
新
刊
紹
介

皇
學
館
論
叢

第
五
十
巻
第
六
号

平

成

二

十

九

年

十

二

月

十

日

戎
光
祥
選
書
ソ
レ
イ
ユ

樋
口
健
太
郎
著
﹃
九
条
兼
実
﹄

貴
族
が
み
た
﹃
平
家
物
語
﹄
と
内
乱
の
時
代

木

本

好

信

著
者
樋
口
健
太
郎
氏
は
︑
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
を
専
門

と
し
て
︑
と
く
に
摂
関
家
の
動
向
を
中
心
と
す
る
研
究
で
知
ら
れ
て
い
る
︒

本
書
は
︑
そ
の
樋
口
氏
が
﹃
平
家
物
語
﹄
の
扱
っ
て
い
る
十
二
世
紀
末
の

時
代
︑﹃
平
家
物
語
﹄
に
影
響
さ
れ
て
形
成
さ
れ
た
歴
史
像
に
つ
い
て
︑

九
条
兼
実
を
中
心
に
す
え
て
︑
そ
の
日
記
で
あ
る
﹃
玉
葉
﹄
の
記
事
に

よ
っ
て
﹃
平
家
物
語
﹄
の
虚
構
を
見
直
し
︑
か
つ
実
像
の
解
明
に
挑
ん
だ

意
欲
作
で
あ
る
︒

ま
ず
目
次
を
掲
記
し
て
み
よ
う
︒

は
し
が
き

第
一
部

摂
関
家
に
生
ま
れ
て

第
一
章

摂
関
家
の
確
立

第
二
章

保
元
・
平
治
の
乱
の
衝
撃

第
三
章

破
格
の
昇
進
と
皇
嘉
門
院

第
二
部

平
氏
の
栄
華
か
ら
内
乱
へ

第
一
章

後
白
河
院
政
と
清
盛
・
基
房

第
二
章

平
氏
政
権
と
兼
実
の
微
妙
な
関
係

第
三
章

平
氏
政
権
の
崩
壊

第
三
部

執
政
兼
実
の
栄
光
と
挫
折

第
一
章

執
政
へ
の
道

第
二
章

摂
政
兼
実
の
理
想
と
現
実
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第
三
章

短
命
に
終
わ
っ
た
兼
実
政
権

第
四
章

晩
年
の
兼
実
と
九
条
家

あ
と
が
き
／
参
考
文
献
一
覧
／
九
条
兼
実
関
係
年
表
︵
以
上
︶

そ
れ
で
は
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
︑
順
次
紹
介
し
て
ゆ
こ
う
︒
ま
ず
︑

第
一
部
第
一
章
︵
一
・
一
と
略
す
︑
以
下
同
じ
︶
で
は
︑
院
政
時
代
に
は

摂
関
家
は
︑
院
と
対
立
し
て
没
落
し
て
ゆ
く
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

が
︑
白
河
院
な
ど
は
異
母
弟
で
あ
る
実
仁
親
王
・
輔
仁
親
王
と
の
対
立
の

な
か
で
︑
御
堂
関
白
道
長
以
来
の
摂
関
家
と
結
ぶ
こ
と
で
自
身
の
正
統
性

を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
院
と
摂
関
家
と
は
協
調
的
で

あ
っ
た
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
白
河
院
は
鳥
羽
天
皇
が
即
位
す
る
と
︑

そ
の
外
伯
父
で
あ
る
藤
原
公
実
を
摂
政
と
せ
ず
に
︑
師
実
の
孫
で
師
通
の

子
で
あ
る
忠
実
を
摂
政
に
任
じ
て
い
る
が
︑
著
者
は
こ
の
事
実
を
も
っ

て
︑
道
長
以
来
の
嫡
流
が
天
皇
の
外
戚
と
は
分
離
し
て
︑
名
実
と
も
に
摂

関
を
世
襲
す
る
摂
関
家
の
地
位
を
確
立
し
た
と
理
解
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

忠
実
は
白
河
院
の
協
力
の
も
と
で
多
く
の
荘
園
を
集
積
し
︑
私
兵
と
し
て

武
士
を
編
成
し
て
︑
権
力
を
強
化
し
て
い
っ
た
と
説
く
︒
こ
の
院
と
摂
関

家
と
の
関
係
は
︑
忠
実
の
子
の
忠
通
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
い
う
︒

次
に
一
・
二
で
は
︑
保
元
の
乱
の
こ
と
な
ど
に
論
及
す
る
︒
忠
通
が
異

母
弟
の
頼
長
を
養
子
に
迎
え
た
の
ち
に
︑
長
男
基
実
が
生
ま
れ
た
こ
と
か

ら
忠
通
と
頼
長
の
関
係
が
悪
化
し
た
が
︑
こ
れ
に
関
し
て
忠
実
が
頼
長
側

に
立
ち
忠
通
を
義
絶
し
て
︑
頼
長
へ
の
関
白
職
を
は
じ
め
藤
氏
長
者
の
地

位
や
荘
園
の
譲
渡
を
迫
っ
た
︒
忠
通
は
関
白
職
の
み
死
守
し
た
も
の
の
摂

関
家
嫡
流
の
座
か
ら
陥
落
し
た
︒
し
か
し
︑
忠
通
は
美
福
門
院
得
子
と
結

び
︑
鳥
羽
院
の
了
解
を
得
て
︑
後
白
河
天
皇
を
即
位
さ
せ
る
と
︑
形
勢
は

逆
転
し
て
頼
長
は
失
脚
し
た
︒
さ
ら
に
忠
通
が
摂
関
家
代
々
の
本
邸
で
あ

る
東
三
条
殿
を
没
収
し
た
こ
と
か
ら
頼
長
は
挙
兵
し
︑
こ
こ
に
後
白
河
天

皇
と
崇
徳
上
皇
︑
摂
関
家
︑
源
平
の
武
士
を
分
け
て
の
大
乱
︑
保
元
の
乱

へ
と
発
展
し
た
︒
著
者
は
︑
と
く
に
こ
の
事
実
に
注
視
し
て
︑
忠
通
は
勝

利
し
た
も
の
の
︑
政
争
が
武
士
の
力
に
よ
っ
て
決
着
を
み
た
こ
と
で
源
平

の
武
士
が
権
力
中
枢
に
入
り
込
む
き
っ
か
け
と
な
っ
て
︑
兼
実
を
は
じ
め

と
し
て
忠
通
の
息
子
た
ち
も
こ
の
大
き
な
重
荷
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た

と
記
し
て
い
る
︒

翌
年
の
保
元
二
年
︵
一
一
五
七
︶
八
月
︑
兼
実
は
昇
殿
を
許
さ
れ
︑
こ

れ
に
と
も
な
っ
て
幼
名
か
ら
兼
実
と
い
う
実
名
が
付
け
ら
れ
た
が
︑
こ
の

実
名
は
父
忠
通
の
際
に
大
江
匡
房
が
提
示
し
た
二
つ
の
う
ち
の
残
っ
た
実

名
で
あ
っ
た
と
い
う
が
︑
そ
の
後
も
摂
関
家
で
は
忠
通
の
死
後
︑
内
訌
が

収
ま
ら
ず
に
兼
実
の
兄
で
あ
る
基
実
と
基
房
と
の
争
い
が
激
し
く
な
っ

た
︒
基
実
は
︑
平
清
盛
の
娘
で
あ
る
盛
子
を
新
た
に
正
妻
と
し
て
迎
え
た

が
︑
こ
の
縁
組
に
つ
い
て
保
元
の
乱
に
よ
っ
て
失
っ
た
荘
園
管
理
の
武
力

補
充
の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
を
否
定
し
て
︑
基
房
へ
の
対
抗
策
と

み
る
の
が
妥
当
だ
と
す
る
︒
し
か
し
︑
基
実
は
二
十
四
歳
と
い
う
若
さ
で

死
没
し
︑
摂
政
は
結
局
基
房
に
継
承
さ
れ
た
が
︑
基
実
の
家
産
の
殆
ど
は

戎
光
祥
選
書
ソ
レ
イ
ユ

樋
口
健
太
郎
著
﹃
九
条
兼
実
﹄︵
木
本
︶
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盛
子
に
相
続
さ
れ
た
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
従
来
か
ら
は
平
家
に
よ
る
摂

関
家
領
の
横
領
と
さ
れ
て
き
た
︒
け
れ
ど
も
著
者
は
︑
盛
子
の
相
続
は
基

房
へ
の
相
続
と
嫡
流
化
を
防
ぎ
︑
基
実
の
幼
少
で
あ
っ
た
息
子
基
通
へ
の

継
承
を
見
据
え
た
基
通
成
長
ま
で
の
中
継
ぎ
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
と

提
言
す
る
︒

つ
づ
い
て
一
・
三
︑
こ
こ
か
ら
が
兼
実
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
叙
述
と

な
る
︒
兼
実
は
元
服
直
後
の
保
元
三
年
正
月
に
は
正
五
位
下
に
叙
さ
れ
︑

三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
左
近
衛
少
将
か
ら
左
近
衛
中
将
に
転
任
し
て
五

位
中
将
と
い
う
摂
関
家
々
嫡
を
象
徴
す
る
地
位
に
昇
る
と
い
う
破
格
の
ス

ピ
ー
ド
出
世
を
と
げ
︑
永
暦
元
年
︵
一
一
六
〇
︶
八
月
に
は
参
議
を
越
え

て
一
挙
に
権
中
納
言
と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
長
寛
二
年
︵
一
一
六
四
︶
閏
十

月
に
は
十
六
歳
で
内
大
臣
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
︒
低
い
身
分
の
母
を
も

ち
︑
し
か
も
三
男
の
兼
実
の
こ
の
異
常
と
も
い
え
る
昇
進
に
つ
い
て
︑
著

者
は
実
は
兼
実
も
摂
関
家
の
後
継
者
だ
っ
た
と
か
︑
兼
実
も
長
子
基
実
と

並
ぶ
嫡
子
格
で
︑
忠
通
は
最
初
か
ら
摂
関
家
を
基
実
と
兼
実
に
分
割
し
よ

う
と
し
て
い
た
と
の
説
を
排
し
て
︑
皇
嘉
門
院
聖
子
と
の
関
係
に
注
視
し

て
い
る
︒
忠
通
と
正
妻
宗
子
の
娘
で
あ
り
︑
崇
徳
天
皇
の
中
宮
と
な
っ
た

皇
嘉
門
院
聖
子
は
︑
兼
実
の
母
加
賀
局
が
宗
子
に
仕
え
る
女
房
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
兼
実
を
猶
子
と
し
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
良
好
な
関
係
は
︑
兼
実

の
邸
宅
が
皇
嘉
門
院
の
九
条
殿
の
東
に
隣
接
し
た
九
条
富
小
路
に
あ
っ
て

互
い
に
頻
繁
に
来
訪
し
て
い
る
こ
と
や
︑
さ
ら
に
皇
嘉
門
院
の
院
司
と
兼

実
の
家
司
の
多
く
が
兼
任
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
と
す
る
︒

よ
っ
て
兼
実
が
摂
関
家
の
嫡
子
だ
か
ら
財
産
を
譲
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

く
︑
皇
嘉
門
院
が
自
身
の
父
祖
の
菩
提
を
弔
う
最
勝
金
剛
院
で
の
仏
事
の

跡
継
ぎ
を
兼
実
に
期
待
し
た
こ
と
の
思
惑
か
ら
だ
っ
た
と
主
張
す
る
︒
し

か
し
︑
三
男
で
あ
る
兼
実
は
最
初
か
ら
摂
関
を
期
待
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
︒
摂
関
で
あ
る
基
実
や
基
房
の
も
と
で
︑
上
卿
と
し
て
儀
式
を
統

括
す
る
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
が
兼
実
が
名
実

と
も
に
公
事
の
第
一
人
者
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
と
い
う
︒

二
・
一
で
は
︑
後
白
河
院
と
平
清
盛
と
の
関
係
を
中
心
に
兼
実
の
動
向

を
論
述
す
る
︒
仁
安
元
年
︵
一
一
六
六
︶
十
一
月
︑
兼
実
は
内
大
臣
か
ら

右
大
臣
に
昇
進
し
て
︑
そ
の
後
任
に
任
官
し
た
の
が
清
盛
だ
っ
た
が
︑
清

盛
の
異
例
の
昇
進
理
由
に
つ
い
て
︑
白
河
院
の
落
胤
だ
っ
た
か
ら
だ
と
の

俗
説
が
あ
る
︒
著
者
は
こ
の
こ
と
の
成
否
は
決
し
が
た
い
と
し
な
が
ら
も

摂
関
家
と
の
関
係
に
注
目
し
て
︑
清
盛
の
娘
盛
子
が
基
実
の
妻
と
な
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
︑
後
白
河
院
よ
り
基
実
の
死
後
に
は
清
盛
が
基
実
の
家
︑

つ
ま
り
摂
関
家
を
支
配
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
て
︑
前
摂
関
が
家
の

実
権
を
も
つ
存
在
で
あ
る
﹁
大
殿
﹂
に
準
じ
る
地
位
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と

開
陳
し
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
二
・
一
︑
二
・
二
で
は
︑
相
続
く
政
変
・
争
乱
に
つ
い

て
の
記
述
も
多
い
︒
嘉
応
二
年
︵
一
一
七
〇
︶
七
月
に
起
き
た
基
房
と
清

盛
の
孫
資
盛
と
の
争
い
で
あ
る
﹁
殿
下
乗
合
事
件
﹂︑
経
過
は
別
に
し
て
︑
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結
果
的
に
は
大
内
裏
に
向
か
う
基
房
の
前
駈
の
従
者
を
武
士
が
馬
か
ら
引

き
ず
り
落
し
た
と
い
う
事
件
で
︑
平
氏
の
前
に
関
白
の
権
威
が
地
に
墜
ち

た
こ
と
を
見
せ
つ
け
る
も
の
に
な
っ
た
と
す
る
︒
次
に
安
元
三
年

︵
一
二
七
七
︶
四
月
︑
延
暦
寺
の
衆
徒
に
よ
る
藤
原
師
高
の
配
流
を
要
求

す
る
強
訴
事
件
︑
同
年
五
月
の
後
白
河
に
よ
る
強
訴
の
責
任
を
問
う
天
台

座
主
明
雲
の
伊
豆
へ
の
配
流
処
分
︑
そ
の
撤
回
を
求
め
る
延
暦
寺
衆
徒
の

強
訴
を
起
因
と
す
る
師
高
の
父
で
あ
る
西
光
の
斬
首
と
藤
原
成
親
ら
の
院

近
臣
を
配
流
に
処
し
た
事
件
︑
こ
の
事
件
は
彼
ら
が
鹿
ケ
谷
で
平
氏
打
倒

を
謀
議
し
た
こ
と
が
露
呈
し
た
が
ゆ
え
の
措
置
で
︑﹁
鹿
ケ
谷
事
件
﹂
と

称
さ
れ
て
き
た
︒
著
者
は
延
暦
寺
に
武
力
攻
撃
を
行
お
う
と
し
た
後
白
河

と
院
近
臣
の
暴
走
を
清
盛
が
介
入
し
て
阻
止
し
た
事
件
︑﹁
安
元
三
年
の

政
変
﹂
と
す
る
近
年
の
研
究
成
果
を
紹
介
す
る
︒

ま
た
治
承
三
年
︵
一
一
七
九
︶
十
一
月
に
は
︑﹁
治
承
三
年
の
政
変
﹂

が
起
こ
っ
て
い
る
︒
こ
の
政
変
は
︑
関
白
基
房
が
後
白
河
と
結
託
し
て
摂

関
家
嫡
流
の
地
位
を
奪
取
し
よ
う
と
し
た
事
件
だ
が
︑
前
述
の
よ
う
に
摂

関
家
の
﹁
大
殿
﹂
的
に
地
位
に
い
た
清
盛
が
後
白
河
を
鳥
羽
殿
に
幽
閉
し
︑

基
房
の
関
白
職
を
解
任
し
た
う
え
に
九
州
に
左
遷
し
た
も
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
平
氏
政
権
は
成
立
し
た
が
︑
新
た
に
関
白
と
な
っ
た
基

実
の
遺
児
で
あ
る
基
通
は
十
九
歳
で
経
験
不
足
で
あ
っ
た
︒
基
通
か
ら
協

力
要
請
を
う
け
た
兼
実
は
平
氏
と
距
離
を
お
い
て
い
た
も
の
の
仕
方
な
く

政
権
の
中
枢
に
参
画
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
翌
年
五
月
に
は
ま
た
も
や

以
仁
王
の
謀
反
が
発
覚
し
た
︒
土
佐
へ
の
配
流
処
分
と
な
っ
た
以
仁
王
を

匿
っ
た
園
城
寺
︑
こ
れ
に
延
暦
寺
・
興
福
寺
︑
有
力
軍
事
貴
族
の
源
頼
政

が
与
力
し
て
︑
以
仁
王
の
事
件
は
未
曽
有
の
大
反
乱
と
な
っ
た
︒
著
者
は

﹃
玉
葉
﹄
の
記
事
か
ら
︑
兼
実
が
検
非
違
使
の
源
季
貞
か
ら
受
け
た
宇
治

で
の
合
戦
を
へ
て
頼
政
・
兼
綱
父
子
を
綺
河
原
で
打
ち
取
っ
た
と
の
報
告

の
こ
と
や
︑
そ
の
後
に
平
等
院
執
行
の
良
俊
か
ら
伝
え
ら
れ
た
殿
上
廊
に

あ
っ
た
首
無
し
自
殺
者
が
以
仁
王
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
話
な

ど
を
紹
介
し
て
い
る
︒

二
・
三
で
は
︑
清
盛
の
死
後
︑
平
氏
政
権
の
崩
壊
過
程
の
な
か
で
の
兼

実
の
養
護
者
で
あ
っ
た
皇
嘉
門
院
聖
子
の
死
去
と
︑
基
房
と
の
遺
領
争
い

を
焦
点
に
述
べ
る
︒
ま
た
︑
平
氏
の
都
落
ち
で
平
氏
寄
り
の
摂
政
基
通
の

後
任
問
題
が
関
心
を
よ
び
︑
基
房
と
兼
実
の
い
ず
れ
が
良
い
か
︑
源
頼
朝

を
巻
き
込
ん
で
問
題
と
な
っ
た
が
︑
意
外
に
も
基
通
が
留
任
す
る
︒
著
者

は
こ
の
件
に
つ
い
て
︑
平
氏
都
落
ち
の
直
前
に
基
通
が
後
白
河
と
男
色
関

係
を
結
ん
だ
が
ゆ
え
の
後
白
河
の
寵
愛
か
ら
だ
と
い
う
驚
く
べ
き
見
解
を

披
歴
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
単
な
る
思
い
付
き
で
は
な
く
︑
実
証

的
な
論
証
の
結
果
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
が
﹁
平
氏
政
権
の
動
揺
を
前
に
し

て
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑
そ
の
背
後
に
は
︑
知
行
の
不

安
定
化
を
回
避
し
︑
所
領
を
保
全
し
よ
う
と
し
た
女
房
冷
泉
局
の
動
き
が

あ
っ
た
こ
と
﹂
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︵﹁
寿
永
二
年
﹃
君
臣
合
体
﹄
の

舞
台
裏
﹂︑﹃
史
聚
﹄
五
〇
号
︑
二
〇
一
七
年
四
月
︶︒

戎
光
祥
選
書
ソ
レ
イ
ユ

樋
口
健
太
郎
著
﹃
九
条
兼
実
﹄︵
木
本
︶
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三
・
一
は
︑﹁
執
政
兼
実
の
栄
光
と
挫
折
﹂
と
題
し
て
︑
摂
政
・
関
白

の
就
任
と
関
白
解
任
へ
の
政
治
動
向
を
論
述
す
る
︒
文
治
元
年
︵
一
一
八

五
︶
十
月
︑
頼
朝
と
袂
を
わ
か
っ
た
義
経
は
頼
朝
追
討
の
院
宣
を
後
白
河

に
迫
っ
て
い
る
が
︑
兼
実
の
み
反
対
し
た
こ
と
か
ら
頼
朝
は
後
白
河
に
兼

実
の
摂
政
就
任
を
求
め
て
い
る
︒
た
だ
︑
こ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
く
頼

朝
の
近
侍
者
で
あ
る
大
江
広
元
や
中
原
親
能
が
も
と
は
兼
実
に
奉
仕
し
て

い
た
こ
と
な
ど
か
ら
︑
予
て
か
ら
兼
実
と
頼
朝
は
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
に
も
よ
る
と
す
る
︒
三
・
二
︑
翌
二
年
三
月
に
兼
実
は
待
望
の
摂
政

に
任
じ
ら
れ
た
が
︑
こ
れ
に
は
頼
朝
の
後
白
河
に
追
討
宣
旨
発
給
の
責
任

を
と
ら
せ
て
引
退
に
追
い
込
み
︑
兼
実
を
中
心
と
し
た
新
た
な
体
制
を
構

築
し
よ
う
と
し
た
思
惑
が
あ
っ
た
と
論
定
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
兼

実
に
よ
る
朝
廷
改
革
は
︑
頼
朝
が
上
洛
せ
ず
に
積
極
的
で
な
か
っ
た
こ
と

や
後
白
河
が
実
権
を
手
放
さ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
進
ま
な
か
っ
た
︒
著
者

は
︑
こ
れ
に
は
兼
実
の
力
量
不
足
や
兼
実
自
身
が
院
政
と
い
う
体
制
の
な

か
で
自
分
の
使
命
を
果
た
そ
う
と
す
る
意
識
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
摂
政
と
な
っ
た
と
は
い
え
︑
摂

関
家
の
家
産
は
依
然
と
し
て
基
通
の
も
と
に
あ
り
︑
嫡
流
に
は
な
れ
な
い

と
い
う
不
安
定
な
立
場
に
あ
っ
た
と
す
る
︒
嘱
目
す
る
見
解
だ
と
思
う
︒

三
・
三
は
︑
奥
州
合
戦
以
降
の
兼
実
の
動
向
に
つ
い
て
の
部
分
で
あ
る
︒

建
久
元
年
︵
一
一
九
〇
︶
正
月
︑
兼
実
の
娘
任
子
が
後
鳥
羽
天
皇
の
中
宮

に
立
て
ら
れ
︑
同
三
年
三
月
に
は
後
白
河
が
没
す
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
兼

実
は
政
務
の
実
権
を
掌
握
す
る
こ
と
に
な
る
︒
し
ば
ら
く
行
っ
て
い
な

か
っ
た
摂
関
の
賀
茂
詣
を
復
活
さ
せ
︑
な
か
で
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ

の
は
興
福
寺
の
再
建
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
は
藤
氏
長
者
と
し
て
の

威
光
を
み
せ
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
春
日
社
へ
の
参
詣
時
に
天
皇
の

行
幸
・
上
皇
の
御
幸
に
な
ら
っ
た
自
身
へ
の
中
納
言
以
下
の
騎
馬
で
の
随

行
を
求
め
た
り
︑
天
皇
の
生
母
で
あ
る
七
条
院
殖
子
へ
の
正
月
の
拝
礼
に

参
列
し
な
い
な
ど
︑
天
皇
に
僭
越
な
行
動
も
み
え
る
よ
う
に
な
り
︑
著
者

は
こ
の
こ
と
が
天
皇
や
貴
族
た
ち
の
反
発
を
か
う
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
と

す
る
︒
ま
た
︑
建
久
六
年
三
月
に
は
頼
朝
が
二
度
目
の
上
洛
を
す
る
が
︑

兼
実
と
の
関
係
は
急
速
に
冷
え
込
む
よ
う
に
な
る
︒
そ
の
理
由
に
つ
い

て
︑
頼
朝
は
娘
の
大
姫
を
入
内
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
が
︑
す
で
に
兼
実

の
娘
任
子
が
入
内
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
外
戚
を
め
ぐ
っ
て
両
者
が
対
立

し
た
こ
と
が
要
因
だ
と
推
測
し
て
い
る
︒
納
得
で
き
る
理
解
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
事
態
を
み
た
兼
実
か
ら
排
斥
さ
れ
て
い
た
後
白
河
の
愛
妾
で
あ
っ
た

丹
後
局
や
源
通
親
を
中
心
と
す
る
旧
院
近
臣
ら
は
頼
朝
に
接
近
し
て
︑
兼

実
と
後
鳥
羽
・
頼
朝
と
の
離
反
を
画
策
し
た
こ
と
が
成
功
し
て
︑
つ
い
に

兼
実
は
関
白
職
を
奪
わ
れ
︑
任
子
も
内
裏
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
い
う
﹁
建

久
七
年
の
政
変
﹂
が
出
来
し
た
︒

こ
の
出
来
事
か
ら
︑
後
鳥
羽
と
兼
実
の
関
係
は
不
仲
で
︑
こ
の
こ
と
が

兼
実
失
脚
の
要
因
と
す
る
説
が
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
提
言
さ
れ
て
い
る

が
︑
著
者
は
︑﹁
後
鳥
羽
は
近
衛
家
・
九
条
家
の
ど
ち
ら
に
肩
入
れ
す
る
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わ
け
で
も
な
く
︑
双
方
の
勢
力
を
均
衡
さ
せ
︑
そ
の
う
え
で
自
分
が
人
事

権
を
持
つ
こ
と
で
︑
摂
関
家
や
そ
れ
に
従
う
貴
族
た
ち
を
自
分
の
下
に
統

制
し
よ
う
と
し
て
い
た
﹂
と
考
え
て
い
る
︒

こ
の
後
鳥
羽
の
方
針
に
よ
っ
て
︑
著
者
は
摂
関
家
が
新
た
な
段
階
を
迎

え
た
と
主
張
す
る
︒
一
般
に
摂
関
家
は
忠
通
の
息
子
で
あ
る
基
実
と
基

房
・
兼
実
三
兄
弟
が
そ
れ
ぞ
れ
摂
関
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
分
立
し
た
と
い

わ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
三
つ
の
家
系
は
互
い
に
嫡
流
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て

争
っ
て
併
存
は
し
て
お
ら
ず
︑
こ
の
こ
と
か
ら
分
立
に
は
あ
た
ら
な
い
と

認
識
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
建
久
七
年
の
政
変
﹂
後
に
は
没
落
し
て
も

不
思
議
で
は
な
か
っ
た
九
条
家
が
後
鳥
羽
に
よ
っ
て
摂
関
家
と
し
て
待
遇

さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
に
新
た
に
摂
関
家
と
し
て
の
九
条
家
が
確
立
し

た
の
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
が
摂
関
家
分
立
の
理
由
だ
と
し
て
い
る
こ
と
は

新
知
見
と
し
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

著
者
は
︑﹁
あ
と
が
き
﹂
で
︑
摂
関
家
の
研
究
を
続
け
な
が
ら
も
︑
九

条
兼
実
に
は
な
か
な
か
手
が
出
せ
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
︒
そ
の
理
由

と
し
て
︑
兼
実
に
迫
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
九
条
家
と
は
何
か
︑
ひ
い
て
は

な
ぜ
摂
関
家
は
こ
の
時
代
に
な
っ
て
分
立
し
た
の
か
と
い
う
大
き
な
問
題

を
も
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
難
題
が
ひ
か
え
て
い
た
か
ら

で
あ
る
と
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
著
者
は
本
書
で
こ
の
難
題
に
果
敢
に
挑
ん
で
︑
そ
の
実
態
を

﹃
玉
葉
﹄
を
中
心
と
す
る
史
料
を
駆
使
し
て
前
述
の
よ
う
に
解
明
さ
れ
た

う
え
に
︑
加
え
て
鎌
倉
幕
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
新
た
な
見
方
を
提
示

さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
保
元
の
乱
の
経
緯
に
つ
い
て
の
叙
述
な
ど
も
そ

う
で
あ
る
が
︑
い
ま
ま
で
の
研
究
史
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
詳
細
な
事
実
を

本
書
の
コ
ン
セ
プ
ト
か
ら
で
も
あ
ろ
う
一
般
読
者
に
も
わ
か
り
や
す
く
執

筆
し
て
い
る
︒
そ
こ
に
も
著
者
の
創
意
工
夫
が
あ
る
︒
著
者
自
身
も
記
さ

れ
て
い
る
が
︑
南
北
朝
か
ら
戦
国
時
代
の
研
究
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
る
の

に
比
べ
て
平
安
・
鎌
倉
時
代
史
へ
の
関
心
は
い
ま
ひ
と
つ
で
あ
る
が
︑
本

書
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
こ
の
時
代
に
興
味
を
も
つ
読
者
が
ふ
え
︑
ま
た

こ
れ
を
反
映
し
て
研
究
が
ま
す
ま
す
進
捗
す
る
こ
と
を
祈
念
し
た
い
︒

以
上
︑
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
簡
略
で
あ
る
が
紹
介
し
て
き
た
︒
九
条

兼
実
に
つ
い
て
は
︑
最
近
に
な
っ
て
加
納
重
文
氏
に
よ
っ
て
日
本
評
伝
選
の

一
冊
と
し
て
﹃
九
条
兼
実
︱
社
稷
の
志
︑
天
意
神
慮
に
答
え
る
者
か
︱
﹄

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
書
は
従
来
の
研
究
に
あ
り
が
ち
な
貴

族
か
ら
武
士
へ
の
時
代
変
遷
を
主
題
と
す
る
も
の
と
は
視
点
が
異
な
り
︑

前
述
の
よ
う
に
九
条
兼
実
の
生
涯
を
そ
の
日
記
﹃
玉
葉
﹄
を
通
し
て
辿
り
︑

そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
内
容
に
て
ら
し
て
政
治
史
全
体
を
見
直
し
︑﹃
平

家
物
語
﹄
な
ど
に
よ
る
旧
態
依
然
と
し
た
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代

初
期
の
歴
史
像
の
改
変
と
新
し
い
時
代
像
の
構
築
に
意
欲
的
取
り
組
ん
だ

成
果
で
あ
る
こ
と
に
特
長
が
あ
る
︒
そ
の
著
者
の
意
図
は
筆
者
に
い
わ
せ

れ
ば
見
事
に
果
た
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒
ゆ
え
に
本
書
を
江
湖
の

諸
賢
に
推
奨
し
︑
読
者
に
は
新
た
な
該
時
代
史
の
実
像
を
む
す
ん
で
い
た

戎
光
祥
選
書
ソ
レ
イ
ユ

樋
口
健
太
郎
著
﹃
九
条
兼
実
﹄︵
木
本
︶
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だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
蕪
辞
を
閉
じ
た
い
と
思
う
︒

最
後
に
内
容
に
つ
い
て
︑
著
者
樋
口
氏
の
意
図
を
十
分
に
理
解
せ
ず
︑

ま
た
曲
解
し
た
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
を
懼
れ
る
︒
そ
の
場
合
は
衷
心
よ
り

お
詫
び
し
︑
ご
海
容
を
願
う
次
第
で
あ
る
︒

︵
Ｂ
六
判
・
一
六
〇
頁
・
戎
光
祥
出
版
・
一
八
〇
〇
円
＋
税
・

二
〇
一
八
年
一
月
刊
︶

︵
き
も
と

よ
し
の
ぶ
・
龍
谷
大
学
文
学
部
特
任
教
授
︶
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