え
て
み
た

が
、
明
確
な
理
由
付
け
や
そ
の
効
果
を
未
だ
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
あ
る
い
は
、

こ
う
し
た
年
次
の
不
整
合
は
、『
栄
花
物
語
』
が
拠
る
と
こ
ろ
の
原
資
料
の
不
備
あ
る
い
は
作

者
の
誤
認
と
見
な
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
稿
者
は
否
と
い
う
思
い

を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
根
拠
の
一
つ
に
は
、
女
の
入
内
に
関
わ
る
兼
通
・
兼
家
の
描
か
れ
方
が
挙
げ
ら
れ
る
。

兼
家
は
そ
の
長
女
・
超
子
を
冷
泉
天
皇
に
入
内
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は
『
栄
花
物
語
』
で
は
先
に

引
用
し
た
記
事
の
少
し
前
の
〔
七
六
〕
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。

（
兼
家
に
は
…
稿
者
注
）
姫
君
二
所
お
は
す
。
た
だ
今
の
東
宮
（
師
貞
親
王
…
稿
者
注
）

は
児
に
お
は
し
ま
す
、
内
（
円
融
天
皇
…
稿
者
注
）
に
は
堀
河
の
女
御
（
兼
通
女
・

子

…
稿
者
注
）
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
、
競
ひ
た
る
や
う
な
り
と
て
、
冷
泉
院
に
こ
の
姫
君
を
参

ら
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
お
し
た
が
へ
た
る
こ
と
に
世
の
人
申
し
思
へ
り
。

史
実
で
は
超
子
の
入
内
は
安
和
元
年
（
九
六
八
）
十
月
、
同
年
十
二
月
に
は
女
御
と
な
っ
て
い

て
、『
栄
花
物
語
』の
当
該
記
事
の
年
次
よ
り
三
年
前
、
す
な
わ
ち
冷
泉
天
皇
在
位
時
で
あ
る
。

一
方
の
兼
通
の
女
・

子
の
円
融
天
皇
入
内
は
、『
栄
花
物
語
』
で
は
〔
七
三
〕
記
事
に
あ

る
が
、
こ
れ
は
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
を
描
く
箇
所
で
あ
る
。

帝
（
円
融
天
皇
…
稿
者
注
）、
御
年
十
三
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
御
元
服
の
事
あ

り
け
り
。
…
…
兼
通
と
聞
ゆ
、
こ
の
ご
ろ
宮
内
卿
と
聞
ゆ
、
そ
の
姫
君
参
ら
せ
た
て
ま
つ

り
た
ま
ふ
。
摂
政
殿（
伊
尹
…
稿
者
注
）の
姫
君
た
ち
は
、
ま
だ
い
と
幼
く
お
は
す
れ
ば
、

え
参
ら
せ
た
ま
は
ず
、
い
と
心
も
と
な
く
、
口
惜
し
く
思
さ
る
べ
し
。

子
の
入
内
は
、
実
際
に
は
天
禄
四
年
（
九
七
三
）
二
月
で
、
こ
れ
は
伊
尹
が
薨
去
し
、
兼
通

が
摂
政
と
な
っ
た
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
十
一
月
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。

両
者
と
も
小
さ
な
年
次
の
相
違
で
あ
る
が
、
二
箇
所
を
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
次
兄
の
兼
通
に

配
慮
し
て
、
女
を
円
融
天
皇
で
は
な
く
、
退
位
し
た
冷
泉
院
に
入
内
さ
せ
た
兼
家
と
、
長
兄
の

伊
尹
へ
の
気
遣
い
は
一
切
な
く
、
円
融
天
皇
に
い
ち
早
く
女
を
入
内
さ
せ
た
兼
通
と
い
う
『
栄

花
物
語
』
の
人
物
造
型
の
対
照
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
。
実
際
は
正
反
対
で
、
兼
家
は
冷

泉
天
皇
の
在
位
中
に
野
心
を
持
っ
て
女
を
入
内
さ
せ
、
兼
通
は
伊
尹
の
薨
去
を
待
っ
て
よ
う
や

く
女
を
円
融
天
皇
に
入
内
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
年
次
の
組
み
替
え
は
、
巻
二
「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
に
点
在
す
る
兼
通
・
兼

家
の
人
物
造
型
（
注
5
）と
も
合
致
し
、
一
貫
し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
延
長
三
年
（
九
二

五
）
生
の
兼
通
と
、
四
歳
年
少
の
兼
家
が
熾
烈
な
政
権
闘
争
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
は
歴
史
的
事

実
で
あ
る
の
だ
が
、『
栄
花
物
語
』の
描
写
か
ら
受
け
る
印
象
は
や
や
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

以
下
そ
れ
を
追
っ
て
み
た
い
。

天
禄
四
年
（
九
七
三
）
を
描
く
巻
二
〔
六
〕
記
事
で
は
、
兼
家
も
次
女
・
詮
子
の
円
融
天
皇

入
内
を
考
え
る
も
の
の
、「
中
宮
（
兼
通
女
・

子
…
稿
者
注
）
か
く
て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
へ

ば
、
つ
つ
ま
し
く
思
さ
る
る
な
る
べ
し
」
と
兼
通
に
遠
慮
す
る
姿
が
描
写
さ
れ
る
。
こ
れ
は
先

の
箇
所
と
ま
っ
た
く
同
様
の
姿
勢
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
翌
年
、〔
九
〕記
事
で
は
、
重
ね
て
兼
家
の
望
み
が
以
下
の
ご
と
く
描
出
さ
れ
る
。

東
三
条
殿
（
兼
家
…
稿
者
注
）
は
、
な
ほ
い
か
で
こ
の
中
姫
君
（
詮
子
…
稿
者
注
）
を
内

に
参
ら
せ
ん
、
い
ひ
も
て
ゆ
け
ば
何
の
恐
ろ
し
か
る
べ
き
ぞ
と
思
し
と
り
て
、
人
知
れ
ず

思
し
い
そ
ぎ
け
り
。
…
…
さ
る
べ
き
仏
神
の
御
催
し
に
や
、
東
三
条
殿
、
な
ほ
い
か
で
今

日
明
日
も
こ
の
女
君
参
ら
せ
ん
な
ど
思
し
た
つ
と
、お
の
づ
か
ら
大
殿（
兼
通
…
稿
者
注
）

聞
こ
し
め
し
て
、「
い
と
め
ざ
ま
し
き
こ
と
な
り
。
中
宮
（

子
…
稿
者
注
）
の
か
く
て

お
は
し
ま
す
に
、
こ
の
大
納
言
（
兼
家
…
稿
者
注
）
の
か
く
思
ひ
か
く
る
も
あ
さ
ま
し
う

こ
そ
。
い
か
に
よ
ろ
づ
に
わ
れ
を
呪
ふ
ら
ん
」
な
ど
い
ふ
こ
と
を
さ
へ
、
つ
ね
に
の
た
ま

は
せ
け
れ
ば
、
大
納
言
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
思
し
絶
え
て
、
さ
り
と
も
お
の
づ
か
ら
と
お

ぼ
し
け
り
。

二
箇
所
の
傍
線
部
に
描
か
れ
る
兼
家
の
野
心
は
、
波
線
部
の
よ
う
に
「
さ
る
べ
き
仏
神
の
御
催

し
」
に
よ
る
も
の
と
し
て
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ま
れ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
点
線
を
付
し
た
兼
通

の
警
戒
の
言
葉
は
激
烈
で
あ
り
、
兼
家
は
時
期
を
待
つ
だ
け
の
消
極
的
な
有
様
が
描
か
れ
る
。

『
栄
花
物
語
』
の
こ
の
兼
家
像
は
、
そ
の
妻
の
手
に
な
る
『
蜻
蛉
日
記
』
が
描
く
磊
落
な
兼
家

像
、
歴
史
物
語
『
大
鏡
』
・
説
話
集
『
古
事
談
』『
続
古
事
談
（
注
6
）』

な
ど
が
描
き
出
す
不
遜
な
兼

家
像
と
は
異
質
な
人
物
造
型
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
、
渡
瀬
茂
氏
（
注
7
）・

福
長
進
氏
（
注
8
）の

論
が
実
に
説
得
的
で
、
政
治
的
意
欲
を
む
き
出
し
に
し
た
兼
通
と
、
そ
れ
が
稀
薄

な
兼
家
と
い
う
対
比
構
図
が
ま
さ
し
く
読
み
取
れ
る
。

歴
史
的
に
は
、
こ
の
後
、
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
十
月
、
兼
通
に
よ
る
兼
家
の
治
部
卿
へ
の

降
格
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
栄
花
物
語
』
も
史
実
通
り
に
展
開
す
る
。
た
だ
し
、
円
融

天
皇
に
兼
家
の
野
心
を
讒
奏
す
る
以
下
の
兼
通
の
言
葉
は
、
先
に
挙
げ
た
他
作
品
に
は
見
ら
れ

ず
、『
栄
花
物
語
』
独
自
の
も
の
で
あ
る
。

〇
「
東
三
条
の
大
将
（
兼
家
…
稿
者
注
）
は
、『
院
の
女
御
（
超
子
…
稿
者
注
）、
男
御
子
生

み
た
ま
へ
。
世
の
中
か
ま
へ
ん
』
と
こ
そ
言
ふ
な
れ
」〔
一
〇
〕

〇
「
こ
の
右
大
将
兼
家
は
、
冷
泉
院
の
御
子
（
居
貞
親
王
…
稿
者
注
）
を
持
ち
た
て
ま
つ
り

て
、
と
も
す
れ
ば
こ
れ
を
こ
れ
を
と
言
ひ
思
ひ
、
祈
り
を
す
る
こ
と
」〔
一
四
〕

こ
う
し
て
『
栄
花
物
語
』
に
は
、
猜
疑
心
が
強
く
腹
悪
し
き
兼
通
と
、
忍
従
の
兼
家
の
人
間
像

が
刻
ま
れ
た
後
、
同
年
十
一
月
の
「
兼
通
薨
去
」
と
、
薨
去
直
前
の
兼
通
の
奏
上
に
よ
っ
て
実

現
し
た
「
頼
忠
の
関
白
就
任
」
が
続
く
。
翌
天
元
十
年
（
九
七
八
）
十
月
の
除
目
で
は
、
兼
家
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も
政
治
的
に
復
権
を
果
た
し
、
右
大
臣
と
な
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
『
栄

花
物
語
』
も
史
実
に
即
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
兼
家
復
権
の
理
由
を
「
太
政
大
臣
（
頼
忠
…

稿
者
注
）
た
び
た
び
奏
し
た
ま
ひ
て
」
と
「
こ
れ
は
た
だ
仏
神
の
し
た
ま
ふ
と
思
さ
る
べ
し
」

と
の
ご
と
く
、
頼
忠
の
助
力
と
神
仏
の
加
護
の
二
つ
を
挙
げ
る
の
は
、
や
は
り
『
栄
花
物
語
』

（〔
一
八
〕）
特
有
の
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
九
条
流
」
の
伊
尹
・
兼
通
・
兼
家
の
三
兄
弟
で
は
兼
家
が
生
き
残
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
後
は
、「
小
野
宮
流
」
の
頼
忠
と
の
政
治
的
角
逐
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と

は
十
分
予
測
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
延
長
七
年
（
九
二
九
）
生
の
兼
家
に
対
し
て
、
頼
忠
は
五

歳
年
上
で
あ
り
、
当
代
の
円
融
天
皇
は
、
兼
家
の
三
十
歳
年
少
で
あ
る
。

こ
の
頼
忠
の
描
写
に
関
し
て
も
、『
栄
花
物
語
』
の
叙
述
の
鍵
の
一
つ
と
な
る
の
は
、
ま
た

し
て
も
時
間
的
な
作
為
で
、
そ
の
第
一
が
、
円
融
天
皇
後
宮
へ
の
女
の
入
内
で
あ
る
。
兼
通
亡

き
後
、
円
融
天
皇
の
後
宮
に
は
兼
通
女
・

子
が
中
宮
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
が
、
史
実
上
は

次
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
る
。

①
天
元
元
年
（
九
七
八
）
四
月

頼
忠
女
・
遵
子

入
内

②
天
元
元
年
（
九
七
八
）
八
月

兼
家
女
・
詮
子

入
内

③
天
元
二
年
（
九
七
九
）
六
月

兼
通
女
・

子

崩
御

ま
ず
は
上
位
者
の
関
白
・
太
政
大
臣
の
頼
忠
の
女
が
入
内
し
、
続
い
て
右
大
臣
兼
家
の
女
が
そ

の
後
塵
を
拝
す
る
と
い
う
自
然
な
流
れ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
『
栄
花
物
語
』
は
、
こ
の
順
番
を
組
み
替
え
て
①
を
②
③
の
後
ろ
に
置
く
。
そ
の

結
果
、
③
中
宮
・

子
の
崩
御
記
事
（
巻
二
〔
二
一
〕）
の
前
に
、
以
下
の
②
詮
子
入
内
記
事

〔
一
九
〕
の
み
が
残
る
こ
と
と
な
っ
た
。

大
殿
（
頼
忠
…
稿
者
注
）
の
、
姫
君
を
こ
そ
、
ま
づ
と
思
し
つ
れ
ど
、
堀
河
殿
（
兼
通
…

稿
者
注
）
の
御
心
を
思
し
は
ば
か
る
ほ
ど
に
、
右
大
臣
（
兼
家
…
稿
者
注
）
は
つ
つ
ま
し

か
ら
ず
思
し
た
ち
て
、
参
ら
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
、
こ
と
わ
り
に
見
え
た
り
。
…
…
中

宮
を
か
く
つ
つ
ま
し
か
ら
ず
、
な
い
が
し
ろ
に
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
ふ
も
、
昔
の
御
情

な
さ
を
思
ひ
た
ま
ふ
こ
そ
は
と
、
こ
と
わ
り
に
思
さ
る
。

引
用
部
の
中
略
箇
所
を
は
さ
ん
で
前
半
と
後
半
、
ほ
ぼ
同
内
容
が
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
兼
通
へ

の
恩
義
か
ら
女
の
入
内
を
躊
躇
す
る
頼
忠
と
、
兼
通
へ
の
遺
恨
か
ら
女
の
入
内
を
進
め
る
兼
家

の
対
比
が
明
白
な
物
語
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
の
時
間
的
な
作
為
と
し
て
、
第
二
に
は
頼
忠
女
・
遵
子
の
立
后
に
関
わ
る
箇

所
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
天
元
三
年
（
九
八
〇
）
六
月
、
詮
子
か
ら
円
融
天
皇
の
第
一
皇
子
・
懐

仁
親
王
が
誕
生
す
る
も
の
の
、
皇
子
女
を
生
ん
で
い
な
い
遵
子
に
、
円
融
天
皇
か
ら
立
后
の
内

意
が
も
た
ら
さ
れ
る
く
だ
り
（
巻
二
〔
二
九
〕）
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
栄
花
物
語
』
で
は
天
元

四
年
（
九
八
一
）
に
位
置
す
る
。

大
臣
（
頼
忠
…
稿
者
注
）、
な
ま
つ
つ
ま
し
う
て
、
一
の
御
子
生
れ
た
ま
へ
る
梅
壺
（
詮

子
…
稿
者
注
）
を
置
き
て
こ
の
女
御
（
遵
子
…
稿
者
注
）
の
ゐ
た
ま
は
ん
を
、
世
人
い
か

に
か
は
言
ひ
思
ふ
べ
か
ら
ん
と
、
人
敵
は
と
ら
ぬ
こ
そ
よ
け
れ
な
ど
思
し
つ
つ
過
ぐ
し
た

ま
へ
ば
、「
な
ど
て
か
。
梅
壺
（
詮
子
…
稿
者
注
）
は
今
は
と
あ
り
と
も
か
か
り
と
も
、

か
な
ら
ず
の
后
な
り
。
世
も
定
め
な
き
に
、
こ
の
女
御
の
事
を
こ
そ
急
が
れ
め
」
と
、
つ

ね
に
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
う
れ
し
う
て
人
知
れ
ず
思
し
い
そ
ぐ
ほ
ど
に
、
今
年
も
た
ち
ぬ

れ
ば
、
口
惜
し
う
お
ぼ
し
め
す
。

実
際
の
と
こ
ろ
遵
子
立
后
は
天
元
五
年
（
九
八
二
）
三
月
十
一
日
で
あ
り
、『
栄
花
物
語
』
も

そ
れ
を
年
次
通
り
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
円
融
天
皇
の
内
意
が
頼
忠
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、

『
小
右
記
』
に
よ
れ
ば
同
年
の
二
月
二
十
日
ら
し
く
（
注
9
）、『
栄
花
物
語
』
の
記
事
は
年
次
を
繰
り

上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
な
ま
じ
遵
子
立
后
の
帝
の
内
意
を
早
々
に
受
け

た
が
故
に
、
悶
々
と
し
た
思
い
に
苛
ま
れ
る
頼
忠
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

第
一
と
第
二
の
箇
所
を
合
わ
せ
み
れ
ば
、『
栄
花
物
語
』
で
は
、
頼
忠
は
兼
家
の
「
敵
」
と

し
て
は
造
型
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
で
あ
ろ
う
。
九
条
流
で
は
な
い
自
分
に
関
白

を
譲
っ
た
兼
通
や
、
本
来
は
関
白
が
回
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
っ
た
兼
家
、
そ
し
て
「
世
人
」
に

ま
で
遠
慮
す
る
姿
、
そ
れ
で
も
当
然
な
が
ら
女
の
立
后
を
切
に
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
姿
が

『
栄
花
物
語
』
の
中
に
描
出
さ
れ
る
。

こ
れ
に
比
し
て
、
非
難
の
対
象
と
な
る
の
は
円
融
天
皇
で
あ
る
。
遵
子
立
后
記
事
の
後
の〔
三

二
〕
に
は
兼
家
の
強
い
怨
嗟
の
気
持
ち
が
描
か
れ
る
。

こ
の
御
事
を
世
人
も
見
思
ふ
ら
ん
こ
と
と
、
な
べ
て
の
世
さ
へ
め
づ
ら
か
に
思
し
め
し

て
、か
の
堀
河
の
大
臣
の
御
し
わ
ざ
は
な
に
に
か
あ
り
け
る
、こ
た
み
の
帝
の
御
心
掟
は
、

ゆ
ゆ
し
う
心
憂
く
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
も
お
ろ
か
な
り
、
…
…

自
身
に
つ
ら
く
当
た
っ
た
兼
通
の
仕
打
ち
よ
り
、
今
回
の
円
融
天
皇
の
決
定
こ
そ
が
問
題
で
あ

り
、
恨
め
し
く
思
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
以
後
、
兼
家
の
一
門
は
出
仕
も
せ
ず
、
詮
子
も
円

融
天
皇
と
疎
遠
に
な
り
が
ち
と
の
描
写
を
続
け
る
。
ま
た
、「
帝
の
御
心
掟
を
、
世
人
も
目
も

あ
や
に
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
申
し
思
へ
り
」「
か
く
御
子
も
お
は
せ
ぬ
女
御
の
后
に
ゐ
た
ま
ひ

ぬ
る
こ
と
、
や
す
か
ら
ぬ
こ
と
に
世
の
人
な
や
み
申
し
て
、
素
腹
の
妃
と
ぞ
つ
け
た
て
ま
つ
り

け
る
」（〔
三
一
〕）
と
、「
世
人
」「
世
の
人
」
の
批
判
も
各
所
に
配
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
兼
通
の
薨
去
後
の
『
栄
花
物
語
』
の
叙
述
は
、
円
融
天
皇
の
外
戚
で
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
摂
関
の
地
位
に
就
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
頼
忠
の
不
幸
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。『
大
鏡
』（〔
六
六
〕）
が
、
こ
う
し
た
頼
忠
を
「
よ
そ
人
」「
よ
そ
の
人
」

と
秀
逸
な
呼
び
方
を
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
は
こ
の
呼
称

小 島 明 子
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を
用
い
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、『
大
鏡
』
の
書
き
残
す
逸
話
と
は
異
な
る
方
法
、
す
な
わ
ち

時
間
の
組
み
替
え
を
基
盤
に
し
た
叙
述
で
頼
忠
の
悲
哀
を
描
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
同
時
に
『
栄
花
物
語
』
は
、
円
融
天
皇
と
兼
家
の
対
立
を
明
確
に
語
る
こ
と
で
、
よ

き
「
後
見
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
「
後
見
」
の
選
択
を
誤
っ
た
円
融
天

皇
の
不
幸
を
も
炙
り
出
し
て
も
い
る
の
で
あ
っ
た
。

三

花
山
天
皇
の
御
代

円
融
天
皇
と
兼
家
の
対
立
は
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
八
月
、
円
融
天
皇
の
譲
位
に
よ
っ
て

解
消
す
る
。
冷
泉
天
皇
と
伊
尹
女
・
懐
子
の
間
に
生
ま
れ
た
東
宮
・
師
貞
親
王
が
花
山
天
皇
と

し
て
即
位
、
新
東
宮
に
は
兼
家
女
・
詮
子
の
生
ん
だ
懐
仁
親
王
が
立
つ
。
時
に
、
花
山
天
皇
十

七
歳
、
懐
仁
親
王
五
歳
で
あ
る
。
た
だ
花
山
天
皇
の
御
代
は
わ
ず
か
二
年
弱
で
、
寛
和
二
年（
九

八
六
）
に
は
懐
仁
親
王
が
一
条
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
の
で
あ
り
、
花
山
天
皇
の
御
代
で
『
栄

花
物
語
』
が
着
目
す
る
の
も
そ
の
後
宮
の
み
で
あ
る
。

史
実
を
先
に
押
さ
え
て
お
け
ば
、
後
宮
に
は
次
の
よ
う
に
女
性
た
ち
が
参
入
し
た
。

①
永
観
二
年
（
九
八
四
）
十
月
十
八
日

為
光
女
・

子

入
内

②
永
観
二
年
（
九
八
四
）
十
二
月
五
日

朝
光
女
・
姫
子

入
内

③
永
観
二
年
（
九
八
四
）
十
二
月
十
五
日

頼
忠
女
・
諟
子

入
内

④
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
十
二
月
五
日

為
平
親
王
女
・
婉
子
女
王

入
内

と
こ
ろ
が
『
栄
花
物
語
』
で
は
こ
の
年
次
が
ま
た
し
て
も
入
れ
替
え
ら
れ
る
。
永
観
二
年
八
月

の
花
山
天
皇
践
祚
記
事
が
巻
二
〔
三
九
〕
に
あ
り
、
直
後
の
〔
四
〇
〕
記
事
で
花
山
天
皇
自
身

の
入
内
要
請
が
「
さ
べ
き
人
々
の
御
女
ど
も
を
気
色
だ
ち
の
た
ま
は
す
」
と
語
ら
れ
、
③
諟
子

入
内
が
「
前
を
払
ひ
、
わ
れ
一
の
人
に
お
は
し
ま
せ
ば
、
さ
は
い
へ
ど
御
心
の
ま
ま
に
思
し
掟

つ
る
も
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
と
ぞ
見
え
た
る
」
と
続
く
。
こ
の
あ
た
り
『
栄
花
物
語
』
が
頼
忠

の
野
心
を
描
く
と
も
思
わ
れ
よ
う
が
、
前
章
の
検
討
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
花
山
天
皇
に
対
し
て

も
外
戚
で
は
な
い
頼
忠
の
必
死
さ
の
強
調
と
も
読
め
る
も
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
④
婉
子
女
王
入
内
が
簡
単
に
語
ら
れ
、
②
姫
子
入
内
に
至
る
。
姫
子
へ
の
花
山
天

皇
の
寵
愛
は
最
初
の
一
箇
月
ほ
ど
は
水
も
漏
ら
さ
ぬ
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
翌
寛
和
元
年
（
九
八

五
）
に
は
そ
れ
が
跡
形
も
な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
物
語
に
登
場

す
る
の
が
、
①
の

子
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
花
山
天
皇
の
寵
を
一
身
に
集
め
、
懐
妊
ま
で
す

る
が
、
病
を
得
て
薨
去
、

子
喪
失
の
悲
し
み
が
花
山
天
皇
の
「
自
発
的
な
」
出
奔
・
出
家
・

譲
位
を
招
く
と
い
う
の
が
『
栄
花
物
語
』
の
描
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

再
び
史
実
を
参
照
す
れ
ば
、
女
御

子
の
薨
去
は
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
七
月
、
花
山
天
皇

が
宮
中
か
ら
姿
を
消
し
、
落
飾
す
る
の
が
翌
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
六
月
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

そ
の
間
に
は
、
一
年
弱
の
時
間
が
空
い
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
先
に
④
と
し
て
挙
げ
た
寛
和
元

年
十
二
月
の
婉
子
女
王
入
内
ま
で
も
が
な
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
な
時
系
列
で
は
、
愛
し
い
女

性
の
死
を
契
機
に
出
家
す
る
と
い
う
『
栄
花
物
語
』
の
描
こ
う
と
す
る
花
山
天
皇
像
は
到
底
な

り
立
ち
得
な
い
。『
栄
花
物
語
』
の
年
次
変
更
の
理
由
は
、
そ
れ
が
作
り
出
そ
う
と
す
る
世
界

と
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
如
実
に
窺
い
知
れ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
花
山
天
皇
出
家
は
『
大
鏡
』『
古
事
談
』『
愚
管
抄
（
注
10
）』
な
ど
に
よ
れ
ば

子
の
死
に
誘

発
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
直
接
的
に
は
躊
躇
す
る
天
皇
を
巧
み
に
連
れ
出
し
た
道

兼
（
兼
家
男
）
の
「
す
か
し
お
ろ
す
」
行
為
（『
大
鏡
』〔
一
六
三
〕）
に
拠
る
と
こ
ろ
大
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
栄
花
物
語
』
は
道
兼
の
関
与
を
記
さ
な
い
。
あ
く
ま
で
花
山
天
皇
の

深
い
嘆
き
故
の
出
家
で
あ
っ
た
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
年
次
の
組
み
替
え
に
よ
っ
て
十
分
説

得
的
な
も
の
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
箇
所
で
道
兼
を
描
か
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
読
み
が
可
能
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
論
述
の
都
合
上
、
次
章
に
回
す
こ
と
と
す
る
。

四

道
隆
・
道
兼
・
道
長
の
世
代

『
栄
花
物
語
』
巻
三
「
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
」
は
、
兼
家
の
摂
政
就
任
か
ら
筆
を
お
こ
し
、

そ
の
子
女
た
ち
の
繁
栄
が
物
語
ら
れ
、
殊
に
時
姫
腹
の
三
兄
弟
の
道
隆
・
道
兼
・
道
長
に
つ
い

て
は
、
そ
の
人
柄
・
容
姿
・
結
婚
な
ど
が
詳
述
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
新
全
集
』（
①

一
四
五
頁
）
の
頭
注
が
「
並
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
長
の
卓
抜
性
を
相
対
的
に
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
巻
一
に
は
同
様
に
実
頼
・
師
輔
・
師
尹
の
三
人
の
描
写
が
な
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、「
巻
三
に
も
こ
の
よ
う
な
叙
述
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
九
条
流
発

展
史
と
し
て
始
発
し
た
『
栄
花
』
の
歴
史
叙
述
が
、
道
長
の
栄
華
の
物
語
へ
と
据
え
直
さ
れ
て

い
る
こ
と
の
徴
表
と
み
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
物
語
の
大
筋
を
読
み
解
く
明
晰
な
分
析
で
あ

る
が
、本
章
は
こ
れ
を
継
承
し
つ
つ
、叙
述
方
法
の
細
部
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
進
め
た
い
。

そ
の
際
、
分
析
の
視
点
と
し
て
「
九
条
家
内
部
の
人
物
同
士
の
結
び
つ
き
の
強
弱
関
係
」
を

挙
げ
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
道
隆
・
道
兼
・
道
長
の
三
兄
弟

は
、「
道
隆
」
と
「
道
兼
・
道
長
」
に
二
分
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
道
隆
で
あ
る
が
、
父
の
兼
家
に
対
し
て
粗
略
と
も
見
え
る
性
格
付
け
が
描
出
さ
れ
る
記

事
が
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
第
一
は
、
一
条
天
皇
に
入
内
さ
せ
た
定
子
の
立
后
に
関

す
る
も
の
で
、
史
実
は
次
の
よ
う
な
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。

①
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
二
月

定
子
、
女
御
と
な
る

『栄花物語』の叙述方法 ――道長政権成立までの道筋――
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②

同
年

五
月

兼
家
病
の
た
め
出
家
、
道
隆
、
摂
政
と
な
る

③

同
年

七
月

兼
家
薨
去

④

同
年

十
月

定
子
立
后

と
こ
ろ
が
『
栄
花
物
語
』
は
④
定
子
立
后
を
六
月
と
し
て
、
③
兼
家
薨
去
の
記
事
の
前
に
描
い

た
。
そ
の
た
め
立
后
記
事
〔
五
三
〕
に
は
、「
世
の
人
、
い
と
か
か
る
を
り
過
ぐ
さ
せ
た
ま
は

ぬ
を
ぞ
申
す
め
る
」
と
、
女
の
立
后
を
急
ぎ
、
父
親
の
病
中
に
晴
れ
が
ま
し
い
儀
を
挙
行
し
た

道
隆
へ
の
「
世
の
人
」
の
批
判
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

第
二
は
、
兼
家
の
寵
臣
・
有
国
へ
の
道
隆
の
仕
打
ち
で
あ
る
。
巻
三
〔
三
一
〕
の
兼
家
六
十

賀
の
記
事
で
「
有
国
、
惟
仲
を
大
殿
（
兼
家
…
稿
者
注
）
い
み
じ
き
も
の
に
思
し
め
し
た
り
」

と
紹
介
さ
れ
る
有
国
に
つ
い
て
、
巻
三
〔
五
五
〕
で
は
、「
有
国
は
、
粟
田
殿
（
道
兼
…
稿
者

注
）
の
御
方
に
し
ば
し
ば
参
り
な
ど
し
け
れ
ば
、
摂
政
殿
（
道
隆
…
稿
者
注
）、
心
よ
か
ら
ぬ

さ
ま
に
思
し
の
た
ま
は
せ
け
り
」と
道
隆
の
複
雑
な
心
情
が
描
か
れ
る
（
注
11
）。
や
が
て
巻
四〔
四
二
〕

は
、「
入
道
殿
（
兼
家
…
稿
者
注
）
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
二
年
ば
か
り
あ
り
て
、
有
国
を
み
な

官
位
も
と
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
押
い
籠
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
し
」
と
、
有
国
が
道
隆
に
よ
っ
て
除
名

さ
れ
た
こ
と
が
物
語
ら
れ
る
。
な
お
有
国
の
除
名
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
正
暦
二
年
（
九
九
一
）

二
月
で
、
道
隆
薨
去
の
七
か
月
後
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
道
隆
の
死
後
、
有
国
が
政
治
的
復
権

を
果
た
し
、
大
宰
大
弐
と
し
て
下
向
す
る
と
い
う
以
下
の
巻
四
〔
七
五
〕
記
事
に
も
、
道
隆
の

行
為
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
。

故
殿（
兼
家
…
稿
者
注
）の
い
と
ら
う
た
き
も
の
に
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
を
、
故
関
白
殿（
道

隆
…
稿
者
注
）
あ
さ
ま
し
う
し
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
し
か
ば
、
め
や
す
き
こ
と
と
、
世
の
人

聞
え
思
ひ
た
り
。

有
国
の
復
権
に
対
す
る「
世
の
人
」の
思
い
も
加
え
て
、
道
隆
の
人
物
像
を
物
語
る
た
め
に『
栄

花
物
語
』
が
有
国
の
扱
い
を
一
連
で
取
り
入
れ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
二
つ
の
記
事
群
か
ら
、『
栄
花
物
語
』
が
描
出
し
た
道
隆
像
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
実
父
・
兼
家
の
喪
さ
え
は
ば
か
る
こ
と
の
な
い
人
物
、
父
の
生
前
の
思
い
を
尊
重
し
な
い

人
物
と
し
て
道
隆
は
『
栄
花
物
語
』
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

蛇
足
な
が
ら
付
言
す
れ
ば
、
道
隆
は
そ
の
岳
父
に
も
難
点
が
あ
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

道
隆
の
正
室
は
高
階
貴
子
、
そ
の
父
・
成
忠
に
つ
い
て
は
「
高
二
位
と
ぞ
世
に
は
言
ふ
め
る
、

年
老
い
た
る
人
の
、
才
か
ぎ
り
な
き
が
、
心
ざ
ま
い
と
な
べ
て
な
ら
ず
む
く
つ
け
く
、
か
し
こ

き
人
に
思
わ
れ
た
り
」
と
巻
三
〔
五
八
〕
に
登
場
す
る
。
貴
子
の
同
母
兄
弟
は
受
領
と
し
て
重

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
『
栄
花
物
語
』
は
「
人
や
す
か
ら
ず
も
と
、
や
む

ご
と
な
か
ら
ぬ
御
仲
ら
ひ
を
、
心
ゆ
か
ず
申
し
思
へ
り
」
と
の
「
人
」
の
非
難
の
声
を
添
え
て

も
い
る
。

他
方
、
道
兼
・
道
長
に
は
こ
う
し
た
姻
戚
に
関
す
る
問
題
は
な
い
。
道
兼
の
正
室
の
父
は
、

師
輔
の
男
・
遠
量
で
あ
る
か
ら
九
条
流
の
一
人
で
あ
る
。ま
た
道
長
正
室
・
倫
子
は
源
雅
信（
宇

多
天
皇
の
皇
子
・
敦
実
親
王
の
男
）の
女
で
、
非
常
に
高
貴
な
血
筋
と
な
る
。
歴
史
上
、
兼
家
・

道
隆
あ
た
り
ま
で
は
受
領
階
級
の
女
も
摂
関
家
の
正
室
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
は
そ
れ

は
難
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、『
栄
花
物
語
』
で
も
道
隆
の
結
婚
は
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
を

帯
び
た
も
の
と
い
う
扱
い
で
、
こ
の
後
も
高
二
位
・
成
忠
に
つ
い
て
の
『
栄
花
物
語
』
の
描
写

は
辛
辣
を
極
め
る
。

上
述
の
ご
と
く
亡
き
父
・
兼
家
に
対
し
て「
不
孝
」と
も
言
え
る
態
度
が
描
か
れ
る
道
隆
に
、

道
兼
・
道
長
は
と
も
に
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
先
に
引
い
た
巻
三
〔
五
三
〕
定
子
立

后
の
後
に
は
、
道
長
が
中
宮
大
夫
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
こ
は
な

ぞ
、
あ
な
す
さ
ま
じ
と
思
い
て
、
参
り
だ
に
参
り
つ
き
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
の
御
心
ざ
ま
も
た
け
し

か
し
」
と
道
長
の
強
い
反
発
が
記
さ
れ
る
（
注
12
）。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
巻
四
〔
四
二
〕
の
有
国
の
除

名
の
記
事
に
も
、「
粟
田
殿
も
大
納
言
殿
も
、
心
憂
き
こ
と
に
思
し
の
た
ま
は
す
」
と
道
兼
・

道
長
が
連
名
で
登
場
し
、
道
隆
の
な
し
た
処
分
に
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

当
の
道
隆
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
四
月
薨
去
、
跡
を
襲
い
関
白
と
な
っ
た
道
兼
も
ま
た
病

に
倒
れ
る
が
、
巻
四
〔
六
四
〕
に
は
道
長
と
そ
の
同
母
姉
妹
の
詮
子
の
心
痛
と
配
慮
が
以
下
の

よ
う
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

女
院
（
詮
子
…
稿
者
注
）
よ
り
も
御
使
隙
な
し
。
大
将
殿
（
道
長
…
稿
者
注
）
は
た
あ
は

れ
に
思
し
あ
つ
か
は
せ
た
ま
ひ
て
、
御
誦
経
に
よ
ろ
づ
の
物
運
び
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
。

こ
の
直
後
、
道
兼
は
臨
終
を
迎
え
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
道
兼
・
道
長
の
関
係
が
重
ね
て
描
出

さ
れ
る
。

左
大
将
殿
（
道
長
…
稿
者
注
）
は
…
…
さ
ら
に
夢
と
の
み
思
さ
る
。
あ
は
れ
に
思
ほ
し
き

こ
え
さ
せ
た
ま
へ
り
け
る
御
仲
な
れ
ば
、
ゆ
ゆ
し
と
も
思
さ
ず
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
た
ま
へ

る
、
悲
し
。
同
じ
御
は
ら
か
ら
と
聞
ゆ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
關
白
殿
（
道
隆
…
稿
者
注
）

う
せ
た
ま
へ
り
し
に
、
御
と
ぶ
ら
ひ
だ
に
な
か
り
し
に
、
あ
は
れ
に
頼
も
し
う
あ
つ
か
ひ

き
こ
え
た
ま
ひ
つ
る
…
…
（
巻
四
〔
六
五
〕）

傍
線
部
の
ご
と
く
道
隆
の
薨
去
時
に
は
弔
問
す
ら
し
な
か
っ
た
こ
と
に
比
し
て
、
道
兼
の
弔
い

に
は
死
の
穢
れ
を
厭
う
こ
と
も
な
い
道
長
の
姿
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』

は
道
兼
・
道
長
の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
打
ち
出
し
て
い
る
（
注
13
）と

言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
叙
述
か
ら
、
同
母
三
兄
弟
が
明
白
に
「
道
隆
」
と
「
道
兼
・
道
長
」
の
二
群
と
し

て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
が
、
当
然
な
が
ら
道
兼
と
道
長
は
同
等
の
扱
い
に

は
な
っ
て
い
な
い
。「
七
日
関
白
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
関
白
の
座
に
就
く
や
程
な
く
世
を
去

っ
た
道
兼
と
、
長
期
政
権
を
誇
っ
た
道
長
の
寿
命
の
相
違
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

小 島 明 子
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を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
に
せ
よ
、『
栄
花
物
語
』
は
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
で
二
人
の
差
異
を

示
し
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

巻
三
に
お
い
て
は
、
道
隆
が
「
御
か
た
ち
も
心
も
い
と
な
ま
め
か
し
う
、
御
心
ざ
ま
も
い
と

う
る
は
し
う
」（〔
一
〇
〕）、
道
長
は
「
御
か
た
ち
よ
り
は
じ
め
、
御
心
ざ
ま
な
ど
、
兄
君
た
ち

を
い
か
に
見
た
て
ま
つ
り
思
す
に
か
あ
ら
ん
、
ひ
き
た
が
へ
、
さ
ま
ざ
ま
い
み
じ
う
ら
う
ら
う

じ
う
、
雄
々
し
う
」（〔
一
二
〕）
と
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
道
兼
へ
の
評
価
は
か
な
り
手
厳

し
い
。御

顔
色
悪
し
う
、
毛
深
く
、
こ
と
の
ほ
か
に
み
に
く
く
お
は
す
る
に
、
御
心
ざ
ま
い
み
じ

う
ら
う
ら
う
じ
う
雄
々
し
う
、
け
恐
ろ
し
き
ま
で
わ
づ
ら
は
し
う
さ
が
な
う
お
は
し
て
、

中
納
言
殿
（
道
隆
…
稿
者
注
）
を
つ
ね
に
教
え
き
こ
え
た
ま
ふ
…
…
。（〔
一
一
〕）

た
だ
し
、『
大
鏡
』（〔
一
五
九
〕）に
は
、
病
中
の
道
兼
に
対
面
し
た
実
資
が「
御
色
も
違
ひ
て
、

き
ら
ら
か
に
お
は
す
る
人
と
も
お
ぼ
え
ず
」と
語
っ
た
と
の
逸
話
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、『
栄

花
物
語
』
の
描
く
道
兼
の
容
姿
に
は
疑
問
も
生
じ
て
く
る
。
そ
の
醜
悪
な
さ
ま
は
、
道
長
と
道

兼
の
差
異
強
調
の
た
め
の
『
栄
花
物
語
』
の
作
為
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
二
箇
所
の
波
線
部
の
よ
う
に
、
道
兼
・
道
長
両
者
の
性
格
描
写
で
共
通
項
が
あ
る
の

は
、「
道
兼
・
道
長
」
を
一
組
と
し
て
捉
え
る
立
場
か
ら
は
看
過
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
波

線
部
以
外
の
兼
通
の
描
写
は
プ
ラ
ス
評
価
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
引
用
部
に
続
け
て
、
正
室
で

な
い
藤
典
侍
（
繁
子
）
腹
に
女
が
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
何
と
も
思
さ
ず
」、
北
の
方
腹

の
姫
君
の
誕
生
の
み
を
切
望
し
た
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
の
は
、
二
世
代
を
遡
っ
た
師
尹
の
性

格
描
写
を
想
起
さ
せ
る
の
も
興
味
深
い
。
小
一
条
流
の
師
尹
は
、「
知
る
知
ら
ぬ
ほ
ど
の
疎
さ

睦
ま
じ
さ
も
、
思
し
思
さ
ぬ
ほ
ど
の
け
ぢ
め
け
ざ
や
か
に
な
ど
し
て
、
く
せ
ぐ
せ
し
う
ぞ
思
し

掟
て
た
り
け
る
」（
巻
一
〔
一
八
〕）
と
さ
れ
、
人
へ
の
対
応
に
親
疎
・
好
悪
が
激
し
い
と
言
わ

れ
て
い
た
が
、
道
兼
も
ま
た
そ
れ
に
類
す
る
属
性
が
付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、「
道
隆
」
に
対
し
て
「
道
兼
・
道
長
」
の
構
図
を
『
栄
花
物
語
』
が
導
入
し
て
い
る

意
図
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
、
狷
介
な
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
た
道
兼
と
も
兄
弟
の
親
し
い
睦
び
を
な
し
得
る

道
長
の
美
質
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
九
条
流
の
祖
・
師
輔
が
「
お
い

ら
か
に
、
知
る
知
ら
ぬ
わ
か
ず
心
ひ
ろ
く
な
ど
し
て
、
月
ご
ろ
あ
り
て
参
り
た
る
人
を
も
…
…

い
と
心
や
す
げ
に
思
し
掟
て
」（
巻
一
〔
一
八
〕）
と
さ
れ
、
衆
望
を
集
め
た
有
様
が
こ
こ
で
呼

び
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

今
一
つ
に
は
、
道
兼
か
ら
道
長
へ
の
政
権
の
移
譲
が
円
滑
で
あ
っ
た
と
綴
る
た
め
に
、『
栄

花
物
語
』
が
布
石
を
打
っ
た
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
粟
田
殿
の
御
事
の
後
よ
り
、
五
月
十
一
日
に
ぞ
「
左
大
将
天
下
及
び
百
官
施
行
」
と

い
ふ
宣
旨
下
り
て
、
今
は
関
白
殿
と
聞
え
さ
せ
て
、
ま
た
並
ぶ
人
な
き
御
有
様
な
り
。
女

院
も
昔
よ
り
御
心
ざ
し
と
り
わ
き
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
り
し
こ
と
な
れ
ば
、
年
ご
ろ
の
本

意
な
り
と
思
し
め
し
た
り
。（
巻
四
〔
六
九
〕）

つ
ま
り
、
道
兼
薨
去
後
、
道
長
に
問
題
な
く
政
権
委
譲
が
な
さ
れ
た
（
注
14
）と

す
る
の
が『
栄
花
物
語
』

で
あ
り
、
そ
こ
に
道
長
の
同
母
姉
で
一
条
天
皇
母
后
の
詮
子
の
安
堵
も
書
き
加
え
ら
れ
て
い

る
。『
大
鏡
』
に
は
、
定
子
へ
の
愛
情
か
ら
そ
の
兄
の
伊
周
を
捨
て
が
た
く
思
い
、
道
長
に
宣

旨
を
出
し
渋
る
一
条
天
皇
を
強
硬
に
説
得
し
、
道
長
へ
の
宣
旨
を
勝
ち
取
る
詮
子
を
活
写
す
る

記
事
〔
一
八
〇
〕
が
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』
は
道
兼
・
道
長
の
権
力
移
譲
の
自
然
さ
を
示
す

記
事
を
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
周
到
に
積
み
上
げ
る
方
法
を
採
っ
た
。『
大
鏡
』
が
語
る
よ
う
な

詮
子
の
め
ざ
ま
し
い
活
躍
は
、『
栄
花
物
語
』
で
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
、
花
山
天
皇
退
位
の
く
だ
り
で
あ
る
。『
大
鏡
』
で
は
花
山
天
皇

を
欺
き
、
巧
妙
に
出
家
へ
導
い
た
の
は
道
兼
で
あ
り
、
そ
れ
を
画
策
し
た
の
は
父
の
兼
家
で
あ

る
と
さ
れ
、
か
つ
ま
た
、
そ
の
功
績
に
報
い
る
こ
と
な
く
、
関
白
を
道
隆
に
譲
っ
て
し
ま
っ
た

兼
家
を
恨
み
、
喪
に
服
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
道
兼
が
描
か
れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
栄
花
物
語
』

は
、
こ
の
事
件
へ
の
兼
通
の
関
与
を
明
示
し
な
か
っ
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、『
栄
花
物
語
』
の
以
下
の
よ
う
な
意
図
が
読
み
取
れ
よ
う
。
九
条
流
の
主
筋
は
、

兼
家
か
ら
ひ
と
た
び
は
道
隆
に
引
き
継
が
れ
た
も
の
の
、
父
へ
の
「
不
孝
」
故
に
道
隆
は
そ
の

地
位
を
保
ち
得
ず
、
や
が
て
道
兼
を
経
て
道
長
へ
な
だ
ら
か
に
継
承
さ
れ
た
―
―
そ
う
し
た
構

図
が
『
栄
花
物
語
』
の
打
ち
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

連
動
し
て
、
道
兼
の
暗
部
は
封
印
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

伊
周
の
扱
い

道
長
が
内
覧
の
宣
旨
を
賜
る
こ
と
で
政
権
の
行
方
は
確
定
し
た
が
、
所
謂
「
中
関
白
家
」
の

人
々
は
、
道
隆
男
の
伊
周
こ
そ
が
摂
関
家
の
正
当
な
継
承
者
で
あ
る
と
の
思
い
を
抱
き
続
け
た

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
『
栄
花
物
語
』
が
こ
の
伊
周
に
関
し
て
も
、
そ
の
不
適
格
性
に
つ
い
て
丁

寧
に
描
写
を
重
ね
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

ま
ず
は
巻
三
、『
栄
花
物
語
』
に
初
め
て
道
隆
の
子
息
が
登
場
す
る
。

こ
の
中
納
言
殿
（
道
隆
…
稿
者
注
）
の
御
外
腹
の
太
郎
君
、
大
千
代
君
と
聞
こ
ゆ
る
を
、

摂
政
殿
（
兼
家
…
稿
者
注
）
と
り
は
な
ち
、
わ
が
御
子
に
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
こ
の
ご
ろ

中
将
な
ど
聞
ゆ
る
に
、嫡
妻
腹
の
兄
君
を
小
千
代
君
と
つ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。（〔
一

〇
〕）

道
隆
の
長
男
・
大
千
代
君
（
道
頼
）
は
、
正
室
の
高
階
貴
子
腹
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
祖

『栄花物語』の叙述方法 ――道長政権成立までの道筋――
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父
に
あ
た
る
兼
家
が
養
子
と
し
て
引
き
立
て
た
と
す
る
。
一
方
、
貴
子
は
道
隆
と
の
間
に
三
人

の
男
子
を
な
す
が
、
そ
の
年
長
の
男
が
小
千
代
君
（
伊
周
）
で
あ
る
。

道
隆
の
息
子
と
言
え
ば
一
般
に
は
伊
周
・
隆
家
が
一
対
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

『
栄
花
物
語
』も
巻
が
進
む
に
つ
れ
、そ
う
し
た
叙
述
に
移
り
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
で
は
あ
る
が
、

巻
三
・
巻
四
で
対
と
な
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
道
頼
と
伊
周
で
あ
る
。
次
の
巻
三〔
二

五
〕
か
ら
は
、『
栄
花
物
語
』
が
設
定
し
た
二
人
の
関
係
性
が
端
的
に
窺
い
知
れ
る
。

こ
の
大
千
代
君
は
、
国
々
あ
ま
た
知
り
た
る
人
の
、
山
井
と
い
ふ
所
に
住
む
が
、
女
多
か

る
が
、
婿
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。
三
、
四
の
宮
を
ば
さ
ら
に
も
聞
え
さ
せ
た
ま
は
ず
、
大
殿

（
兼
家
…
稿
者
注
）、
こ
の
君
を
い
み
じ
く
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
り
。
大
納
言
殿（
道

隆
…
稿
者
注
）、
こ
れ
を
ば
よ
そ
人
の
や
う
に
思
し
て
、
小
千
代
君
を
、
い
か
で
い
か
で

こ
れ
疾
く
な
し
あ
げ
ん
と
ぞ
思
し
た
め
る
。

祖
父
で
あ
り
、
養
父
で
あ
る
兼
家
の
慈
し
み
を
を
受
け
る
大
千
代
君
（
道
頼
）
と
、
父
道
隆
の

鍾
愛
の
小
千
代
君
（
伊
周
）
の
対
比
が
際
立
つ
。
し
か
も
道
頼
に
注
が
れ
る
兼
家
の
愛
情
は
、

冷
泉
天
皇
と
兼
家
女
・
超
子
と
の
間
に
誕
生
し
た
為
尊
親
王
（
三
の
宮
）
・
敦
道
親
王
（
四
の

宮
）
と
並
記
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
他
方
、
道
隆
に
と
っ
て
は
道
頼
は
「
よ
そ
人
」
の
扱

い
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
兼
家
薨
去
時
に
は
「
今
は
小
千
代
君
に
劣
ら
ん
こ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま
と
り
集
め
思

し
つ
づ
け
嘆
か
せ
た
ま
ふ
も
あ
は
れ
な
り
」
と
、
道
頼
の
嘆
き
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
（
巻

三
〔
五
四
〕）。
そ
の
後
も
『
栄
花
物
語
』
は
、
任
官
の
事
実
を
反
映
し
な
が
ら
も
、
年
次
は
実

際
よ
り
一
年
遅
い
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
に
伊
周
の
任
大
納
言
（
巻
四
〔
三
〇
〕）
置
く
一
方
、

史
実
よ
り
一
年
早
め
た
同
じ
正
暦
四
年
に
伊
周
の
任
内
大
臣
（
巻
四
〔
四
〇
〕）
記
事
を
配
し

て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
道
頼
は
史
実
に
即
し
て
正
暦
五
年
に
よ
う
や
く
大
納
言
と
な
っ
た
と
さ
れ

る
（〔
四
九
〕）
が
、
そ
こ
に
は
「
山
井
は
、
故
殿
の
御
心
掟
思
し
出
で
て
、
大
納
言
に
な
し
き

こ
え
た
ま
へ
り
」
と
、
道
隆
が
亡
き
父
・
兼
家
の
気
持
ち
を
思
い
出
し
、
道
頼
の
任
大
納
言
を

な
し
た
と
い
う
記
載
が
添
え
ら
れ
る
。
前
章
で
、
生
前
の
兼
家
の
思
い
を
斟
酌
す
る
こ
と
の
な

か
っ
た
道
隆
の
姿
を
読
み
取
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
は
そ
れ
に
反
す
る
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
た
だ

『
栄
花
物
語
』
世
界
の
正
暦
五
年
時
点
で
は
、
も
は
や
道
頼
の
官
職
や
社
会
的
立
場
は
伊
周
の

下
位
に
確
定
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
そ
の
範
囲
内
で
の
道
隆
の
道
頼
に
対
す
る
温
情
に
過
ぎ
な

い
の
で
、『
栄
花
物
語
』
も
こ
の
よ
う
に
描
い
た
と
み
な
せ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
描
写
と
著
し
い

不
整
合
を
な
す
と
は
言
え
ま
い
。

『
栄
花
物
語
』
が
、
中
関
白
家
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
存
在
で
は
な
い
道
頼
を
、
繰
り

返
し
伊
周
と
対
比
さ
せ
て
描
い
た
理
由
は
、
前
章
で
導
い
た
結
論
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
兼
家
の

流
れ
を
受
け
継
ぐ
の
は
、「
道
隆
―
伊
周
」
父
子
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
道
頼
の
描
写
を
通

じ
て
も
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
道
頼
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
四
月
十
日
の
道
隆
薨
去
か
ら
わ
ず
か
二
か
月
後
に

世
を
去
っ
て
い
る
。『
栄
花
物
語
』
は
史
実
通
り
道
頼
の
死
を
描
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
記
事

〔
七
〇
〕
は
如
上
の
読
み
を
さ
ら
に
裏
付
け
る
。

た
だ
今
人
に
ほ
め
ら
れ
て
、
よ
う
お
は
し
け
る
君
な
れ
ば
、
今
の
関
白
殿
（
道
長
…
稿
者

注
）
も
、
こ
の
君
を
ば
故
殿
（
兼
家
…
稿
者
注
）
の
子
に
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
ば
、
わ
れ

も
と
り
わ
き
思
は
ん
と
し
つ
る
も
の
を
と
口
惜
し
う
思
さ
れ
け
り
。

道
長
こ
そ
が
兼
家
の
思
い
を
継
ぐ
人
物
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
見
過
ご
せ
な
い
箇
所
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
「
道
隆
―
伊
周
」
父
子
の
系
譜
上
か
ら
、
伊
周
が
兼
家
の
後
継
者
と
し
て
の
適
格

性
を
欠
く
こ
と
を
示
唆
す
る
記
事
を
挙
げ
て
き
た
が
、『
栄
花
物
語
』
は
露
骨
に
そ
の
人
格
的

な
マ
イ
ナ
ス
面
を
描
出
し
て
も
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
道
隆
の
薨
去
後
、
政
権
の
行
方
を
め
ぐ

っ
て「
世
の
人
、
世
の
は
か
な
さ
よ
り
も
こ
れ
を
大
事
に
さ
ざ
め
き
騒
ぐ
」と
の
記
載
の
あ
と
、

伊
周
の
さ
ま
が
描
か
れ
る
巻
四
〔
五
五
〕
で
あ
る
。

内
大
臣
殿（
伊
周
…
稿
者
注
）は
、
た
だ
わ
れ
の
み
よ
ろ
づ
に
ま
つ
り
ご
ち
思
い
た
れ
ど
、

お
ほ
か
た
の
世
に
、
は
か
な
う
う
ち
傾
き
い
ふ
人
々
多
か
り
。
…
…
か
か
る
御
思
ひ
な
れ

ど
、
あ
べ
き
事
ど
も
み
な
思
し
掟
て
、
人
の
衣
袴
の
丈
、
伸
べ
縮
め
制
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。

た
だ
今
は
い
と
か
か
ら
で
、
知
ら
ず
顔
に
て
も
、
ま
づ
御
忌
の
ほ
ど
は
過
ぐ
さ
せ
た
ま
へ

か
し
と
、
も
ど
か
し
う
聞
え
思
ふ
人
々
あ
る
べ
し
。

「
世
の
人
」「
人
々
」
の
懸
念
・
批
判
の
声
を
よ
そ
に
、
自
身
は
執
政
を
な
し
て
い
る
つ
も
り

で
あ
る
と
の
言
も
皮
肉
が
効
い
て
い
る
が
、
特
に
傍
線
部
は
父
の
喪
中
に
服
装
の
制
を
新
た
に

出
す
と
い
う
政
治
感
覚
の
欠
如
を
鮮
や
か
に
描
き
出
す
。
し
か
も
、
道
隆
喪
中
の
伊
周
の
行
為

は
、
兼
家
喪
中
の
道
隆
の
行
為
と
パ
ラ
レ
ル
に
対
応
し
て
い
る
点
も
『
栄
花
物
語
』
の
意
図
を

感
じ
さ
せ
る
。
な
お
こ
の
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、『
編
年
小
右
記
目
録
』
長
徳
元
年
七
月
十
五

日
条
の
以
下
の
記
事
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

御
衣
袖
令
二

縫
縮
一

給
事
〈
公
卿
衣
袖
同
レ

前
拠
二

宣
旨
一

也
、
一
尺
八
寸
（
注
15
）〉

道
隆
の
薨
去
は
四
月
十
日
で
あ
り
、道
長
が
内
覧
を
賜
る
の
が
五
月
十
一
日
、そ
し
て
氏
長
者
・

右
大
臣
と
な
る
の
が
六
月
十
九
日
で
あ
る
。
七
月
十
五
日
な
ら
ば
、
既
に
伊
周
が
こ
う
し
た
制

を
行
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
は『
栄
花
物
語
』が
主
体
を
伊
周
に
移
し
替
え
、

伊
周
の
人
物
像
の
強
調
を
な
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
少
し
年
次
は
遡
る
が
、
関
白
が
道
兼
に
定
ま
り
、
失
意
の
伊
周
が
描
か
れ
る
巻
四〔
六

二
〕
の
場
面
も
印
象
的
で
あ
る
。

小 島 明 子
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あ
さ
ま
し
う
人
笑
は
れ
な
る
御
有
様
を
一
殿
の
内
、
思
ひ
嘆
き
、
掻
膝
と
か
い
ふ
さ
ま
に

て
、「
あ
な
い
み
じ
の
業
や
。
た
だ
も
と
の
内
大
臣
に
て
お
は
せ
ま
し
、
い
か
に
め
で
た

か
ら
ま
し
。
何
の
し
ば
し
の
摂
政
。
あ
な
手
づ
つ
、
関
白
の
人
笑
は
れ
な
る
こ
と
を
、
い

ち
ご

づ
れ
の
児
か
は
思
し
知
ら
ざ
ら
ん
」
と
、
こ
と
わ
り
に
い
み
じ
う
な
ん
。

父
・
道
隆
の
病
中
、な
ま
じ
一
時
的
に
内
覧
を
し
た
こ
と
さ
え
、今
と
な
っ
て
は
体
裁
が
悪
く
、

「
児
」に
至
る
ま
で
そ
れ
を
笑
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と「
掻
膝
と
か
い
ふ
さ
ま
」で
嘆
く
伊
周
は
、

殊
更
に
「
児
」
め
き
、
矮
小
化
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
道
兼
が
関
白
就
任
後
、
な
す
す
べ
の
な
い
伊
周
が
母
方
の
祖
父
・
高
階
成
忠
に

祈
祷
さ
せ
る
く
だ
り
（〔
五
八
〕）、
ま
た
当
の
道
兼
が
亡
く
な
る
と
「
後
は
知
ら
ず
、
程
な
う

世
を
見
あ
わ
せ
つ
る
か
な
」
と
そ
の
祈
り
の
成
果
に
喜
悦
す
る
伊
周
が
描
か
れ
る
く
だ
り
（〔
六

六
〕）
も
あ
る
。
こ
れ
以
降
も
、『
栄
花
物
語
』
中
で
成
忠
の
不
気
味
な
祈
祷
は
折
々
に
点
描
さ

れ
る
が
、
そ
れ
に
ひ
と
筋
に
頼
み
を
か
け
る
伊
周
の
姿
は
ま
さ
し
く
戯
画
と
い
う
趣
が
あ
る
。

道
長
が
内
覧
の
宣
旨
を
賜
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
政
権
の
趨
勢
は
確
定
し
た
。
対
抗
馬
と
呼
ぶ

に
は
あ
ま
り
に
無
力
で
無
見
識
な
伊
周
の
姿
が
巻
四
に
お
い
て
点
描
さ
れ
、
兼
家
の
後
継
者

が
、「
道
隆
―
伊
周
」
父
子
で
は
な
い
こ
と
が
念
押
し
の
ご
と
く
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
道
長
の
祖
で
あ
る
九
条
流
の
代
々
の
人
物
の
動
向
か
ら
、
道
長
が
政
権
を
握
る
ま
で

を
描
く
巻
一
〜
巻
四
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
歴
史
叙
述
の
方
法
を
読
み
解
い
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
い
く
つ
か
の
叙
述
の
特
徴
を
指
摘
し
得
た
。
ま
ず
は
、
一
族
の
同
世
代
の
多
数
か
ら
、
三

人
の
重
要
人
物
を
取
り
出
し
対
比
的
に
描
く
手
法
で
あ
る
。
次
に
、
歴
史
的
な
事
実
の
細
か
な

年
次
の
入
れ
替
え
を
な
す
こ
と
で
、
あ
る
人
物
の
造
型
を
特
定
の
方
向
に
強
調
す
る
方
法
が
挙

げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
政
権
を
担
う
に
価
す
る
人
物
に
は
、
そ
の
直
系
尊
属
の
意
思
の
尊
重

や
「
孝
心
」
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
人
物
は
淘
汰
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
史
観

に
基
づ
く
叙
述
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
史
観
を
「
世
人
」「
世
の
人
」「
人
々
」
が
支

持
す
る
と
い
う
か
た
ち
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
正
編
は
い
く
つ
か
の
巻
群
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
叙
述
方
法
に
顕
著
な
相
違
を

有
す
る
こ
と
は
、
夙
に
指
摘
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注
16
）。

本
稿
で
析
出
し
た
叙
述
方
法
が『
栄

花
物
語
』
の
歴
史
叙
述
を
解
明
す
る
重
要
な
切
り
口
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ

が
巻
五
以
降
、如
何
に
継
続
さ
れ
る
か
、あ
る
い
は
如
何
に
変
容
し
て
ゆ
く
の
か
に
つ
い
て
は
、

今
後
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。

注

（
1
）
本
文
の
引
用
は
、
山
中
裕
・
秋
山
虔
・
池
田
尚
隆
・
福
長
進
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集

栄
花
物
語
①
〜
③
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
〜
九
八
年
）
に
よ
り
、
一
部
表

記
を
私
に
書
き
換
え
た
。
な
お
、
引
用
に
あ
た
っ
て
同
書
の
章
段
番
号
を
〔

〕
に
入

れ
て
提
示
し
た
。
本
稿
で
は
、『
新
全
集
』
と
略
し
て
示
す
。

（
2
）
本
文
の
引
用
は
、
橘
健
二
・
加
藤
静
子
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

大
鏡
』（
小

学
館
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
私
に
書
き
換
え
た
。
な
お
、
引
用
に
あ

た
っ
て
同
書
の
章
段
番
号
を
〔

〕
に
入
れ
て
提
示
し
た
。

（
3
）
桜
井
宏
徳
『
物
語
文
学
と
し
て
の
大
鏡
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
九
年
）
第
八
章
「
道
長

と
話
型

―
貴
種
流
離
譚
と
末
子
成
功
譚
に
お
け
る
「
心
魂
」
の
機
能
―
」（
初
出
は

二
〇
〇
六
年
）
も
こ
の
点
を
考
察
す
る
。

（
4
）松
村
博
司『
栄
花
物
語
全
注
釈
一
〜
八
・
別
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
九
〜
八
二
年
）。

（
5
）
巻
二
に
関
し
て
は
、
安
西
迪
夫
『
歴
史
物
語
の
史
実
と
虚
構

―
円
融
院
の
周
辺
―
』

（
桜
楓
社
、
一
九
八
七
年
）
第
一
篇
六
「『
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
』
考

―
天
元
年

間
の
記
述
―
」（
初
出
は
一
九
七
七
年
）、「
福
長
進『
歴
史
物
語
の
創
造
』（
笠
間
書
院
、

二
〇
一
一
年
）
第
Ⅰ
部
第
八
章
「「
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言
」
巻
に
つ
い
て
」（
初
出
は

一
九
八
八
年
）、
歴
史
的
な
背
景
に
関
し
て
は
、
高
橋
照
美
「
兼
通
と
兼
家
の
不
和

―
「
官
位
の
劣
り
優
り
」
の
背
景
―
」（「
立
命
館
文
学
」
六
三
〇
号
、
二
〇
一
三
年
三

月
、
六
一
四
〜
六
二
四
頁
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
6
）『
大
鏡
』〔
一
三
三
〕〔
一
三
五
〕。
ま
た
『
古
事
談
』
巻
一
―
二
三
・
巻
一
―
二
四
、
お

よ
び『
続
古
事
談
』巻
一
―
一
八
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
川
端
善
明
・
荒
木
浩
校
注『
新

日
本
古
典
文
学
大
系
古
事
談
・
続
古
事
談
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
の
章
段
番

号
に
よ
る
。

（
7
）
渡
瀬
茂
『
栄
花
物
語
新
攷
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
第
四
章
第
四
節
「
政
治
的

意
志
の
否
定
」（
初
出
は
一
九
八
六
年
）。

（
8
）
注
（
5
）
福
長
著
書
。

（
9
）
天
元
五
年
二
月
廿
三
日
条
に
「
参
四
条
殿
、
々
下
被
参
式
、
即
候
御
共
、
皇
后
事
有
御

マ

マ

気
色
之
由
、
蜜
云
々
有
被
仰
事
、
是
去
廿
日
少
将
命
婦
所
告
、
仍
与
禄
云
々
」と
あ
る
。

本
文
の
引
用
は
、東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編『
大
日
本
古
記
録

小
右
記

一
〜
十
一
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
〜
八
六
年
）
に
よ
る
。

（
10
）『
大
鏡
』〔
二
一
〕〔
二
三
〕〔
一
六
三
〕、『
古
事
談
』
巻
一
―
一
九
・
巻
一
―
二
〇
、
巻

一
―
二
一
、『
愚
管
抄
』
巻
三
「
花
山
」。

『栄花物語』の叙述方法 ――道長政権成立までの道筋――
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（
11
）
道
隆
が
有
国
を
冷
遇
し
た
理
由
に
つ
い
て
、『
古
事
談
』
巻
二
―
六
九
、『
江
談
抄
』
一

―
三
二
は
、
有
国
が
兼
家
の
後
継
者
と
し
て
道
兼
を
推
し
た
た
め
と
具
体
的
に
記
し
て

い
る
。『
江
談
抄
』
は
、
後
藤
昭
雄
・
池
上
洵
一
・
山
根
對
助
校
注
『
新
日
本
古
典
文

学
大
系

江
談
抄
・
中
外
抄
・
富
家
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
の
章
段
番
号

に
よ
る
。

（
12
）
注
（
5
）
福
長
著
書
も
こ
の
箇
所
で
の
道
長
の
反
応
に
つ
い
て
、
道
隆
が
行
っ
た
定
子

立
后
の
時
期
や
や
り
方
に
対
す
る
不
満
と
し
て
読
み
取
り
、
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
。

（
13
）
道
兼
と
道
長
の
仲
を
語
る
も
の
は
少
な
い
が
、『
江
談
抄
』
巻
一
―
三
三
に
は
、
有
国

が
道
兼
に
道
長
へ
の
譲
状
を
書
く
こ
と
を
勧
め
た
も
の
の
、
道
兼
は
そ
れ
を
拒
ん
だ
と

い
う
逸
話
が
あ
る
。

（
14
）『
栄
花
物
語
』
巻
四
〔
六
九
〕
で
は
道
兼
薨
去
の
後
、
道
長
が
関
白
と
な
っ
た
と
書
か

れ
る
が
、
実
際
は
「
内
覧
」
に
就
任
し
た
。
こ
の
後
も
巻
四
〔
七
〇
〕
に
「
今
の
関
白

殿
」
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
が
、
史
実
上
、
道
長
は
一
度
も
関
白
と
な
っ
て
い
な
い
。
な

お
、
道
長
は
摂
政
に
は
後
一
条
天
皇
の
御
代
に
就
い
て
い
る
。

（
15
）
こ
の
部
分
『
小
右
記
』
は
目
録
の
み
が
現
存
す
る
。
引
用
は
注
（
9
）
と
同
。
小
書
の

本
文
は
〈

〉
に
入
れ
た
。

（
16
）
山
中
裕
『
歴
史
物
語
成
立
序
説
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二
年
）
第
三
章
第
二

節
「
栄
花
物
語
の
成
立
順
序
に
つ
い
て
」（
初
出
は
一
九
五
八
年
）。

小 島 明 子
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Descriptive Techniques in Eiga Monogatari :

The Path towards the Formation of the Fujiwara no Michinaga Administration

KOJIMA Akiko

Covering a period of about200 years in chronological order, Eiga Monogatari is a tale（monogatari）that
relates the history of the imperial family and their maternal relatives, the house of Fujiwara. The central theme

of the tale is the political splendour（eiga）of Fujiwara no Michinaga, which has been vividly portrayed.
This paper focuses on volumes 1−4 of the book, which trace the movements of Michinaga’s ancestors, the
Kujo-ryu, down the generations, up to the point where Michinaga takes power. In addition, the author

attempts to clarify the tale’s methods of historical description. In doing so, the author of this study has

succeeded in pointing out a number of distinctive descriptive features in the tale. First, there is the technique

of picking out three important members of the same generation from the numerous other people in their

family and depicting those three in a comparative manner. Second, we mention the technique of stressing

the characterisation of the three specified individuals by placing historical events in a finely delineated annual

chronology. Third, we observe that individuals are portrayed on the basis of a view of history which requires

those deemed worthy of governmental authority to display qualities such as respect for the intentions of their

lineal ancestors and filial devotion（koshin），while those individuals who fail to meet these requirements are
weeded out of the story. The above-mentioned points may be regarded as an important new approach towards

elucidating the description of history throughout all the40 volumes of Eiga Monogatari.
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