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開
国
前
夜
の
天
皇
・
朝
廷
と
鷹
司
政
通

佐
　
藤
　
雄
　
介

は
じ
め
に

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
佐
藤
雄
介
で
す
。「
開
国
前
夜
の

天
皇
・
朝
廷
と
鷹
司
政
通
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
タ
イ
ト
ル
通
り
の
話
し
で
し
て
、
ペ
リ
ー
来
航
前
の
天
皇
・
朝
廷
、
あ
る

い
は
天
皇
・
朝
廷
と
江
戸
幕
府
と
の
関
係
（
＝
朝
幕
関
係
）
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
近
世
後
期
・
幕
末
の
朝
廷
で
権
勢
を
振
る

っ
た
公
家
で
あ
る
鷹
司
政
通
の
存
在
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
お
話
し
し
て
い

こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
天
皇
・
朝
廷
で
す
が
、
戦
後
、
ま
っ
た
く
の
無
権
力
・
無
力
な

存
在
と
い
う
評
価
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
家

永
教
科
書
裁
判
や
昭
和
天
皇
の
病
没
な
ど
を
契
機
に
研
究
が
飛
躍
的
に
進
み
ま

し
て
、
い
ま
は
近
世
国
家
・
社
会
の
中
で
、
必
要
不
可
欠
な
役
割
を
担
う
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
宗
教
面
だ
と

か
、
征
夷
大
将
軍
の
任
命
、
改
元
な
ど
に
お
い
て
、
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て

い
た
こ
と
が
究
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
は
い
い
ま
し
て
も
、
征
夷
大
将
軍
の
任

命
な
ど
は
非
常
に
形
式
的
な
も
の
で
し
て
、
た
と
え
ば
、
徳
川
家
の
誰
を
次
の

将
軍
に
す
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、
天
皇
が
決
定
で
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
限
定
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
役
割
は
無
く
て
は
な
ら
な
い

も
の
で
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
天
皇
・
朝
廷
は
、
近
世
国
家
・
社
会
の

中
で
、
一
定
程
度
、
必
要
不
可
欠
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
の
一
方
で
、
幕
末
の
条
約
勅
許
問
題
を
契
機
に
、
天
皇
・
朝
廷
が

政
治
的
浮
上
を
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
近
年
、
そ

の
前
提
と
し
て
、
光
格
天
皇
（
上
皇
）
期
（
以
下
、「
光
格
期
」
と
し
ま
す
）

に
天
皇
・
朝
廷
権
威
の
上
昇
が
あ
っ
た
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
光
格
天
皇
が
ど
の
よ
う
な
天
皇
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
江
戸
時
代
最

後
の
天
皇
で
あ
る
孝
明
天
皇
の
祖
父
に
あ
た
り
ま
す
。
光
格
天
皇
は
、
安
永
八

（
一
七
七
九
）年
に
践
祚
し
ま
す
が
、じ
つ
は
閑
院
宮
典
仁
親
王
の
子
ど
も
で
す
。

光
格
天
皇
の
前
の
後
桃
園
天
皇
が
安
永
八
年
に
急
死
し
て
し
ま
い
、
し
か
も
後

〈
講
演
〉
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桃
園
天
皇
に
は
、
一
歳
未
満
の
女
子
し
か
子
ど
も
が
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

こ
で
、
親
王
家
の
子
ど
も
を
養
子
に
迎
え
て
、
あ
ら
た
な
天
皇
に
す
る
と
い
う

話
し
に
な
り
ま
し
た
。
結
局
、
閑
院
宮
典
仁
親
王
の
子
ど
も
で
あ
る
祐
宮
に
白

羽
の
矢
が
立
ち
、
あ
ら
た
な
天
皇
（
光
格
天
皇
）
に
な
り
ま
し
た
。
文
化
十
四

（
一
八
一
七
）
年
に
譲
位
し
て
、
天
保
十
一
（
一
八
四
〇
）
年
に
没
し
て
お
り

ま
す
。

　

光
格
天
皇
の
特
徴
と
し
て
は
、
養
子
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
皇
統
意

識
の
強
い
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
幕
府
か
ら

財
政
支
援
を
引
き
出
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
神
事
や
儀
礼
を
復
古
・
再
興
さ
せ
た
こ

と
や
、
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
に
御
所
が
焼
け
落
ち
、
再
建
が
必
要
に
な
っ

た
際
、
焼
亡
以
前
と
同
じ
規
模
の
御
所
を
造
営
し
よ
う
と
す
る
幕
府
と
粘
り
強

く
交
渉
を
行
い
、
よ
り
復
古
的
な
も
の
を
造
ら
せ
た
こ
と
な
ど
も
明
ら
か
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
教
科
書
な
ど
に
も
出
て
く
る
、
朝
幕
関
係
の
画
期

の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
尊
号
一
件
を
起
こ
し
た
天
皇
と
し
て
も
有
名
で
す
。

　

何
に
せ
よ
、
こ
の
光
格
期
に
、
天
皇
・
朝
廷
権
威
が
上
昇
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
単
線
的
に
光
格
期
か
ら
幕
末
期
に
つ
な
げ
て
よ
い
の
か
ど
う

か
に
関
し
て
は
、
近
年
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
り
ま
す
。
光
格
期
と
幕
末
期
を

つ
な
ぐ
研
究
が
必
要
だ
と
い
う
提
言
が
、
学
界
で
は
種
々
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
本
講
演
は
、
①
光
格
天
皇
（
上
皇
）
と
幕
府
の
方
で

存
在
感
を
は
な
っ
た
将
軍
（
大
御
所
〈
元
将
軍
〉）
徳
川
家
斉
、
二
人
の
死
後
、

朝
幕
関
係
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、
②
光
格
期
後
半
か
ら
幕
末
に
か
け
て
関
白
・

太
閤
と
し
て
、朝
廷
で
権
勢
を
振
る
っ
た
鷹
司
政
通
を
い
か
に
捉
え
る
べ
き
か
、

こ
の
二
つ
の
視
点
か
ら
、
開
国
前
夜
の
天
皇
・
朝
廷
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う

と
い
う
も
の
で
す
。

一
　
大
御
所
時
代
の
天
皇
・
朝
廷

　

ま
ず
、
大
御
所
時
代
の
概
要
に
関
し
て
、
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
大
御
所
時

代
は
、
だ
い
た
い
一
八
一
〇
年
代
後
半
か
ら
大
御
所
徳
川
家
斉
が
死
去
し
た
天

保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
頃
ま
で
を
指
し
ま
す
。
光
格
上
皇
が
死
去
し
た
の
も

天
保
十
一
年
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
、
大
御
所
時
代
は
、
家
斉
と
光
格
天
皇
（
上
皇
）

と
い
う
存
在
感
の
あ
る
将
軍
（
大
御
所
）・
天
皇
（
上
皇
）
が
、
幕
府
・
朝
廷

に
君
臨
し
た
時
代
で
す
。

大
御
所
時
代
の
幕
政

　

ま
ず
、
種
々
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
大
御
所
時
代
の

幕
政
の
特
色
で
す
が
、
家
斉
や
大
奥
が
奢
侈
な
生
活
を
し
て
い
た
こ
と
、
家
斉

に
は
子
ど
も
が
多
数
（
五
十
人
以
上
）
い
た
こ
と
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
家
斉
は
、
子
ど
も
の
多
さ
の
あ
ま
り
、「
北
海
の
鱈
の
ご
と
し
」
な
ど
と

評
さ
れ
た
よ
う
な
人
物
で
も
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
が
多
い
と
後
継
者
不
足
に
は

陥
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
将
軍
に
な
れ
な
か
っ
た
多
く
の
男
子
、

そ
れ
か
ら
女
子
の
処
遇
を
い
か
に
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
起
き
ま
す
。
実
際

に
ど
う
し
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
男
子
は
大
名
家
な
ど
へ
養
子
に
行
き
、
女
子

も
大
名
家
な
ど
に
輿
入
れ
し
て
お
り
ま
す
。
著
名
な
東
大
の
赤
門
は
、
家
斉
の

娘
の
溶
姫
が
加
賀
藩
に
輿
入
れ
し
た
際
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
縁
戚
関
係
に
な
っ
た
大
名
に
対
し
て
、
家
斉
（
幕
府
）
は

さ
ま
ざ
ま
な
便
宜
・
特
別
待
遇
を
与
え
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
縁
戚
大
名
の

家
格
を
上
昇
さ
せ
た
り
、
拝
借
金
を
特
別
に
貸
与
し
た
り
、
領
知
加
増
を
行
っ

た
り
し
ま
し
た
。
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こ
れ
ら
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
ひ
と
つ

は
幕
府
財
政
の
支
出
増
大
が
起
き
ま
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
家
斉
が
縁
戚
大

名
を
厚
遇
し
た
た
め
、
そ
れ
以
外
の
大
名
が
不
満
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
藤
田
覚
氏
は
、
大
御
所
期
に

「
不
公
平
な
幕
政
」
が
行
わ
れ
、「
幕
藩
関
係
の
亀
裂
」（【
藤
田
二
〇
〇
三
】）

が
生
じ
た
と
論
じ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
上
記
の
よ
う
な
支
出
増
大
に
よ
る
財
政
悪
化
へ
の
対
策
と
し
て
、
質

の
悪
い
貨
幣
へ
の
改
鋳
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
幕
府
は
大
幅

な
差
額
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、物
価
の
高
騰
が
起
こ
り
ま
し
た
。

詳
細
は
後
述
し
ま
す
が
、
こ
の
物
価
高
騰
が
朝
廷
財
政
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

大
御
所
時
代
の
朝
幕
関
係

　

以
上
の
よ
う
に
、
大
御
所
時
代
の
幕
政
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
生
じ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
朝
幕
関
係
が
、
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
幕
府
が
将
軍
権
威
強
化
の
た
め
に
、
天
皇
・

朝
廷
を
よ
り
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
先
例
に
な
い
現

役
将
軍
で
あ
る
家
斉
の
太
政
大
臣
就
任
や
、
家
斉
実
父
の
一
橋
治
済
ら
の
官
位

昇
進
な
ど
が
、
幕
府
か
ら
の
働
き
か
け
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
将
軍
権
威
強
化
の

た
め
に
、
幕
府
が
朝
廷
に
対
し
て
「
す
り
よ
」
っ
て
く
る
、
そ
の
よ
う
な
関
係

が
生
じ
て
い
た
時
代
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
幕
府
の
動
き
に
対
し
て
、
朝
廷
側
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
見
返
り
」

を
幕
府
に
求
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
修
学
院
御
幸
や
朝
覲
行
幸
の
再
興
（
経

費
一
万
両
は
幕
府
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の

朝
覲
行
幸
は
、
光
格
上
皇
が
死
去
し
た
た
め
、
実
施
は
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
）、

光
格
上
皇
御
所
の
口
向
定
高
（
詳
細
は
後
述
し
ま
す
）
銀
一
〇
〇
貫
目
増
額
な

ど
が
成
し
遂
げ
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
「
見
返
り
」
が
幕
府
か
ら
天
皇
・

朝
廷
に
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
種
々
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
究
明
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
大
御
所
時
代
に
お
い
て
は
、
①
幕
府
が
将
軍
権
威
強
化
の
た
め
に
、

天
皇
・
朝
廷
を
よ
り
活
用
し
よ
う
と
し
、
天
皇
・
朝
廷
に
「
す
り
よ
る
」、
②

そ
れ
に
対
し
て
、
天
皇
・
朝
廷
は
相
応
の
「
見
返
り
」
を
し
た
た
か
に
幕
府
に

求
め
、
幕
府
も
そ
れ
に
応
え
る
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
と
く
に
「
和
懇
」
な
朝

幕
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。

大
御
所
時
代
の
朝
廷
財
政

　

さ
て
、
つ
ぎ
に
、
大
御
所
時
代
の
朝
廷
財
政
に
関
し
て
考
え
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
前
提
と
し
て
、
朝
廷
の
各
御
所
の
財
政
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
す
こ
し
お
話
し
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

朝
廷
の
各
御
所
の
収
入
は
当
初
、
料
地
（
禁
裏
料
三
万
石
な
ど
。
幕
府
が
設

定
し
ま
し
た
）
か
ら
の
収
入
と
将
軍
家
や
諸
大
名
家
、
諸
寺
社
か
ら
の
献
上
金

品
な
ど
が
基
本
で
し
た
。
料
地
は
初
期
を
除
い
て
、
幕
府
代
官
で
あ
る
京
都
代

官
が
管
理
し
て
い
ま
し
た
し
、
財
政
を
中
心
と
し
た
御
所
の
種
々
の
実
務
を
司

る
部
署
で
あ
っ
た
口
向
は
、
旗
本
で
あ
る
付
武
家
が
実
質
的
に
統
括
し
て
い
ま

し
た
。

　

さ
て
、
料
地
か
ら
の
収
入
と
諸
所
か
ら
の
献
上
金
品
だ
け
で
不
足
が
生
じ
た

際
に
は
、
し
ば
し
ば
幕
府
か
ら
財
政
支
援
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
幕
府
か
ら
の
財
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政
保
証
や
支
援
な
し
に
、
天
皇
・
朝
廷
は
成
り
立
て
な
い
、
こ
れ
が
江
戸
時
代

の
天
皇
・
朝
廷
と
幕
府
と
の
基
本
的
な
関
係
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
と
思
い
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
の
保
証
や
支
援
の
あ
り
様
は
、
幕
府
財
政
の
状
況
に
つ
よ
く

影
響
を
受
け
ま
し
た
。
幕
府
財
政
の
状
況
が
悪
く
な
れ
ば
、
幕
府
か
ら
の
保
証

や
支
援
も
厳
し
く
な
り
が
ち
で
し
た
。

　

大
御
所
時
代
以
前
に
つ
い
て
い
え
ば
、
幕
府
財
政
の
悪
化
な
ど
も
あ
り
、
安

永
七
（
一
七
七
八
）
年
度
か
ら
は
、
一
種
の
予
算
制
度
で
あ
る
定
高
制
が
各
御

所
に
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
寛
政
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
年
間
に

定
高
制
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
こ
れ
以
後
は
、
禁
裏
御
所
の
場
合
は
、
口

向
定
高
銀
七
四
五
貫
目
（
料
地
か
ら
の
年
貢
や
後
述
す
る
京
都
代
官
預
諸
渡
銀

な
ど
が
そ
の
財
源
で
し
た
）
と
奥
定
高
金
八
百
両
、
お
よ
び
諸
所
か
ら
の
献
上

金
品
な
ど
が
、
お
も
な
年
間
収
入
と
な
り
、
そ
の
中
で
の
や
り
く
り
が
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
あ
り
方
で
あ
っ
た
朝
廷
財
政
で
す
が
、
文
政

（
一
八
一
八
～
一
八
三
〇
）
～
天
保
（
一
八
三
〇
～
一
八
四
四
）
期
つ
ま
り
大

御
所
時
代
に
は
、
支
出
が
急
増
し
ま
す
。
そ
の
要
因
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、

ま
ず
物
価
の
高
騰
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
文
政
年
間
か
ら
質

の
悪
い
貨
幣
へ
の
改
鋳
が
行
わ
れ
、
物
価
が
高
騰
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
定

高
制
は
定
額
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
朝
廷
財
政
は
物
価
の
高
騰
の
影
響
を
も
ろ

に
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
大
御
所
時
代
の
幕
政
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ

る
貨
幣
改
鋳
と
そ
れ
に
よ
る
物
価
の
高
騰
と
い
う
問
題
が
、
朝
廷
の
支
出
増
大

を
招
い
た
か
な
り
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
の
要
因
を
考
察
し
ま
す
と
、
家
斉
の
子
ど
も
ら
の
吉
凶
事
も
そ
の

ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
前
述
し
ま
し
た
よ
う
に
、
家
斉
の
子
ど
も

ら
は
非
常
に
多
く
お
り
、
そ
の
子
ど
も
ら
に
吉
凶
事
が
あ
る
た
び
に
、
朝
廷
は

家
斉
や
そ
の
夫
人
ら
に
贈
物
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
も
朝

廷
の
支
出
増
大
の
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も

う
ひ
と
つ
。
光
格
天
皇
に
は
、
関
係
の
深
い
係
累
が
多
数
存
在
し
ま
し
た
。
そ

う
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
支
出
も
嵩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
病
気

平
癒
の
祈
祷
料
や
親
王
宣
下
の
費
用
な
ど
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
も
支
出
増

大
の
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
支
出
急
増
に
幕
府
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か

と
い
い
ま
す
と
、
ま
ず
、
朝
廷
に
お
い
て
、
倹
約
を
実
施
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
、

幕
府
の
代
官
で
あ
る
京
都
代
官
が
管
理
し
て
い
た
京
都
代
官
預
諸
渡
銀
を
用
い

て
の
補
填
も
行
い
ま
し
た
。
単
純
に
朝
廷
か
ら
の
要
望
に
京
都
代
官
預
諸
渡
銀

を
活
用
し
て
対
応
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
し
、
す
こ
し
細
か
い
話
し
に
な
り

ま
す
が
、
口
向
定
高
の
余
り
の
一
部
を
奥
に
渡
し
て
、
奥
が
あ
る
程
度
自
由
に

使
え
る
お
金
を
増
や
す
と
い
う
従
来
か
ら
存
在
し
た
制
度
が
、
支
出
急
増
の
た

め
、
口
向
定
高
に
余
剰
が
出
に
く
く
な
り
、
機
能
し
な
く
な
る
と
、
京
都
代
官

預
諸
渡
銀
を
用
い
て
補
填
し
、
奥
に
渡
す
金
銀
を
一
定
程
度
確
保
す
る
と
い
う

こ
と
も
実
施
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
明
治
時
代
に
江
戸
幕
府
の
役
人
で
あ
っ
た
人
物
ら
に
対
し
て
幕
府

の
役
職
な
ど
に
関
し
て
質
疑
を
行
い
、
そ
れ
ら
を
記
録
し
た
史
料
で
あ
る
『
旧

事
諮
問
録
』
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
【
史
料
一
】 （
旧
東
京
帝
国
大
学
史
談
会
編
『
旧
事
諮
問
録
』
青
蛙
房
、

二
〇
〇
七
年
、
八
〇
頁
）

な
お
、
た
し
か
文
恭
院
（
十
一
代
将
軍
家
斉
）
様
の
時
代
で
す
が
、
京
都

禁
裡
付
を
仰
せ
付
か
り
ま
す
と
、
特
に
御
前
召
出
し
と
い
う
こ
と
が
あ
り
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ま
し
て
、
お
人
払
い
の
上
に
て
仰
せ
ら
れ
ま
す
に
は
、
ほ
か
の
こ
と
で
は

な
い
が
、
禁
裡
御
料
一
カ
年
の
御
入
用
を
超
え
た
た
め
、
万
一
主
上
に
お

か
せ
ら
れ
て
、何
か
思
召
し
の
品
が
調
え
が
た
い
と
い
う
よ
う
な
時
に
は
、

内
々
に
て
奥
へ
知
ら
せ
来
る
よ
う
に
と
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し

て
事
実
禁
裡
付
か
ら
何
か
申
し
て
来
る
と
、
早
速
奥
に
て
調
え
て
差
上
げ

た
も
の
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
水
野
越（

佐
藤
註
：
忠
邦
）

前
守
の
例
の
改
革
以
来
、

取
止
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
申
し
ま
す
。

　

天
皇
の
方
で
何
か
不
足
が
あ
っ
た
場
合
は
、
旗
本
で
あ
る
禁
裏
付
が
そ
の
こ

と
を
内
々
に
将
軍
に
知
ら
せ
、
将
軍
の
方
で
対
応
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
史

料
の
性
格
上
、
事
実
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
の
で
す
が
、
非
常
に
大
御
所

時
代
（
の
朝
幕
関
係
）
ら
し
い
話
し
と
は
い
え
ま
す
。

二
　
大
御
所
時
代
後
、
ペ
リ
ー
来
航
前
ま
で
の
朝
幕
関
係

　

さ
て
、
こ
う
い
っ
た
と
く
に
「
和
懇
」
な
関
係
が
で
き
て
い
た
朝
幕
関
係
で

す
が
、
天
保
十
一
（
一
八
四
〇
）
年
に
光
格
上
皇
が
、
同
十
二
年
に
は
家
斉
が

死
去
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
朝
幕
関
係
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が

第
二
章
で
す
る
お
話
し
と
な
り
ま
す
。

朝
廷
財
政

　

ま
ず
、
朝
廷
財
政
に
つ
い
て
い
い
ま
す
と
、
先
ほ
ど
の
『
旧
事
諮
問
録
』
の

逸
話
（【
史
料
一
】）
で
お
話
し
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
家
斉
死
後
、
天
保
改

革
時
に
「
取
止
め
」
に
な
っ
た
と
同
史
料
中
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
先

述
の
京
都
代
官
預
諸
渡
銀
に
よ
る
補
填
も
、
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
に
は
中

断
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
背
景
に
は
、
江
戸
に
お
け
る
度
重
な
る
火
事
な

ど
を
原
因
と
し
た
幕
府
財
政
の
悪
化
が
あ
り
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
大
御
所
時
代
の
朝
幕
関
係
の
特
徴
＝
幕
府
の
「
す
り
よ
り
」
に
よ

る
と
く
に
「
和
懇
」
な
関
係
を
表
す
よ
う
な
制
度
な
ど
が
、
い
ず
れ
も
途
絶
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
大
御
所
時
代
の
朝
幕
関
係
と

は
違
っ
た
そ
れ
が
光
格
上
皇
・
家
斉
の
死
後
、
生
じ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま

す
。

三
条
実
万
の
認
識

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
三
条
実
万
と
い
う
公
家
が
、
上
記
の
よ
う
な
朝
幕
関
係

の
変
化
に
不
満
を
洩
ら
し
て
い
ま
す
。
三
条
実
万
は
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）

年
か
ら
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
ま
で
、
朝
廷
の
要
職
で
あ
る
武
家
伝
奏
を
勤

め
ま
し
た
。
朝
廷
の
執
行
部
の
一
員
で
あ
っ
た
公
家
で
す
。
優
秀
な
人
物
と
の

評
判
が
あ
り
、
安
政
の
大
獄
で
落
飾
（
出
家
）
し
て
お
り
ま
す
。

　

三
条
実
万
は
、
武
家
伝
奏
と
し
て
、
禁
裏
付
と
さ
ま
ざ
ま
な
話
し
合
い
を
行

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
ひ
と
つ
と
し
て
、内
侍
所
仮
殿
の
普
請
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
普
請
が
な
か
な
か
始
ま
ら
な
い
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
実
万
は
、「
近
来

何
事
も
関
東
遅
滞
甚
令
当
惑
事
也
、
有
限
御
沙
汰
之
義
ハ
、
何
卒
程
々
返
答
有

之
候
様
致
度
事
也
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
「
三
条
実
万
公
記
」〈
以
下
、

「
実
万
」〉嘉
永
三
年
十
一
月
二
十
日
条
）と
述
べ
て
い
ま
す
。
近
来
何
事
も「
関

東
」
＝
幕
府
の
対
応
が
遅
い
、
は
な
は
だ
当
惑
し
て
い
る
と
禁
裏
付
に
苦
情
を

い
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
禁
裏
付
は
、
京
都
町
奉
行
に
催
促
し
て

い
る
が
、
老
中
か
ら
の
返
答
が
な
い
と
答
え
て
い
ま
す
。
こ
の
史
料
か
ら
、「
近

来
」
以
前
と
「
近
来
」
で
、
朝
廷
の
要
望
に
対
す
る
幕
府
側
の
対
応
の
速
さ
に

違
い
が
あ
っ
た
、
少
な
く
と
も
実
万
は
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
明
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ら
か
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
あ
る
種
の
幕
府
に
対
す
る
不
満
が
、「
実
万
」
に
は
、
い
く
つ

も
書
き
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
上
丁
（
釈
奠
）
の
開
催

場
所
な
ど
を
め
ぐ
る
朝
幕
間
の
交
渉
の
中
で
、実
万
は
「
元
来
武
辺
緩
怠
之
義
、

甚
不
便
、
如
此
事
相
重
ハ
於
当
地
甚
気
味
悪
敷
事
也
」「
近
来
東
武
往
反
事
、

惣
而
甚
遅
緩
不
便
之
至
也
、
已
後
ハ
可
有
勘
弁
事
也
」（「
実
万
」
嘉
永
二
年
八

月
九
日
条
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
「
予
所
示
、
公
武
之
間
ヒ
ツ

タ
リ
ト
参
リ
難
キ
か
之
儀
」（「
実
万
」
嘉
永
二
年
閏
四
月
四
日
条
）
な
ど
と
も

書
き
記
し
て
お
り
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
朝
幕
関
係
が
、
大
御
所
時
代
の
と
く
に
「
和
懇
」
な
そ
れ
と
は

違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
実
万
は
示
唆
し
て
い
ま
す
。

実
万
の
認
識
の
背
景

　

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
朝
幕
関
係
の
変
化
に
対
す
る
実
万
の
認
識
の
背

景
に
何
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
、つ
ぎ
の【
史

料
二
】
で
す
。
こ
れ
は
禁
裏
付
内
藤
忠
明
と
実
万
と
の
内
談
の
内
容
を
表
す
史

料
で
す
。

　
【
史
料
二
】（「
実
万
」
嘉
永
二
年
四
月
二
十
八
日
条
）

　
　

付
武
士
内
藤
安（

忠
明
、禁
裏
付
）

房
守
来

兼
及
内
話
度
事
有
之
間
、
可
有

入
来
か
之
旨
、
所
示
合
也

於
別
所
内
談

　
　
　

 

予
趣
意　

当
時
公
武
往
来
之
儀
齟
齬
之
儀
無
之
哉
、
実
ハ
近
来
被
仰
達

事
条
、
難
被
及
沙
汰
事
毎
々
有
之
、
若
哉
彼
辺
何
か
懸
念
之
筋
有
之
候

而
如
此
か
、
如
何
之
由
及
内
問

　
　
　
　

 

房
州
答
、
無
前
条
之
返
事
唯
所
示
ハ
、
於
大
樹
公
ハ
甚
以　

禁
裏
之

御
事
被
尊
敬
格
別
之
事
也
、
女
房
奉
書
頂
載戴

之
事
ナ
ト
手
厚
被
恭
敬

之
旨
也
、
先
年
霊
芝
献
上
之
事
有
之
、
其
節
被
下
候
女
房
奉
書
早
速

被
表
荘（

マ
マ
、装
）

、
晴
之
節
ノ
懸
物
ニ
相
成
由
、
其
他
献
上
物
ナ
ト
自
身
被
取

扱
、
夫
ハ
御
尊
敬
之
事
云
々
、
然
ル
ニ
中
サ
マ
ニ
テ
、
右
御
趣
意
通

リ
ニ
参
リ
か
ね
候
、
何
ト
申
せ
ハ
御
入
用
筋
之
事
ニ
相
成
申
候
（
後

略
）

　

こ
の
中
で
実
万
は
、
朝
廷
側
の
要
望
が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
な
い
、
朝
廷
と

幕
府
と
の
間
の
や
り
取
り
に
な
に
か
「
齟
齬
」
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

幕
府
は
朝
廷
に
懸
念
で
も
あ
る
の
か
、
な
ど
と
禁
裏
付
の
内
藤
忠
明
に
不
満
を

述
べ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
禁
裏
付
は
、
将
軍
は
女
房
奉
書
を
表
装
し
て
、
晴
れ
の
日

の
懸
け
物
に
し
て
い
る
な
ど
と
直
接
的
な
返
答
を
避
け
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

そ
の
一
方
で
、
本
音
の
よ
う
な
も
の
も
漏
ら
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
御
入
用

筋
」
す
な
わ
ち
財
政
の
問
題
が
あ
る
か
ら
、
朝
廷
側
の
要
望
に
完
全
に
対
応
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
仄
め
か
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
財
政
の
問
題
と
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
時
期
、
幕
府
財
政
に
い

ろ
い
ろ
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
弘
化

（
一
八
四
四
～
四
八
）
年
間
初
期
頃
に
、
江
戸
で
大
火
が
頻
発
し
ま
し
た
し
、

天
保
十
五
年
に
は
、
江
戸
城
本
丸
火
災
な
ど
も
起
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

大
火
に
よ
る
被
害
が
、
幕
府
財
政
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
禁
裏
付

の
返
答
の
背
景
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
幕
府
財
政
の
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
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三
　
鷹
司
政
通
の
権
勢
と
経
済
力

　

さ
て
、
こ
こ
で
少
し
お
話
し
が
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
間
の
天
皇
・
朝
廷
、
あ

る
い
は
朝
幕
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
鷹
司
政
通
と
い
う
公
家
は
外
せ
な
い
人

物
で
す
。
そ
の
わ
り
に
は
、
さ
ほ
ど
研
究
の
蓄
積
が
厚
く
あ
り
ま
せ
ん
。

鷹
司
政
通
と
は

　

こ
の
鷹
司
政
通
の
権
勢
が
窺
え
る
史
料
と
し
て
著
名
な
の
が
、
つ
ぎ
の
【
史

料
三
】
で
す
。
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
二
月
二
十
日
付
で
、
関
白
九
条
尚
忠

に
宛
て
た
孝
明
天
皇
宸
翰
で
す
。

　
【
史
料
三
】 

安
政
五
年
二
月
二
十
日
付
関
白
九
条
尚
忠
宛
孝
明
天
皇
宸
翰（
九

条
家
蔵
「
宸
翰
写
」『
孝
明
天
皇
紀　

第
二
巻
』
一
九
六
七
年
、

七
七
五
頁
）

　
　

 （
前
略
）
太（

鷹
司
政
通
）

閤
ト
差
向
応
対
ニ
成
候
テ
ハ
、
私
中
々
存
念
之
程
一
寸
モ
不

被
申
、
万
一
申
候
共
、
中
々
是
迄
之
工
合
ニ
テ
ハ
申
条
不
立
、
自
分
存
念

通
立
ネ
ハ
置
ヌ
生
質
故
、
風
ト
私
申
条
ハ
自
分
不
当
懐
之
時
ハ
、
自
分
存

念
通
リ
ヲ
上
モ
其
御
思
召
位
被
申
候
テ
ハ
、
事
ノ
大
間
違
（
中
略
）
私
所

希
ハ
、
何
卒
太
閤
入
来
之
日
ヲ
御
考
候
テ
自
然
ニ
成
候
様
ニ
テ
同
日
尊
公

ニ
モ
御
入
来
有
之
候
テ
、
御
両
人
同
時
ニ
御
逢
申
候
ハ
ヽ
、
其
辺
至
極
都

合
宜
敷
候
、
左
候
ハ
ヽ
、
太
閤
ト
私
応
対
モ
一
所
ニ
御
聞
取
有
之
候
テ
、

工
合
之
悪
敷
次
第
之
時
ハ
御
助
言
被
遊
下
候
ハ
ヽ
、誠
ニ
以
忝
存
候
間（
中

略
）

　
　

 　

且
太
閤
、
尊
公
へ
何
様
申
候
共
、
決
而
決
而
御
ナ
ツ
ミ
無
之
御
応
対
希

入
候
、
何
モ
荒
々
、

　
　
　
　

二
月
二
十
日　

 

此
花

　
　
　
　
　
　

関
白
殿

　

何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
太
閤
（
政
通
）
と
私
（
孝
明
天

皇
）
が
一
対
一
で
応
対
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
私
（
孝
明
天
皇
）

は
な
か
な
か
い
い
た
い
こ
と
も
い
え
な
い
、
太
閤
が
来
る
日
を
見
計
ら
っ
て
、

あ
な
た
（
九
条
尚
忠
）
も
自
然
な
感
じ
で
来
て
ほ
し
い
、
三
人
で
会
う
よ
う
な

か
た
ち
な
ら
、
都
合
が
よ
い
、
太
閤
と
私
の
話
し
合
い
の
席
に
も
一
緒
に
い
て

も
ら
っ
て
、
私
の
方
の
形
勢
が
悪
い
と
き
は
、
脇
か
ら
「
御
助
言
」
し
て
く
れ

れ
ば
、
あ
り
が
た
い
な
ど
と
い
う
内
容
で
す
。

　

こ
の
史
料
に
は
、
孝
明
天
皇
の
政
通
に
対
す
る
「
恐
れ
」
が
よ
く
表
れ
て
い

ま
す
。
政
通
は
近
世
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
朝
廷
内
で
な
が
く
権
勢
を
振
る

っ
た
人
物
で
す
。
そ
の
権
勢
の
源
が
何
で
あ
っ
た
の
か
に
関
し
て
は
、
①
文
政

六
（
一
八
二
三
）
年
か
ら
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
に
わ
た
る
三
十
年
以
上
の

関
白
在
職
（
そ
の
後
も
太
閤
。
江
戸
時
代
、
摂
政
・
関
白
は
幕
府
か
ら
特
別
な

地
位
を
与
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
）、
②
政
通
自
身
の
能
力
の
高
さ
、
③
祖
父

輔
平
・
父
政
煕
と
も
に
関
白
を
経
験
、
④
「
血
」、
東
山
天
皇
の
子
ど
も
が
閑

院
宮
直
仁
親
王
、
そ
の
子
ど
も
が
光
格
天
皇
（
前
述
し
ま
し
た
と
お
り
、
孝
明

天
皇
の
祖
父
で
す
）
の
実
父
の
典
仁
親
王
や
政
通
の
祖
父
の
輔
平
で
す
、
⑤
経

済
力
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
、
よ
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

政
通
と
い
う
人
物
を
考
え
る
と
き
に
、
彼
が
以
上
の
よ
う
な
権
勢
を
い
か
に

し
て
築
い
て
き
た
の
か
、
そ
の
過
程
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ

に
は
、
幕
府
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
交
渉
の
中
な
ど
で
、
自
身
の
能
力
の
高
さ
を
発

揮
し
た
こ
と
な
ど
が
重
要
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
い
ろ

い
ろ
な
要
素
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
経
済
面
も
大
事
と
想
定
で
き
ま
す
。
そ
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こ
で
、
こ
こ
で
は
、
経
済
面
を
中
心
に
考
究
し
て
い
き
ま
す
。

鷹
司
政
通
の
経
済
力

　

基
本
的
な
収
入
と
し
て
は
、家
領
（
一
五
〇
〇
石
）
や
諸
大
名
家
か
ら
の
「
お

手
伝
い
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
公
家
は
、
往
々
に
し
て
関
係
の
あ

る
大
名
家
か
ら
経
済
的
な
援
助
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
鷹
司
政
通
も
ま

た
、
大
名
家
か
ら
の
援
助
を
受
け
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、「
関
白
職
を

持
っ
て
お
れ
ば
、
ま
た
諸
方
か
ら
色
々
入
る
も
の
」（【
下
橋
】）
や
、
政
通
に

つ
い
て
は
、
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
に
米
五
〇
〇
俵
（
在
職
中
→
終
身
）、

弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
に
金
二
〇
〇
両
（
在
職
中
）
が
毎
年
、
幕
府
か
ら
支

給
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

政
通
に
は
上
記
の
よ
う
な
収
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
先
行
研
究
で
す
で
に
論
じ

ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
鷹
司
家
（
政
通
）
は
多
額
の
貸
付

金
を
有
し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
金
融
活
動
を
ひ
ろ
く
行
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
す
。
以
下
、
こ
の
点
に
関
し
て
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
松
平
乗
全
関
係
文
書
の
中
に
、「
官
家
風
聞
書
」

と
い
う
史
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
十
一
月
付
け
の

も
の
で
、
京
都
町
奉
行
与
力
・
同
心
が
書
き
記
し
た
情
報
探
索
書
で
す
。
そ
の

中
に
政
通
に
関
す
る
記
述
も
あ
り
ま
す
。

　
【
史
料
四
】 （
嘉
永
三
年
十
一
月
付
京
都
町
奉
行
与
力
下
田
耕
助
・
砂
川
健
次

郎
お
よ
び
同
心
今
井
小
平
太
「
官
家
風
聞
書
」）

 

鷹
司
関
白
殿

　
　
　

 

右
生
質
は
随
分
才
気
有
之
、
被
行
届
候
方
ニ
而
、
官
家
一
体
之
御
取
締

は
宜
趣
ニ
候
得
共
、
身
勝
手
之
癖
有
之
（
中
略
）
亦
貸
附
金
も
彼
是

七
百
貫
目
計
有
之
、
出
入
之
丁
人
八
幡
屋
東
助
・
茶
染
屋
五
兵
衛
と
申

も
の
世
話
い
た
し
居
、
外
ニ（

マ
マ
、「
手
」ヵ
）

平
当
金
を
以
、
堂
上
方
之
内
江
貸
付
有
之

よ
し
、
利
合
八
朱
程
ニ
相
聞
申
候
（
後
略
）

　

鷹
司
家
が
多
額
の
貸
付
金
を
運
用
し
て
い
た
こ
と
、「
出
入
之
丁
人
」
茶
染

屋
五
兵
衛
と
八
幡
屋
東
助
が
運
用
実
務
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
実
際
、
東
京
大
学
法
学
部
法
制
史
資
料
室
所
蔵
「
京
阪
文
書
」
や

京
都
市
歴
史
資
料
館
架
蔵
写
真
版
（
撮
影
し
た
史
料
を
印
刷
し
て
ま
と
め
た
も

の
で
す
）「
高
嶋
（
弥
）
家
文
書
」
に
は
、
鷹
司
家
の
貸
付
金
に
関
す
る
証
文

が
多
数
見
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
鷹
司
家
は
心
観
院
名
目
金
を
は
じ
め
と
し
た

貸
付
金
を
ひ
ろ
く
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
、「
京
阪
文
書
」
や
「
高
嶋
（
弥
）

家
文
書
」
中
の
各
史
料
か
ら
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

名
目
金
と
は

　

さ
て
、
こ
の
名
目
金
と
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
幕
府
か
ら
の
債
権
保
護
が

あ
っ
た
貸
付
金
で
す
。
非
常
に
恩
恵
的
な
も
の
な
の
で
、
誰
に
で
も
許
可
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
く
、
御
三
家
や
一
部
の
寺
社
、
公
家
ら
と
い
っ
た
ご
く
一
部
に

の
み
許
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
名
目
金
に
つ
い
て
ふ
か
く
研
究
し
て
い
る

三
浦
俊
明
氏
は
「
京
都
に
は
、
門
跡
寺
院
や
そ
の
他
の
寺
社
方
の
名
目
銀
に
比

べ
て
、
相
対
的
に
摂
家
・
宮
方
・
堂
上
方
の
名
目
銀
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」

（【
三
浦
】）
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
公
家
の
名
目
金
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
研

究
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
以
前
鷹
司
家
の
名
目
金
で
あ
る
心
観
院
名
目
金

に
関
し
て
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。　
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心
観
院
名
目
金
と
は

　

そ
も
そ
も
心
観
院
名
目
金
の
「
心
観
院
」
と
は
誰
か
と
い
い
ま
す
と
、
閑
院

宮
直
仁
親
王
の
娘
で
あ
る
倫
子
の
こ
と
で
す
。
倫
子
と
政
通
の
祖
父
輔
平
は
姉

弟
で
す
。
倫
子
は
宝
暦
四
（
一
七
五
四
）
年
に
徳
川
家
治
（
後
の
第
十
代
将
軍
）

に
嫁
ぎ
、
明
和
八
（
一
七
七
一
）
年
に
病
没
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
こ
の

心
観
院
名
目
金
と
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
心
観
院
病
没
時
に
、
将
軍
家
と
の

関
係
か
ら
鷹
司
家
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
遺
金
を
元
手
に
し
た
名
目
金
で
す
。

最
初
の
元
手
は
、
金
一
〇
〇
〇
両
と
お
お
き
な
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

さ
て
、
名
目
金
の
元
手
に
商
人
ら
が
自
己
の
資
金
を
投
入
す
る
こ
と
は
、
本

来
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
実
際
に
は
非
常
に
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
を
差
加
金
と
呼
ぶ
の
で
す
が
、
そ
の
結
果
、
運
用
規
模
が
お
お
き
く
な
る

こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
資
金
を
投
入
す
る
商
人
側
か
ら
す
る
と
、
名
目
金
に

な
る
の
で
、
幕
府
か
ら
の
債
権
保
護
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
心
観
院
名
目
金

に
関
し
て
も
同
様
で
、
前
述
の
茶
染
屋
を
は
じ
め
と
し
た
幾
人
か
の
商
人
ら
が

差
加
金
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
史
料
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
そ
の

一
方
で
、
差
加
金
を
許
す
側
（
こ
の
場
合
、
鷹
司
家
で
す
）
に
ど
の
よ
う
な
メ

リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
対
価
と
し
て
「
冥
加
」
と
呼
ば
れ
る
金

銭
を
商
人
側
か
ら
受
け
取
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
心
観
院
名
目
金
の
運
用
実
務
を
担
い
、
差
加
金
も
出
し
て
い
た

茶
染
屋
五
兵
衛
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
史
料
が
あ
り
ま
す
。

　
【
史
料
五
】 （
宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀　

一
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
六
八
年
、

嘉
永
五
年
十
一
月
十
七
日
条
、
二
九
～
三
〇
頁
） 

　
　
　

 （
前
略
）
当
時
京
都
に
茶
染
屋
五
兵
衛
な
る
者
あ
り
、
人
呼
び
て
茶
五

と
曰
ふ
、
俸
禄
に
衣
食
す
る
者
の
委
託
を
受
け
、
手
数
料
を
得
て
俸
券

を
売
却
し
、
又
は
之
れ
を
抵
当
と
し
て
金
銭
を
融
通
す
る
を
業
と
す
、

恰
も
江
戸
に
於
け
る
札
差
の
如
く
、
凡
そ
廷
臣
の
廩
米
を
受
く
る
者
に

し
て
之
れ
に
頼
ら
ざ
る
も
の
殆
ど
之
れ
な
き
な
り
（
中
略
）

　
「
遺
老
」
か
ら
の
聞
き
取
り
を
参
酌
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要

で
す
が
、
茶
染
屋
は
、
い
わ
ば
札
差
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま

す
。
札
差
と
は
、
旗
本
や
御
家
人
に
給
付
さ
れ
る
俸
禄
米
の
受
領
や
換
金
、
そ

れ
ら
を
担
保
と
し
た
貸
付
け
な
ど
を
行
っ
て
い
た
商
人
の
こ
と
で
す
。

心
観
院
名
目
金
の
貸
付
先

　

つ
ぎ
に
、
心
観
院
名
目
金
の
貸
付
先
に
関
し
て
考
え
ま
す
。
貸
付
先
は
、
堂

上
公
家
や
朝
廷
の
下
級
官
人
で
あ
る
地
下
官
人
、
口
向
役
人
、
京
都
町
奉
行
与

力
な
ど
、
多
様
で
す
。
全
体
的
に
い
え
ば
、
小
口
が
多
い
の
で
す
が
、
堂
上
公

家
の
山
井
家
に
対
す
る
銀
一
一
貫
目
な
ど
、
ま
と
ま
っ
た
金
額
の
も
の
も
あ
り

ま
す
。「
困
窮
」
す
る
堂
上
公
家
ら
に
対
す
る
金
融
と
し
て
機
能
し
た
一
面
が

強
い
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
こ
の
貸
付
先
の
中
で
特
徴
的
な
も
の

が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
二
点
ほ
ど
見
て
い
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
政
通
の
朝
廷
運
営
と
の
関
係
か
ら
貸
与
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
も

の
で
す
。
具
体
的
に
は
、
朝
廷
の
要
職
で
あ
る
武
家
伝
奏
を
多
く
輩
出
し
た
広

橋
家
や
、
非
常
に
有
能
な
公
家
と
評
さ
れ
た
三
条
実
万
ら
に
貸
付
け
が
な
さ
れ

て
い
ま
す
。
と
く
に
後
者
に
関
し
て
は
、
実
万
が
武
家
伝
奏
に
な
っ
て
間
も
な

く
貸
与
が
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
う
い
っ
た
み
ず
か
ら
の
朝

廷
運
営
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
公
家
た
ち
に
貸
付
金
を
貸
与
す
る
こ
と

で
、
自
ら
の
朝
廷
運
営
を
よ
り
円
滑
に
行
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

○
宮
様
御
降
誕
御
用
私
記
、
禁
中
行
事
記
聞
附
録　

○
茶
染
屋
五
兵
衛
の
事
は
、
編
修
官
上
野
竹
次
郎

の
曽
て
遺
老
に
聞
く
所
を
参
酌
し
て
記
す
、
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れ
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
縁
戚
関
係
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。
心
観
院
名
目
金
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
鷹
司
家
の
「
御
納
戸
非
常
御
手
当
金
」
か
ら
、
公
家
の
広

幡
基
豊
が
低
利
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
ま
す
。
基
豊
室
は
政
熈
女
の
孝
子
で
、

こ
れ
は
縁
戚
関
係
に
よ
る
低
利
の
貸
与
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
時
間
の
関
係
で
、

こ
れ
以
上
く
わ
し
く
は
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
心
観
院
名
目
金
に
限

ら
ず
、
鷹
司
家
が
運
用
に
関
与
し
た
貸
付
金
か
ら
、
鷹
司
家
と
縁
戚
関
係
に
あ

っ
た
者
ら
に
種
々
の
貸
付
け
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、前
述
の
「
京
阪
文
書
」

な
ど
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

お
わ
り
に

　

最
後
に
、本
講
演
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
講
演
で
は
、

最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
光
格
期
と
幕
末
期
と
の
間
の
天
皇
・
朝
廷

の
存
在
、
あ
る
い
は
朝
幕
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
お

も
な
論
点
と
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
①
光
格
天
皇
（
上
皇
）・
将
軍
（
大

御
所
）
徳
川
家
斉
と
い
う
特
徴
の
あ
る
天
皇
（
上
皇
）・
将
軍
（
大
御
所
）
が

病
没
し
た
後
の
朝
幕
関
係
は
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
、
そ
れ
か
ら
、
②
近

世
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
の
朝
廷
で
存
在
感
を
は
な
っ
た
公
家
で
あ
る
鷹
司

政
通
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
い
い
ま
す
と
、
光
格
上
皇
と
大
御
所
家
斉
の
病
没
に
よ

っ
て
、
両
者
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
き
た
、
と
く
に
「
和
懇
」
な
朝
幕
関
係
が

終
わ
る
と
い
う
点
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
幕
府
財
政

の
問
題
な
ど
に
よ
る
も
の
で
、
幕
府
が
特
段
、
朝
幕
関
係
を
悪
化
さ
せ
よ
う
と

し
た
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、
結
果
と
し
て
は
、
す
く

な
く
と
も
朝
廷
の
執
行
部
に
い
た
武
家
伝
奏
三
条
実
万
は
、
近
来
、
朝
廷
の
要

望
に
対
す
る
幕
府
の
対
応
が
遅
い
、
朝
廷
の
要
望
が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
な
い

な
ど
と
、
幕
府
の
態
度
の
変
化
に
不
満
を
も
ら
し
て
い
ま
す
。

　

幕
末
期
、
三
条
実
万
は
種
々
の
不
満
を
述
べ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
直

接
に
は
、
開
国
問
題
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
状
況
に
対
す
る
も
の
な
の
で
す

が
、
そ
の
前
提
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
の
幕
末
期
直
前
の
朝
幕
関
係
に
対
す
る

意
識
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
時
期

に
蓄
積
さ
れ
た
朝
幕
関
係
に
対
す
る
不
満
が
土
台
と
な
っ
て
、
幕
末
期
の
よ
う

な
状
況
に
至
る
の
で
は
な
い
か
と
見
通
し
て
お
り
ま
す
。
と
く
に
「
和
懇
」
な

朝
幕
関
係
が
終
わ
っ
た
後
に
、
ペ
リ
ー
来
航
、
条
約
勅
許
問
題
な
ど
を
迎
え
る

と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
開
国
前
夜
の
朝
幕
関
係
の
変
化
が
、
幕
末

の
種
々
の
「
政
局
」
に
与
え
た
影
響
の
有
無
を
き
ち
ん
と
考
え
る
必
要
が
あ
る

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
幕
末
史
を
研
究
す
る
う
え
で
は
、
当
該
期
の
朝
幕
関
係

の
変
化
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
本
講

演
で
お
話
し
し
た
か
っ
た
趣
旨
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

つ
ぎ
に
②
の
点
、
鷹
司
政
通
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で

す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ま
だ
研
究
を
始
め
た
ば
か
り
で
、
種
々
課
題
は
多
い

の
で
す
が
、
政
通
は
幕
末
に
孝
明
天
皇
が
「
恐
れ
」
を
抱
く
ほ
ど
の
権
勢
を
持

っ
た
人
物
で
す
。政
通
が
幕
末
に
そ
の
よ
う
な
権
勢
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、

そ
れ
ま
で
の
権
勢
拡
大
の
過
程
や
要
因
を
総
合
的
に
考
究
す
る
べ
き
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
朝
幕
間
の
種
々
の
交
渉
に
お
け
る
役
割
な
ど
、
多
様
な

側
面
か
ら
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
本
講
演
で
は
、
そ
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
鷹
司
家
の
経
済
力
（
名
目
金
・
貸
付
金
）
に
つ
い
て
論
じ
ま
し
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た
。
近
世
の
京
都
で
は
、
鷹
司
家
の
名
目
金
・
貸
付
金
が
ひ
ろ
く
展
開
し
て
お

り
ま
し
た
。
貸
付
先
は
、
現
在
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
対
象
と
し
て
は
、
堂
上

公
家
や
口
向
役
人
、
地
下
官
人
ら
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
、
武
家

伝
奏
を
多
く
輩
出
す
る
広
橋
家
や
有
能
な
公
家
と
評
さ
れ
る
武
家
伝
奏
三
条
実

万
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
政
通
の
朝
廷
運
営
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

う
る
よ
う
な
存
在
に
も
こ
う
い
っ
た
貸
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
、
政
通
の
権
勢
を
支
え
た
（
拡
大
さ
せ
た
）
名
目
金
・
貸
付
金
な
ど

と
い
っ
た
視
点
が
必
要
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
ほ
か
の
公
家
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
貸
付
け
が
い
か
な
る
意

味
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
こ
れ
ら
の
貸
付
け
に
よ
っ
て

助
か
っ
た
者
が
い
た
一
方
で
、
貸
付
け
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
、
あ
る
い
は

受
け
ら
れ
た
と
し
て
も
返
済
に
苦
し
ん
だ
者
も
当
然
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
公
家
ら
が
鷹
司
家
あ
る
い
は
鷹
司
政
通
の
経
済
力
を
ど
の
よ
う
に

見
て
い
た
の
か
と
い
う
点
は
、
公
家
た
ち
の
政
通
に
対
す
る
意
識
な
ど
を
考
え

る
う
え
で
重
要
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

幕
末
期
に
公
家
が
鷹
司
政
通
に
対
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
不
満
を
も
ら
す
と
い

う
こ
と
は
従
来
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
政
通
は
基
本
的
に
は

開
国
論
を
取
り
ま
す
の
で
、
い
ま
申
し
上
げ
た
よ
う
な
公
家
の
不
満
は
直
接
に

は
、
そ
の
よ
う
な
政
通
の
政
治
的
態
度
や
政
治
方
針
な
ど
に
関
す
る
も
の
で
す

が
、
そ
の
一
方
で
、
①
と
同
じ
く
展
望
を
述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
通
（
鷹
司

家
）
の
金
融
活
動
な
ど
を
含
め
た
経
済
力
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
。
政
通
（
鷹
司
家
）
の
経
済
力
に
対
し
て
、
ほ
か
の
公
家
が

不
満
や
羨
望
な
ど
の
感
情
を
抱
く
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
幕
末
期
の
政
通
に
対
す
る
公
家
の
不
満
の
前
提
に
あ
っ
た
可
能
性
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
公
家
の
意
識
や
感
情
が
さ
ま
ざ
ま
な
幕
末
の
「
政

局
」に
与
え
た
影
響
を
今
後
考
究
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、

本
講
演
の
も
う
ひ
と
つ
の
趣
旨
で
す
。
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摂
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〇
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史
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〇
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史
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史
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い
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」『
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史
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〇
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年
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史
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