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□

要

旨

行
事
成
立
以
来
︑
密
儀
な
い
し
は
遊
興
の
中
に
執
り
行
わ
れ
て
き
た
上
皇
の
神
社
御
幸
は
院
政
期
に
入
り
突
如
と
し
て
准
行
幸
化
を
遂
げ
る
︒

行
事
の
次
第
に
は
天
皇
の
行
幸
儀
が
用
い
ら
れ
︑
行
列
に
は
衛
府
が
供
奉
し
︑
後
朝
儀
に
は
勅
使
が
差
遣
さ
れ
た
︒
か
く
し
て
行
事
は
国
家
儀
礼

の
様
相
を
呈
す
る
も
︑
そ
の
運
営
母
体
に
つ
い
て
は
長
く
不
透
明
と
さ
れ
て
き
た
︒
故
に
本
稿
で
は
白
河
院
政
下
に
催
行
さ
れ
た
神
社
御
幸
を
中

心
に
そ
の
運
営
体
制
に
つ
い
て
検
証
を
進
め
︑
結
果
︑
以
下
の
事
を
明
ら
か
と
し
た
︒
①
祭
儀
を
公
祭
た
ら
し
め
た
一
員
供
奉
・
勅
使
差
遣
は
院

庁
よ
り
外
記
を
介
し
て
要
請
さ
れ
た
︒
②
御
幸
行
事
官
及
び
祭
儀
の
所
役
は
全
て
院
司
が
こ
れ
を
担
当
し
た
︒
③
御
幸
用
途
は
多
く
院
司
受
領
が

こ
れ
を
負
担
し
︑
舞
人
装
束
に
限
っ
て
は
公
卿
ら
の
奉
仕
に
よ
り
賄
わ
れ
た
︒
以
上
の
如
く
す
れ
ば
︑
神
社
御
幸
が
院
の
私
的
行
事
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
な
が
ら
も
︑
祭
儀
当
日
に
は
国
家
儀
礼
と
し
て
催
行
さ
れ
た
事
実
が
認
め
ら
れ
よ
う
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

白
河
院
政

神
社
御
幸

神
社
行
幸

院
司
行
事

院
司
受
領
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は

じ

め

に

御
幸
と
は
上
皇
・
法
皇
及
び
女
院
の
出
行
に
つ
い
て
︑
天
皇
の
行
幸
と
区
別
し
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
︵
１
︶

︒
し
た
が
っ
て
表
題
に
掲
げ

る
神
社
御
幸
と
は
上
皇
ら
に
よ
る
神
社
参
詣
を
指
す
︒
承
平
・
天
慶
の
乱
鎮
圧
の
報
賽
を
契
機
に
︑
そ
の
創
始
を
迎
え
る
天
皇
神
社
行
幸

に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
主
に
天
皇
祭
祀
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
︒
岡
田
荘
司
氏
は

﹁
神
社
行
幸
の
成
立
︵
２
︶

﹂
に
お
い
て
︑
天
慶
五
年
︵
九
四
二
︶
朱
雀
天
皇
に
よ
る
賀
茂
行
幸
を
以
て
本
行
事
の
初
例
と
し
︑
円
融
朝
・
一
条

朝
等
を
経
て
行
幸
先
と
な
る
神
社
が
漸
次
定
め
ら
れ
︑
後
三
条
朝
に
行
幸
先
十
社
が
確
立
し
て
以
後
︑
天
皇
の
代
始
儀
式
と
し
て
継
承
さ

れ
る
と
い
う
神
社
行
幸
の
大
綱
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
︒
そ
の
上
で
本
行
事
の
特
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
ず
神
社

行
幸
は
天
皇
の
執
り
行
う
他
の
諸
祭
祀
に
比
べ
て
略
儀
が
用
い
ら
れ
た
︑
天
皇
の
私
に
属
す
る
﹁
御
願
﹂
祭
祀
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
し
て

各
神
社
に
行
幸
し
て
も
天
皇
自
身
は
社
頭
に
詣
で
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
て
︑
天
皇
の
親
祭
は
神
今
食
と
新
嘗
祭
の
み
で

あ
り
︑
そ
こ
で
は
天
皇
の
親
祭
対
象
は
天
照
大
神
に
限
ら
れ
る
と
い
う
根
本
観
念
が
貫
か
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
た
︵
３
︶

︒

ま
た
岡
田
氏
は
︑
神
社
御
幸
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
︒

院
政
期
に
入
る
と
︑﹁
公
家
﹂
の
地
位
に
囚
わ
れ
な
い
自
由
の
立
場
に
あ
る
治
天
の
君
た
る
院
︵
上
皇
︶
が
自
ら
の
信
仰
的
営
み
に

よ
り
︑
霊
験
の
あ
る
社
に
祈
願
す
る
神
社
御
幸
が
盛
ん
に
な
る
︵
日
吉
御
幸
・
熊
野
御
幸
な
ど
︶︒
上
皇
の
御
拝
は
直
接
神
前
に
詣
で

る
こ
と
が
で
き
︑
神
社
行
幸
の
よ
う
な
制
限
は
な
か
っ
た
︒
し
か
も
御
幸
の
行
き
先
が
か
な
り
自
由
に
選
べ
︑
自
ら
の
系
統
に
つ
な

が
る
皇
位
継
承
の
祈
願
な
ど
︑
上
皇
個
人
の
皇
統
を
護
持
す
る
た
め
の
祈
願
・
報
賽
が
中
心
と
な
っ
た
︒

こ
こ
で
岡
田
荘
司
氏
は
神
社
行
幸
と
の
比
較
か
ら
︑
神
社
御
幸
の
自
由
さ
と
い
う
も
の
を
強
調
さ
れ
た
︒
ま
た
嵯
峨
井
建
氏
は
﹁
社
寺
行

白
河
院
神
社
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幸
の
運
営
体
制
︵
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︶
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幸
と
天
皇
の
儀
礼
空
間
︵
４
︶

﹂
に
於
い
て
︑
天
皇
神
社
行
幸
と
上
皇
神
社
御
幸
の
祭
儀
の
比
較
を
試
み
て
い
る
︒
嵯
峨
井
氏
は
神
社
御
幸
に
際

し
て
は
上
皇
が
神
域
に
参
入
し
︑
か
つ
神
前
で
の
仏
事
を
可
能
と
し
て
い
た
事
を
明
ら
か
に
し
︑
そ
の
理
由
を
退
位
に
伴
う
立
場
の
変
化

に
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
天
照
大
神
を
祭
祀
す
る
天
皇
は
︑
王
権
の
中
心
で
あ
り
︑
他
氏
族
の
神
を
祭
祀
す
る
こ
と
は
︿
お
お
や
け
性
﹀
の

喪
失
に
繋
が
る
が
た
め
に
︑
神
社
行
幸
に
臨
ん
で
天
皇
が
神
前
に
拝
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
い
う
︒
そ
れ
が
退
位
し
て
上
皇
と
な
る

や
︑
諸
神
に
対
す
る
︿
お
お
や
け
性
﹀
の
タ
ブ
ー
か
ら
解
放
さ
れ
︑
神
拝
・
仏
事
が
可
能
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
た
︵
５
︶

︒

こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
り
︑
数
多
く
の
制
約
を
受
け
な
が
ら
神
社
へ
と
参
詣
す
る
天
皇
と
︑
そ
の
立
場
か
ら
脱
し
自
由
な
参
詣
を
可
能
と

し
た
上
皇
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
た
︒
し
か
し
神
社
御
幸
に
対
す
る
見
解
は
︑
天
皇
神
社
行
幸
と
の
比
較
検
討
と
い
う
文
脈
の
中
に
お
い
て

導
き
出
さ
れ
た
評
価
で
あ
り
︑
そ
の
自
由
さ
が
殊
更
に
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
は
な
お
も
注
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
と
く
に
御
幸
行

事
の
儀
式
運
営
な
ど
︑
実
態
面
に
お
け
る
研
究
は
い
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
本
稿
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
︑
ま
ず
一
つ
に
は
行
事

の
実
態
解
明
に
あ
る
︒
と
く
に
神
社
御
幸
の
式
次
第
成
立
時
期
と
考
え
ら
れ
る
白
河
院
政
期
に
注
目
し
︑
そ
の
祭
儀
及
び
運
営
体
制
に
つ

い
て
検
討
し
た
い
︵
６
︶

︒
そ
し
て
二
つ
目
の
課
題
は
行
事
の
目
的
解
明
で
あ
る
︒
白
河
院
神
社
御
幸
の
動
機
に
つ
い
て
︑
告
文
か
ら
祈
願
内
容

を
読
み
解
き
︑
御
幸
の
行
わ
れ
た
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
︒
以
上
の
作
業
を
通
じ
て
︑
院
政
期
に
お
け
る
神
社
御
幸

に
つ
い
て
の
再
評
価
を
試
み
る
こ
と
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
︒

一
︑
神
社
御
幸
の
准
行
幸
化

寛
治
四
年
︵
一
〇
九
〇
︶
十
一
月
二
十
九
日
︑
白
河
院
は
娘
の
媞
子
内
親
王
︵
の
ち
の
郁
芳
門
院
︶
を
伴
い
︑
譲
位
後
初
度
の
石
清
水
御

幸
に
臨
む
︒
こ
の
と
き
の
御
幸
に
つ
い
て
﹃
石
清
水
皇
年
代
記
﹄
寛
治
四
年
条
に
は
﹁
十
一
月
廿
九
日
︑
白
川
院
并
前
斎
宮
御
幸
︑
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被
レ

准
二

行
幸
一

﹂
と
み
え
︑
白
河
院
の
石
清
水
御
幸
が
天
皇
神
社
行
幸
に
準
じ
た
形
で
催
さ
れ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
︒
天
皇
神
社
行
幸

に
な
ぞ
ら
え
た
御
幸
儀
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
︑
ま
ず
は
そ
の
具
体
的
な
儀
式
次
第
を
︑
当
時
御
幸
に
供
奉
し
て
い
た
大
江
匡
房

の
﹃
江
家
次
第
﹄﹁
石
清
水
御
幸
儀
寛
治
四
年

﹂
か
ら
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
︒

さ
て
︑
御
幸
儀
に
よ
る
と
行
事
当
日
︵
二
十
九
日
︶
に
は
ま
ず
﹁
御
所
儀
﹂
が
行
わ
れ
る
と
い
う
︒
貴
族
ら
は
院
御
所
へ
と
参
集
し
︑

定
刻
︵
午
刻
︶
に
白
河
院
が
出
御
す
る
と
南
庭
に
て
舞
人
・
陪
従
ら
に
挿
頭
花
が
与
え
ら
れ
︑
歌
舞
︵
求
子
︶
が
披
露
さ
れ
る
︵
７
︶

︒
歌
舞
を

終
え
る
と
東
門
よ
り
御
幣
・
神
宝
・
神
馬
等
を
捧
げ
持
つ
人
々
が
列
を
組
ん
で
入
り
︑
南
庭
を
経
て
西
門
か
ら
出
る
﹁
神
宝
渡
儀
﹂
が
催

さ
れ
る
︵
８
︶

︒
神
馬
等
が
西
門
を
く
ぐ
る
と
白
河
院
は
御
車
に
移
り
︑
院
の
乗
車
を
見
届
け
た
貴
族
ら
が
西
門
よ
り
外
に
出
て
騎
乗
す
る
と
︑

一
行
は
列
を
組
ん
で
男
山
へ
と
向
か
う
︒

酉
刻
に
男
山
に
到
着
す
る
と
︑
麓
の
宿
院
に
て
御
禊
が
行
わ
れ
る
︒
大
麻
・
御
贖
物
を
用
い
て
白
河
院
の
身
を
祓
い
清
め
た
の
ち
︑
御

幣
を
先
頭
に
掲
げ
て
一
行
は
男
山
を
登
り
本
宮
へ
と
向
か
う
︒
社
頭
で
は
神
前
に
神
宝
を
供
え
︑
白
河
院
は
舞
殿
に
進
ん
で
手
ず
か
ら
御

幣
を
奉
り
︑
両
段
再
拝
の
作
法
を
も
っ
て
神
を
拝
す
る
︵
９
︶

︒
次
い
で
石
清
水
の
社
司
は
返
祝
詞
の
奏
上
を
も
っ
て
上
皇
の
神
拝
に
応
じ
る
︒

以
上
の
所
作
を
終
え
る
と
舞
殿
に
て
舞
人
・
陪
従
ら
の
歌
舞
︵
東
遊
︶
及
び
雅
楽
寮
の
演
奏
が
奉
納
さ
れ
る
︒
続
く
導
師
・
宮
僧
ら
に
よ

る
御
経
供
養
・
御
誦
経
を
終
え
る
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
勧
賞
・
賜
禄
が
な
さ
れ
︑
そ
の
後
下
山
し
て
各
自
宿
所
へ
と
引
き
揚
げ
る
︒

翌
朝
︵
三
十
日
︶
貴
族
ら
は
再
び
社
頭
に
参
集
し
︑
神
前
に
お
い
て
舞
人
・
陪
従
ら
に
よ
る
片
舞
︵
求
子
︶
が
披
露
さ
れ
る
と
︑
勅
使

を
は
じ
め
舞
人
・
陪
従
以
下
諸
官
人
ら
に
禄
が
下
賜
さ
れ
る
︒
以
上
の
後
朝
儀
を
終
え
る
と
一
同
下
山
し
︑
往
路
と
同
じ
列
を
組
ん
で
帰

途
に
つ
く
︒
以
上
が
寛
治
四
年
白
河
院
石
清
水
御
幸
の
全
容
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
上
皇
自
ら
が
神
前
に
詣
で
る
点
︑
及
び
御
経
供
養
が
な

さ
れ
る
点
を
除
い
て
︑
天
皇
神
社
行
幸
と
全
く
同
じ
次
第
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
10

ま
た
こ
の
と
き
の
御
幸
行
列
に
目
を
移
す
と
︑
行
列
の
前
方
に
は
左
衛
門
府
・
左
兵
衛
府
︑
列
の
中
ほ
ど
に
位
置
す
る
院
の
御
車
前
後

白
河
院
神
社
御
幸
の
運
営
体
制
︵
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︶
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に
は
左
右
近
衛
府
︑
そ
し
て
後
方
に
は
右
兵
衛
府
・
右
衛
門
府
の
官
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
確
認
で
き
る
︵

︶
︒
こ
う
し
た
神
社
御
幸
へ
の
六
衛
府

11

の
参
列
は
︑
院
の
行
事
に
対
す
る
国
家
機
構
の
関
与
を
示
す
重
要
な
点
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
六
衛
府
供
奉
に
つ
い
て
は
﹃
後
二
條
師
通
記
﹄

寛
治
四
年
十
一
月
十
三
日
条
に
﹁
殿
仰
事
云
︵
中
略
︶
院
御
物
詣
︑
次
将
一
人
将
監
等
可
レ

催
也
︑﹂
と
み
え
︑
御
幸
に
先
立
ち
摂
政
藤
原

師
実
か
ら
︑
そ
の
息
子
で
あ
る
師
通
︵
当
時
左
近
衛
大
将
︶
に
対
し
て
︑
次
将
・
将
監
ら
の
御
幸
供
奉
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
︒
ま
た
石
清
水
御
幸
の
二
日
前
に
は
﹁
治
部
卿
参
二

左
仗
一

︑
明
後
日
上
皇
御
幸
︑
六
府
可
二

供
奉
一

由
︑
被
レ

仰
二

外
記
一

︑﹂︵﹃
中

右
記
﹄
︶
と
み
え
︑
院
近
臣
源
俊
明
︵
治
部
卿
︶
か
ら
外
記
を
通
じ
て
内
裏
へ
六
衛
府
の
動
員
が
要
請
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
12

こ
の
よ
う
に
神
社
御
幸
へ
の
六
衛
府
の
供
奉
に
は
︑
太
政
官
制
に
お
け
る
正
規
の
手
続
き
が
踏
ま
え
ら
れ
た
︒
当
該
期
の
白
河
院
が
︑

か
か
る
動
員
を
為
し
得
た
背
景
に
は
︑
と
き
の
摂
政
藤
原
師
実
の
協
力
が
想
定
さ
れ
る
︒
な
お
六
衛
府
の
供
奉
以
外
に
も
︑
社
頭
儀
に
は

神
祇
官
に
よ
る
神
宝
安
置
や
︑
雅
楽
寮
に
よ
る
奏
楽
な
ど
︑
朝
廷
の
関
与
は
行
事
の
節
々
に
見
受
け
ら
れ
る
︵

︶
︒
寛
治
七
年
三
月
二
十
日
に

13

行
わ
れ
た
白
河
院
の
春
日
御
幸
に
至
っ
て
は
﹃
扶
桑
略
記
﹄
に
﹁
太
上
天
皇
参
二

詣
春
日
神
社
一

︑
関
白
并
左
大
臣
︑
右
大
臣
︑
内
大
臣
︑

納
言
︑
参
議
︑
文
武
百
寮
皆
以
供
奉
︑
其
間
過
差
不
レ

可
二

勝
計
一

﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
行
事
が
朝
廷
の
総
力
を
挙
げ
て
執
り
行
わ
れ
た

盛
大
な
祭
儀
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

ま
た
神
社
御
幸
の
翌
朝
に
執
り
行
わ
れ
る
後
朝
儀
に
お
い
て
︑
勅
使
に
対
し
て
禄
︵
女
装
束
︶
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
︒

﹁
石
清
水
御
幸
儀
寛
治
四
年

﹂
に
は
後
朝
儀
に
つ
い
て
﹁
次
日
︑
早
旦
供
二

御
手
水
・
御
粥
等
一

︑
又
供
二

御
膳
一

︑
次
公
卿
以
下
各
著
座
︑

羞
レ

膳
︑
次
公
卿
著
二

御
前
座
一

︑
給
二

衝

重
一

︑

舞
人
・
陪
従
参
入
歌
舞
︑
求
子
︑

訖
退
︑
次
召
二

勅
使
参
議
一

給
レ

禄
︑
公
卿
別
當

取
レ

之
︑

次
給
二

禄
於
舞
人
・

陪
従
・
諸
衛
官
人
以
下
楽
人
等
一

︑﹂
と
あ
り
︑
次
第
の
中
に
勅
使
へ
の
賜
禄
が
明
確
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹃
中
右
記
﹄
寛
治

四
年
十
一
月
条
に
は
﹁
卅
日
︑
蔵
人
頭
右
兵
衛
督
雅
俊
為
二

勅
使
一

被
レ

参
︑
給
レ

禄
︑
女
装
束
︑

﹂
と
み
え
︑
白
河
院
初
度
の
石
清
水
御
幸
に
お

い
て
勅
使
を
務
め
た
の
が
︑
堀
河
天
皇
の
蔵
人
頭
源
雅
俊
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︵

︶
︒
14

―40―



も
と
よ
り
上
皇
な
い
し
女
院
の
遠
出
に
際
し
て
は
︑
天
皇
か
ら
旅
先
の
院
に
対
し
て
勅
使
が
遣
わ
さ
れ
る
慣
例
が
存
在
し
た
︒
多
く
の

場
合
︑
勅
使
は
天
皇
か
ら
の
御
書
を
携
え
て
参
向
し
︑
院
の
返
事
を
受
け
て
帰
洛
し
た
︒
ま
た
︑
勅
使
は
基
本
的
に
院
の
出
立
に
遅
れ
て

発
遣
さ
れ
る
た
め
︑
大
抵
の
場
合
は
御
幸
先
で
の
諸
行
事
︵
奉
幣
・
御
経
供
養
な
ど
︶
を
終
え
た
と
こ
ろ
に
到
着
し
た
︵

︶
︒
先
に
見
た
白
河
院

15

神
社
御
幸
の
後
朝
儀
に
お
け
る
勅
使
へ
の
賜
禄
は
︑
こ
う
し
た
従
来
の
慣
例
を
儀
式
化
し
︑
次
第
に
組
み
込
ん
だ
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒

こ
れ
に
よ
り
神
社
御
幸
に
お
け
る
天
皇
の
協
力
も
ま
た
明
確
な
と
こ
ろ
と
な
ろ
う
︒

初
度
の
石
清
水
御
幸
が
催
さ
れ
た
翌
寛
治
五
年
の
二
月
十
一
日
に
は
日
吉
御
幸
が
行
わ
れ
る
が
︑
こ
の
折
に
は
参
議
藤
原
公
定
が
勅
使

に
任
じ
ら
れ
て
い
た
︵

︶
︒﹃
江
記
﹄
の
記
述
を
み
る
と
︑
日
吉
御
幸
の
三
日
前
に
は
﹁
八
日
︑
丁
酉
︑︵
中
略
︶
次
参
二

内
裏
一

︑
明
後
日
院

16

可
レ

御
二

幸
於
日
吉
社
一

︑
参
議
一
人
公
定
︑
八
︵
六
︶
衛
府
将
佐
頭
助
以
下
各
任
二

先
例
一

︑
可
二

参
仕
一

事
︑
召
二

外
記
清
真
一

︑
於
二

膝

突
一

被
レ

仰
︑﹂
と
あ
り
︑
先
に
見
た
六
衛
府
動
員
の
手
続
き
と
同
様
︑
勅
使
発
遣
も
ま
た
外
記
を
通
じ
て
要
請
さ
れ
た
︒

さ
て
︑
こ
う
し
た
白
河
院
神
社
御
幸
に
お
い
て
勅
使
を
務
め
た
人
物
に
つ
い
て
聊
か
触
れ
て
お
き
た
い
︒
寛
治
四
年
の
石
清
水
御
幸
に

際
し
て
勅
使
を
務
め
た
源
雅
俊
は
︑
白
河
院
の
在
位
中
そ
の
蔵
人
頭
を
務
め
︑
堀
河
天
皇
即
位
の
折
り
に
は
そ
の
蔵
人
頭
と
な
り
︑
か
つ

白
河
院
庁
別
当
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
寛
治
五
年
の
日
吉
御
幸
で
勅
使
に
定
め
ら
れ
た
藤
原
公
定
も
ま
た
白
河
天
皇
の
蔵
人
頭
と
な
っ

て
お
り
︑
堀
河
天
皇
即
位
前
に
参
議
に
昇
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
白
河
院
神
社
御
幸
の
後
朝
儀
に
於
け
る
勅
使
に
は
︑
い
ず

れ
も
白
河
院
の
蔵
人
と
し
て
近
侍
し
た
経
験
を
持
つ
な
ど
︑
院
と
関
わ
り
の
深
い
人
物
が
任
命
さ
れ
て
い
た
事
が
確
認
で
き
る
︒
ま
た
後

朝
儀
に
際
し
て
︑
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
勅
使
が
諸
事
情
に
よ
り
遅
参
な
い
し
不
参
で
あ
っ
た
場
合
に
は
︑
社
頭
に
参
会
し
た
公
卿
か

ら
代
役
が
立
て
ら
れ
︑
決
し
て
勅
使
賜
禄
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
︵

︶
︒
17

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
白
河
院
の
神
社
御
幸
に
お
け
る
六
衛
府
供
奉
・
勅
使
発
遣
は
︑
院
庁
か
ら
外
記
を
介
し
て
太
政
官
に
要
請

さ
れ
て
お
り
︑
こ
こ
に
行
事
に
対
す
る
朝
廷
の
関
与
が
顕
著
と
な
る
︒
か
つ
て
実
施
さ
れ
た
白
河
院
の
父
︑
後
三
条
院
の
石
清
水
御
幸
は

白
河
院
神
社
御
幸
の
運
営
体
制
︵
平
泉
︶
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﹃
栄
花
物
語
﹄
に
﹁
上
達
部
︑
殿
上
人
多
く
も
参
ら
せ
た
ま
は
ず
︒
睦
ま
し
く
思
し
め
す
人
々
︑
さ
て
は
遊
び
の
方
の
人
々
を
ぞ
率
て
お

は
し
ま
し
け
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
の
神
社
御
幸
が
上
皇
の
身
近
な
人
々
の
み
を
連
れ
立
っ
た
物
見
遊
山
的
な
催
し
で
あ
っ

た
︒
一
方
︑
白
河
院
初
度
の
石
清
水
御
幸
に
参
列
し
た
公
卿
は
二
十
二
人
に
及
び
︑
当
時
の
公
卿
が
総
勢
二
十
八
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑

留
守
官
を
除
い
て
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
供
奉
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︵﹃
中
右
記
﹄
寛
治
四
年
十
一
月
二
十
九
日
︶︒
白
河
院
は
自
ら
の

神
社
御
幸
に
︑
天
皇
・
摂
関
を
は
じ
め
︑
朝
廷
の
貴
族
ら
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
動
員
し
︑
洛
中
の
一
大
行
事
に
仕
立
て
上
げ
た
の
で
あ
る
︵

︶
︒
18

二
︑
神
社
御
幸
の
運
営

天
皇
神
社
行
幸
に
際
し
て
は
︑
そ
の
運
営
機
関
と
な
る
行
事
所
が
設
け
ら
れ
る
︒
行
事
所
の
構
成
は
上
卿
︵
納
言
︶︑
宰
相
︑
弁
︑
外
記
︑

史
各
一
名
と
検
非
違
使
二
名
と
定
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
職
務
は
行
幸
先
と
な
る
神
社
の
修
復
や
御
在
所
の
造
立
︒
神
社
に
奉
献
す
る
神

宝
類
の
準
備
や
︑
費
用
調
達
の
為
に
諸
国
に
課
し
た
料
物
の
督
促
と
そ
の
未
進
に
対
す
る
処
置
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
た
︵

︶
︒
か
た
や
神
社
御

19

幸
に
お
い
て
行
事
所
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
︑
行
事
の
准
行
幸
化
に
伴
い
神
社
行
幸
に
相
当
す
る
準
備
を
要
し
た
も
の
と
想
定
さ

れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
で
は
白
河
院
神
社
御
幸
の
運
営
体
制
︑
と
く
に
御
幸
行
事
官
や
用
途
調
達
に
つ
い
て
︑
比
較
的
詳
細
な
史
料

を
残
す
寛
治
五
年
︵
一
〇
九
一
︶
日
吉
御
幸
の
例
を
中
心
に
検
討
し
て
い
き
た
い
︒

こ
の
時
の
行
事
官
に
つ
い
て
︑
大
江
匡
房
の
﹃
江
記
﹄
の
記
述
を
見
て
い
く
と
装
束
行
事
・
禄
行
事
・
神
宝
行
事
ら
の
姿
が
確
認
で
き

る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
者
に
は
装
束
行
事
に
院
別
当
源
清
長
︑
禄
行
事
に
同
じ
く
別
当
高
階
為
家
︑
神
宝
行
事
に
別
当
藤
原
師
信
が
任
じ

ら
れ
て
お
り
︑
い
ず
れ
に
お
い
て
も
白
河
院
別
当
が
任
官
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
こ
こ
で
の
清
長
は
﹁
御
装
束
国
可
レ

有
レ

便
之
故
﹂
に
抜
擢
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
ま
た
禄
行
事
高
階
為
家
と
神
宝
行
事
藤
原
師
信
ら
両
名
は
と
も
に
院
司
受
領
で
あ
り
︑
禄
物
な
い
し
神

20
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宝
の
調
進
が
主
な
職
務
と
な
る
行
事
官
へ
の
彼
ら
の
任
官
は
︑
偏
に
そ
の
経
済
力
を
期
待
し
て
の
事
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
日
吉
御
幸
で
は
こ
の
ほ
か
に
供
養
す
る
御
経
や
御
幸
先
に
設
営
す
る
頓
宮
の
準
備
を
担
当
し
た
院
判
官
代
藤
原
行
実
︑
当
日
の
舞

人
も
務
め
た
院
蔵
人
高
階
為
行
な
ど
と
い
っ
た
院
司
行
事
官
が
確
認
で
き
る
︒
ま
た
行
事
検
非
違
使
も
二
人
居
り
︑
彼
ら
は
御
幸
当
日
に

使
用
す
る
道
の
点
検
や
︑
仮
橋
の
建
設
な
ど
に
従
事
し
て
い
た
︒
そ
し
て
当
時
左
大
弁
で
あ
っ
た
大
江
匡
房
も
ま
た
︑
白
河
院
︑
関
白
師

実
︑
天
台
座
主
そ
れ
ぞ
れ
の
も
と
に
頻
繁
に
院
司
ら
を
派
遣
し
︑
各
々
の
意
見
・
要
求
を
取
り
次
ぐ
作
業
に
忙
殺
さ
れ
て
い
た
︒
な
お
こ

の
時
作
成
さ
れ
た
日
吉
御
幸
式
も
匡
房
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
こ
う
し
た
行
事
官
の
ほ
か
︑
神
社
御
幸
で
御
幣
持
を
担
当
し
た
の
も
院
司
な
い
し
院
殿
上
人
に
限
ら
れ
て
い
た
︒﹁
石
清
水
御

幸
儀
寛
治
四
年

﹂
に
よ
る
と
︑
用
意
さ
れ
た
御
幣
は
三
捧
で
あ
り
︑
そ
の
御
幣
持
と
し
て
非
参
議
別
当
三
人
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
︒
御

幣
は
社
頭
に
お
い
て
非
参
議
別
当
よ
り
公
卿
別
当
︵
上
卿
︶
を
経
て
白
河
院
に
渡
さ
れ
︑
そ
の
御
拝
を
終
え
た
後
に
再
び
公
卿
別
当
か
ら

社
司
に
付
さ
れ
る
次
第
で
あ
っ
た
︒
寛
治
七
年
三
月
二
十
日
に
行
わ
れ
た
春
日
御
幸
際
し
て
は
﹃
中
右
記
﹄
寛
治
七
年
三
月
二
十
日
条
に

御
社
前
庭
舁
二

居
神
宝
一

︑
於
二

御
所
中
一

有
二

御
拝
一

︑
金
銀
御
幣
中
納
言
中
将
捧
レ

之
立
︑
院
司
公
卿

之
中
氏
人
︑
此
間
皆
以
退
二

下
宿
所
一

︑
仍
俄

以
二

中
納
言
中
将
一

︑
為
二

院
別
当
一

由
︑
源
大
納
言
宣
下
︑
仍
被
レ

勤
二

此
役
一

也
︑
於
二

御
社
前
一

不
慮
之
慶
︑
是
神
徳
之
所
レ

致
歟

と
み
え
︑
春
日
御
幸
に
お
け
る
御
幣
持
は
院
司
の
中
で
も
と
く
に
氏
人
の
担
当
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
︑
該
当
者
が
い
ず
れ
も
不

在
で
あ
っ
た
た
め
︑
急
遽
︑
藤
原
忠
実
︵
中
納
言
中
将
︶
が
白
河
院
の
命
を
受
け
て
院
別
当
と
な
り
︑
御
幣
持
を
務
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
神
社
御
幸
に
お
い
て
祭
儀
に
携
わ
る
事
が
許
さ
れ
る
者
は
院
司
に
限
ら
れ
て
い
た
︒

一
方
︑
舞
人
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
︑
寛
治
七
年
の
春
日
御
幸
の
折
に
舞
人
に
選
ば
れ
た
藤
原
知
信
・
源
惟
清
両
名
は
︑
当
時
堀
河
天

皇
の
六
位
蔵
人
で
あ
っ
た
が
﹁
已
上
六
位
二
人
︑
雖
レ

為
二

大
内
蔵
人
一

︑
依
レ

為
二

院
殿
上
人
一

︑
所
レ

被
レ

入
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
院
殿

上
人
で
あ
る
こ
と
が
舞
人
に
選
ば
れ
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
︵﹃
中
右
記
﹄
寛
治
七
年
三
月
二
十
日
︶︒
こ
の
こ
と
か
ら
舞
人
の
選
定
に
お
い

白
河
院
神
社
御
幸
の
運
営
体
制
︵
平
泉
︶
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て
も
︑
院
司
な
い
し
院
殿
上
人
の
中
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
白
河
院
の
神
社
御
幸
で
は
行
事
官
を
は
じ
め
︑

御
幣
持
・
舞
人
に
至
る
ま
で
︑
全
て
院
庁
職
員
ら
が
こ
れ
を
務
め
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
神
社
御
幸
で
は
行
事
官
に
対
す
る
勧
賞
は
無
く
︑
そ
れ
ゆ
え
に
院
司
の
中
に
は
複
数
回
に
わ
た
り
行
事
官
を
任
さ
れ
る
者
も
あ
っ

た
︵

︶
︒
一
方
で
社
司
に
対
す
る
勧
賞
は
行
わ
れ
て
お
り
︑
寛
治
五
年
日
吉
御
幸
に
於
け
る
社
司
勧
賞
に
つ
い
て
︑﹃
江
記
﹄
二
月
十
一
条
に

21

被
レ

仰
二

社
司
勧
賞
事
一

︑︵
先
是
院
以
二

師
信
朝
臣
一

為
レ

使
︑
被
レ

申
二

殿
下
一

︑
到
二

賀
治
井
御
宿
所
一

申
レ

之
︑
往
反
三
度
︑
座
主
又
令
二

顕
季
朝

臣
申
一

云
︑
座
主
勧
賞
之
外
︑
以
二

修
理
別
当
円
誉
一

︑
可
レ

被
レ

任
二

法
橋
一

︑
又
前
唐
院
可
レ

被
レ

置
二

阿
闍
梨
六
人
一

︑
又
以
二

弟
子
僧
範
増
一

︑

可
レ

被
レ

任
二

威
儀
師
一

之
︑
然
而
御
幸
時
︑
不
レ

可
レ

過
二

於
僧
一
人
︑
俗
官
一
人
一

由
︑
被
レ

仰
歟
︶

︹︵

︶
内
は
本
文
割
書
︺

と
み
え
︑
天
台
座
主
か
ら
白
河
院
に
対
し
︑
座
主
良
真
へ
の
勧
賞
に
加
え
︑
円
誉
・
範
増
ら
の
加
階
が
望
ま
れ
た
が
︑
院
は
御
幸
で
の
勧

賞
は
社
僧
・
社
司
各
一
名
に
限
る
と
し
︑
結
局
︑
良
真
に
対
す
る
賞
の
み
と
な
っ
た
︒
な
お
社
僧
の
い
な
い
賀
茂
社
に
於
い
て
は
︑
上
下

両
社
の
社
司
各
一
人
に
勧
賞
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

当
時
は
堀
河
天
皇
の
行
幸
賞
も
あ
り
︑
加
え
て
の
御
幸
賞
で
あ
っ
た
か
ら
︑
そ
の
内
容
の
如
何
に
よ
っ
て
は
大
い
に
社
内
秩
序
の
統
制

に
混
乱
を
招
く
恐
れ
が
あ
っ
た
︒
ゆ
え
に
か
か
る
制
限
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
白
河
院
は
か
つ
て
そ
の
在
位
中
︑
石
清
水
賀
茂
両

社
行
幸
を
年
中
行
事
化
し
た
が
︑
そ
の
折
に
は
﹁
行
二

幸
八
幡
宮
一
当
今
毎
年
之
事
也
︑

左
兵
衛
無
佐
︑

行
事
上
卿
以
下
并
宮
寺
司
無
二

勧
賞
一

︑﹂
と
あ
る
よ
う

に
︑
勧
賞
を
無
く
す
な
ど
し
て
加
階
を
制
限
し
て
い
る
︵﹃
為
房
卿
記
﹄
承
暦
三
年
三
月
二
十
二
日
︶︒

続
い
て
御
幸
用
途
の
調
達
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
︒
寛
治
五
年
一
月
二
十
九
日
︑
翌
月
に
予
定
し
て
い
る
日
吉
御
幸
に
向
け
て

雑
事
定
め
が
院
御
所
で
催
さ
れ
た
︒
そ
の
折
に
陪
従
下
襲
を
周
防
国
に
︑
勅
使
に
下
賜
す
る
女
装
束
を
備
前
国
に
︑
そ
し
て
僧
綱
ら
に
与

え
る
褂
を
甲
斐
国
に
課
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
︵﹃
江
記
﹄
寛
治
五
年
一
月
二
十
九
日
︶︒
と
く
に
陪
従
下
襲
に
つ
い
て
は
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又
陪
従
下
襲
本
宛
二

於
丹
後
國
一

︑
而
遷
二

物
於
播
磨
一

︑
而
今
日
定
文
似
二

宛
播
磨
一

︑
予
申
二

上
其
由
一

︑
左
府
被
レ

申
云
︑
有
二

何

事
一

哉
︑
殿
下
仰
云
︑
定
文
面
頗
可
二

見
苦
一

︑
但
周
防
守
宛
二

何
事
一

哉
︑
申
云
︑
御
厩
舎
人
装
束
不
入
定

文
事
也
︑
殿
下
仰
云
︑
可
レ

改
二

宛
周

防
一

︑
内
々
沙
汰
父
子
間
可
レ

無
二

殊
相
違
一

︑
仍
宛
改
︑

と
あ
る
よ
う
に
︑
所
課
先
を
丹
後
国
か
ら
播
磨
国
に
移
す
が
︑
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
周
防
国
へ
と
改
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
時
の
播
磨
国
司

は
院
別
当
藤
原
師
信
で
あ
る
が
︑
師
信
は
御
幸
定
前
日
に
丹
後
守
か
ら
播
磨
守
に
転
任
し
て
い
る
︒
こ
の
事
か
ら
す
れ
ば
︑
陪
従
下
襲
は

も
と
も
と
師
信
に
課
す
事
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
一
方
の
周
防
国
司
は
院
判
官
代
藤
原
経
忠
で
あ
り
︑
史
料
に
﹁
父
子
﹂
と

み
え
る
よ
う
︑
経
忠
は
播
磨
守
師
信
の
息
子
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
師
実
︵
殿
下
︶
が
所
課
先
を
周
防
に
改
め
た
理
由
に
つ
い
て
は
定
か
で

は
な
い
︒
こ
の
日
吉
御
幸
で
師
信
が
神
宝
行
事
で
あ
っ
た
事
に
因
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
何
れ
に
せ
よ
陪
従
下
襲
は
院
司
受
領
に
課
さ
れ

た
次
第
で
あ
っ
た
︒

ま
た
僧
綱
料
の
褂
を
課
さ
れ
た
甲
斐
守
藤
原
為
隆
は
︑
の
ち
に
白
河
院
別
当
と
な
っ
た
藤
原
為
房
の
息
子
で
あ
る
︒
為
隆
は
寛
治
五
年

八
月
に
淡
路
国
司
に
転
任
す
る
が
︑
寛
治
七
年
の
日
吉
御
幸
の
折
に
も
御
幸
禄
料
と
な
る
褂
の
調
進
を
任
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
そ
の
他
に
舞

22

人
・
陪
従
の
装
束
に
つ
い
て
は
︑
雑
事
定
め
に
際
し
て
舞
人
と
同
じ
人
数
の
﹁
可
レ

献
二

摺
袴
一

人
々
﹂
が
定
め
ら
れ
︑
寛
治
五
年
日
吉
御

幸
の
折
に
は
左
大
臣
源
俊
房
を
は
じ
め
と
す
る
公
卿
ら
十
人
が
こ
れ
を
献
上
し
て
い
る
︵﹃
江
記
﹄
寛
治
五
年
二
月
十
日
︶︒

こ
の
よ
う
に
史
料
上
か
ら
は
諸
国
所
課
の
適
用
と
も
見
て
取
れ
る
御
幸
料
だ
が
︑
そ
の
実
︑
個
人
に
対
し
て
課
さ
れ
て
い
た
事
が
う
か

が
い
知
れ
る
︵

︶
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
で
の
個
人
と
は
藤
原
季
綱
や
為
隆
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
白
河
院
に
近
し
い
受
領
で
あ
り
︑
ま
た
舞
人
装
束

23

の
調
進
に
つ
い
て
は
左
大
臣
源
俊
房
の
よ
う
な
︑
か
つ
て
白
河
天
皇
の
蔵
人
を
務
め
た
公
卿
達
が
こ
れ
を
負
担
し
た
︵

︶
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ

24

こ
で
の
御
幸
用
途
は
︑
院
に
近
侍
し
た
貴
族
達
の
奉
仕
に
よ
り
賄
わ
れ
て
い
た
も
の
と
結
論
付
け
ら
れ
る
︒

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
白
河
院
神
社
御
幸
の
行
事
官
・
舞
人
・
祭
儀
の
所
役
等
は
い
ず
れ
も
院
司
な
い
し
院
殿
上
人
が
務
め
る
と

白
河
院
神
社
御
幸
の
運
営
体
制
︵
平
泉
︶
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こ
ろ
で
あ
り
︑
行
事
の
運
営
に
関
し
て
は
院
庁
内
部
で
完
結
し
て
い
た
︒
ま
た
そ
の
用
途
調
達
は
白
河
院
に
近
侍
す
る
公
卿
及
び
受
領
ら

の
奉
仕
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
︑
院
の
人
脈
に
拠
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
し
か
し
斯
様
な
ま
で
に
院
周
辺
で
御
幸
雑
事
が
処
理
さ
れ
る

25

に
も
関
わ
ら
ず
︑
ひ
と
た
び
御
幸
当
日
を
迎
え
る
や
︑
藤
原
摂
関
家
を
は
じ
め
︑
朝
廷
諸
貴
族
の
参
列
や
六
衛
府
及
び
勅
使
の
供
奉
に
確

認
さ
れ
る
よ
う
に
︑
朝
廷
の
大
部
分
を
動
員
し
た
行
事
と
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
白
河
院
の
神
社
御
幸
と
は
︑
そ
の
運
営
を
見
れ
ば
院
庁
を

主
体
と
し
て
行
わ
れ
た
院
の
行
事
で
あ
り
︑
そ
の
祭
儀
を
見
れ
ば
国
家
儀
礼
の
様
相
を
呈
し
た
︑
私
的
儀
礼
の
公
祭
化
を
象
徴
す
る
祭
儀

で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

三
︑
神
社
御
幸
の
目
的

白
河
院
は
そ
の
在
位
中
に
石
清
水
賀
茂
行
幸
を
年
中
行
事
化
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
︑
こ
の
年
中
行
事
と
し
て
の
二
社
行
幸
は
次
代

堀
河
朝
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
一
方
で
退
位
し
た
白
河
院
は
︑
寛
治
四
年
十
月
二
十
八
日
に
御
幸
雑
事
定
を
催
す
が
︑
そ
こ

で
は
﹁
八
幡
并
賀
茂
御
物
詣
事
﹂
に
つ
い
て
の
審
議
が
な
さ
れ
た
︵﹃
後
二
條
師
通
記
﹄
︶︒
こ
の
こ
と
か
ら
白
河
院
が
石
清
水
・
賀
茂
の
両

社
を
殊
に
意
識
し
て
い
た
事
は
疑
い
な
い
︒

こ
の
御
幸
定
め
の
翌
月
に
石
清
水
御
幸
が
行
わ
れ
る
が
︑
賀
茂
御
幸
の
方
は
院
の
不
予
に
よ
り
延
引
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
院
の
不
予

を
廻
り
︑
十
二
社
奉
幣
が
な
さ
れ
る
が
︑
こ
の
う
ち
石
清
水
八
幡
宮
告
文
に
は

日
吉
︑

辞
別
天

申
給
ハ
く
と

申
久

︑
去
年
社
頭
尓

可
参
詣
由
乎

令
申
給
へり
︑

而
自
然
延
怠
せ
り

︑
今
度
御
薬
に

依
天

︑
其
咎
を

占
求
む
る
に
︑

艮
方
の

大
神
乃

祟
と

占
申
せ
り

︑
若
遅
久

令
参
詣
給
ふ
尓

依
弖

︑
有
咎
祟
かと
︑

殊
畏
懼
り

給
ふ

︑
仍
天

明
年
二
月
十
七
日
尓

必
御
願
ヲ

可
令
遂
果
き
な
り
︑

然
則
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早
久

加
冥
助
天

︑
御
悩
を

除
き

︑
厄
会
を

転
給
へと

申
給
ハ
く

と

申
︑

︵﹃
大
日
本
古
文
書
︵
家
わ
け
第
四
︶
石
清
水
文
書
之
一
﹄
︶

と
み
え
︑
こ
こ
で
の
不
予
が
日
吉
︵
艮
方
︶
の
大
神
の
祟
り
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
予
定
さ
れ
て
い
た
日
吉
御
幸
の
遅
延
が
そ
の
原
因
と

さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
告
文
か
ら
寛
治
四
年
当
初
に
白
河
院
が
構
想
し
た
神
社
御
幸
先
が
︑
石
清
水
・
賀
茂
・
日
吉
の
三
社
で
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
︒
ま
た
白
河
院
の
譲
位
か
ら
崩
御
に
至
る
ま
で
の
四
十
三
年
間
に
行
わ
れ
た
神
社
御
幸
は
︑
管
見
の
限
り
で
は
石
清
水
十
二

度
︑
賀
茂
七
度
︑
日
吉
五
度
︑
春
日
一
度
に
及
ぶ
︵

︶
︒
こ
う
し
た
参
詣
度
数
か
ら
も
白
河
院
の
信
仰
が
石
清
水
・
賀
茂
の
両
社
に
日
吉
を
加

26

え
た
三
社
を
中
心
と
し
て
い
た
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︵

︶
︒
27

石
清
水
・
賀
茂
両
社
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
皇
統
護
持
・
鎮
護
国
家
を
司
る
由
緒
あ
る
社
で
あ
る
が
︑
と
く
に
石
清
水
八
幡
宮
に
関
し
て

は
後
三
条
朝
か
ら
白
河
朝
に
か
け
て
︑
石
清
水
放
生
会
の
公
祭
化
や
﹁
宗
廟
﹂
の
語
の
適
用
に
よ
り
︑
急
速
に
そ
の
権
威
を
高
め
て
い
た
︵

︶
︒
28

ま
た
日
吉
社
も
後
三
条
・
白
河
両
朝
に
か
け
て
︑
日
吉
祭
の
公
祭
化
や
二
十
二
社
へ
の
加
列
︑
そ
し
て
行
幸
先
と
な
る
十
社
の
内
に
定
め

ら
れ
る
な
ど
︑
神
祇
制
度
の
な
か
に
積
極
的
に
組
み
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
︵

︶
︒
こ
の
よ
う
に
白
河
院
の
御
幸
先
と
さ
れ
た
三
社
は
︑
当
時
の

29

朝
廷
か
ら
極
め
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
神
社
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

次
に
神
社
御
幸
で
の
祈
願
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒
御
幸
の
社
頭
儀
に
際
し
︑
院
は
自
ら
神
前
に
御
拝
し
祈
念
す
る
た
め
︑
本
来

な
ら
そ
の
祈
願
内
容
は
知
り
得
な
い
︒
し
か
し
︑
時
に
よ
り
告
文
が
残
さ
れ
た
事
例
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
︒
以
下
︑
告
文
か
ら
白
河

院
の
御
願
の
内
容
が
明
確
と
な
る
御
幸
を
二
例
紹
介
し
た
い
︒

ま
ず
は
永
久
元
年
︵
一
一
一
三
︶
の
石
清
水
御
幸
を
と
り
上
げ
た
い
︒
こ
の
年
の
九
月
二
日
︑
鳥
羽
天
皇
の
御
悩
に
よ
り
︑
予
定
さ
れ

て
い
た
宮
中
の
諸
行
事
が
停
止
さ
れ
た
︒
五
日
に
藤
原
忠
実
が
参
内
し
た
と
こ
ろ
︑
い
ま
だ
鳥
羽
天
皇
は
病
床
に
あ
り
︑
忠
実
は
そ
の
原

因
を
探
る
た
め
に
御
卜
を
行
わ
せ
た
︒
そ
の
結
果
︑
天
皇
の
御
悩
が
神
の
祟
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
事
が
判
明
し
︑
忠
実
は
源
顕
通
を
上

白
河
院
神
社
御
幸
の
運
営
体
制
︵
平
泉
︶
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卿
と
し
て
︑
す
ぐ
さ
ま
石
清
水
・
賀
茂
・
大
原
野
・
日
吉
・
祇
園
へ
幣
使
を
発
遣
し
た
︵﹃
殿
暦
﹄
︶︒
し
か
し
︑
幣
使
発
遣
か
ら
二
日
後

も
鳥
羽
天
皇
は
回
復
せ
ず
︑
白
河
院
自
ら
が
祈
請
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
︑
院
別
当
源
雅
俊
を
奉
行
と
し
て
︑
白
河
院
庁
よ
り
石
清
水
・
賀

茂
の
二
社
へ
と
幣
使
が
発
遣
さ
れ
た
︵﹃
長
秋
記
﹄
永
久
元
年
九
月
七
日
︶︒

こ
の
折
︑
石
清
水
八
幡
宮
に
奏
上
さ
れ
た
白
河
院
告
文
に
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
ら
れ
る
︒

︵
前
略
︶
爰
去
六
月
の
比
ニ

宮
寺
ニ

有
怪
異
と

所
司
言
上
せ
り

き
︑

公
家
驚
聞
食
天

︑
令
卜
求
之
處
ニ

︑
神
事
違
例
ニ

依
天

︑
口
舌
病
事
可
慎
御
シと

申

セ
り

き
︑

倩
廻
叡
慮
ニ

︑
逃
宝
籙
れ

擺
俗
塵
給
と

云
止も

︑

慈
恵
を

不
知
寸

︑
幼
主
を

扶
持
奉
給
ふ

間
︑
如
此
の

咎
徴
も

非
無
其
畏
寸

︑
就
中
近
日

聖
主
不
予
尓

御
坐
寸

︑
転
禍
天

除
病
給
ハ
む

事
ハ

︑
厚
き

御
助
尓

可
在
奈
利
と
︑

所
念
行
天
な
む
︑

︵
中
略
︶
又
為
報
賽
尓

太
上
法
皇
躬
自
可
参
詣

給
へシ
︑

此
旨
乎

且
照
察
給
天

︑
御
願
成
就
給
と

︑
恐
美

恐
美も

申
給
ハ
く
と

申
︑

︵﹃
大
日
本
古
文
書
︵
家
わ
け
第
四
︶
石
清
水
文
書
之
一
﹄
︶

こ
の
年
の
六
月
に
石
清
水
八
幡
宮
に
て
怪
異
が
あ
っ
た
︒
当
時
御
卜
を
行
わ
せ
た
と
こ
ろ
﹁
神
事
違
例
﹂
の
た
め
﹁
口
舌
病
﹂
を
慎
む
よ

う
告
げ
ら
れ
る
︒
こ
こ
に
白
河
院
は
︑
皇
位
を
退
き
︑
仏
門
に
入
っ
た
身
で
あ
り
な
が
ら
︑
幼
い
鳥
羽
天
皇
を
擁
し
て
政
治
に
口
出
し
す

る
自
身
の
振
る
舞
い
こ
そ
が
﹁
口
舌
病
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
が
今
度
の
鳥
羽
天
皇
不
予
の
遠
因
で
あ
っ
た
と
思
料
す
る
︒
そ
し
て
鳥
羽
天
皇

の
病
気
平
癒
を
願
い
︑
報
賽
と
し
て
の
石
清
水
御
幸
を
約
束
す
る
︒
か
く
し
て
奉
幣
が
な
さ
れ
た
後
の
十
六
日
に
は
鳥
羽
天
皇
の
病
も
癒

え
︑
そ
の
一
ヶ
月
後
の
十
月
十
六
日
に
は
白
河
院
に
よ
り
石
清
水
御
幸
が
行
わ
れ
た
︵﹃
殿
暦
﹄
永
久
元
年
十
月
一
六
日
︶︒

続
い
て
天
治
元
年
︵
一
一
二
四
︶
の
石
清
水
御
幸
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
︑
白
河
院
は
石
清
水
に
御
幸
す
る
も
自
ら
は
男
山
の
麓
に
留

ま
り
︑
上
卿
を
し
て
神
前
に
告
文
を
奏
上
さ
せ
て
い
る
︒
な
お
院
の
登
山
が
無
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
告
文
に
﹁
但
今
度
ハ

筋
力
已

疲
天

︑
不
能
登
山
寸

︑﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
院
自
身
が
老
齢
に
よ
り
登
山
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
こ
の
時
の
告
文

30

に
は
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︵
前
略
︶
就
中
今
年
之
暦
重
厄
可
慎
シ

︑
災
孽
乎

未
兆
爾

拂
ひ

︑
遐
算
を

長
生
爾

令
保
給
ヘシ

︑

又
中
宮
ハ

仙
院
ニ

養
長
天

︑
后
圍(

闈
)
爾

備
給
へ
り

︑
其

身
有
娠
天

誕
期
彌
近
シ

︑
平
安
ニ

産
生
弖

継
副(嗣

)

益
廣
ら
む
こ

と
も
︑

大
菩
薩
の

廣
キ

御
助
︑
厚
キ

御
恵
ニ

可
在
な
り

と
︑

所
念
天
な

む
︑

︵
以
下
略
︶

︵﹃
大
日
本
古
文
書
︵
家
わ
け
第
四
︶
石
清
水
文
書
之
一
﹄
︶

と
み
え
︑
こ
の
御
幸
が
白
河
院
重
厄
の
厄
除
け
及
び
中
宮
藤
原
璋
子
の
安
産
祈
願
の
た
め
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
以
上
の
二
例

は
︑
そ
れ
ぞ
れ
鳥
羽
天
皇
病
気
平
癒
の
報
賽
︑
お
よ
び
中
宮
藤
原
彰
子
の
安
産
を
祈
願
し
た
も
の
で
あ
り
︑
言
う
な
れ
ば
八
幡
神
に
白
河

院
自
身
の
皇
統
護
持
を
祈
願
す
る
た
め
の
御
幸
で
あ
っ
た
︒
か
か
る
皇
統
護
持
の
祈
願
は
従
来
︑
神
社
行
幸
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
も

の
で
あ
り
︑
こ
こ
に
行
幸
・
御
幸
両
行
事
の
継
承
面
が
垣
間
見
ら
れ
る
︵

︶
︒
31

ま
た
神
社
御
幸
が
神
社
の
怪
異
︑
神
の
祟
り
に
対
応
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
点
も
注
目
さ
れ
る
︒
怪
異
出
現
へ
の
対
処
は
︑
従
来
奉

幣
・
臨
時
祭
・
神
社
行
幸
な
ど
の
天
皇
直
轄
祭
祀
に
よ
り
な
さ
れ
て
き
た
︵

︶
︒
こ
こ
に
怪
異
へ
の
対
応
策
と
し
て
神
社
御
幸
が
加
わ
っ
た
こ

32

と
は
︑
院
に
よ
る
神
祇
秩
序
へ
の
進
出
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
先
の
永
久
元
年
鳥
羽
院
不
予
の
事
例
に

お
い
て
︑
藤
原
忠
実
ら
に
よ
る
奉
幣
と
白
河
院
に
よ
る
奉
幣
が
そ
れ
ぞ
れ
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
朝
廷
の
対

処
と
院
庁
の
対
応
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
た
め
︑
な
お
一
考
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
︒

さ
て
︑
白
河
院
の
八
幡
神
に
対
す
る
信
仰
は
告
文
中
に
も
﹁
在
位
之
間
︑
毎
年
臨
幸
弖

奉
仰
こと

歳
月
多
廻
れり
︑

而
雖
逃
宝
籙
も

︑
雖
入
禅

門
も

︑
猶
抽
匪
石
天

︑
屢
参
社
壇
せり

︑
﹂
と
見
え
る
よ
う
に
︑
そ
の
参
詣
度
数
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
先
に
述
べ
た
通
り
︑
石

清
水
行
幸
の
年
中
行
事
化
は
白
河
在
位
中
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
︑
次
代
堀
河
朝
に
は
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
︵﹁
保
安
五
年
白
河
法

皇
御
告
文
︵

︶
﹂
︶︒
そ
れ
に
対
し
︑
神
社
御
幸
は
次
世
代
に
お
い
て
如
何
な
る
展
開
を
見
せ
た
の
か
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
聊
か
触
れ
て
お
き

33

た
い
︒

白
河
院
は
そ
の
晩
年
︑
鳥
羽
院
を
伴
い
石
清
水
に
御
幸
す
る
︵

︶
︒
な
か
で
も
大
治
四
年
︵
一
一
二
九
︶
の
両
院
御
幸
で
は
﹁
入
夜
参
着
御
︑

34

白
河
院
神
社
御
幸
の
運
営
体
制
︵
平
泉
︶
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先
有
二

奉
幣
一

︑
本
院
金
銀
御
幣
︑
右
衛
門
督
実
行
卿
取
レ

之
奉
︑
新
院
︑
新
中
納
言
雅
定
卿
奉
︑
被
レ

進
二

神
宝
一

︑
両
院
御
馬
一
疋
被
レ

奉
︑

廻
二

神
殿
一

八
度
︑
事
了
則
還
御
︑﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
白
河
・
鳥
羽
両
院
が
神
前
に
お
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
奉
幣
及
び
神
馬
献
進
を
行
っ

て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
︑
と
も
に
祭
祀
の
主
役
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︵﹃
中
右
記
﹄
大
治
四
年
正
月
二
十
一
日
︶︒
斯
様
な
祭
儀
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
大
治
四
年
の
両
院
石
清
水
御
幸
は
当
代
の
主
た
る
白
河
院
と
︑
そ
の
後
継
者
で
あ
る
鳥
羽
院
と
の
共
同
の
祭
祀
で

あ
っ
た
︒

ま
た
白
河
院
崩
御
の
後
の
天
承
元
年
︵
一
一
三
一
︶
八
月
に
は
鳥
羽
院
の
石
清
水
・
賀
茂
御
幸
日
時
が
勘
申
さ
れ
︑
翌
月
に
は
八
幡
御

幸
定
が
催
さ
れ
る
が
︑
こ
の
御
幸
雑
事
定
で
は
し
ば
し
ば
﹁
寛
治
﹂
の
例
︑
す
な
わ
ち
白
河
院
初
度
の
石
清
水
御
幸
を
前
例
と
し
て
審
議

が
な
さ
れ
た
︵﹃
長
秋
記
﹄
天
承
元
年
九
月
十
日
︶︒
こ
こ
で
の
石
清
水
賀
茂
御
幸
は
︑
治
天
の
君
の
代
替
わ
り
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
︒
先
代
白
河
院
初
度
の
御
幸
例
が
重
視
さ
れ
た
背
景
に
は
か
か
る
認
識
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
る
︵

︶
︒
さ
ら
に
続
く
後
白
河
院
初

35

度
の
石
清
水
御
幸
で
は
︑
こ
こ
で
の
﹁
天
承
例
﹂
が
踏
襲
さ
れ
た
︵﹃
石
清
水
皇
年
代
記
﹄
︶︒
こ
の
よ
う
に
白
河
院
の
形
作
っ
た
神
社
御
幸

儀
は
︑
院
政
期
を
通
じ
て
治
天
の
君
に
よ
り
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
白
河
院
神
社
御
幸
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
考
察
に
終
始
し
た
が
︑
以
下
本
稿
に
て
明
ら
か
と
し
た
点
を
ま
と
め
て
お
く
︒
白
河

院
神
社
御
幸
は
そ
の
開
始
当
初
よ
り
︑
天
皇
神
社
行
幸
を
規
範
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
︑
六
衛
府
及
び
勅
使
の
御
幸
供
奉
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
︑
天
皇
・
摂
関
の
協
力
を
経
て
実
現
さ
れ
た
︒
御
幸
当
日
に
は
摂
関
家
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族
の
大
部
分
が
参
列
し
︑
後
朝
儀

に
は
勅
使
賜
禄
が
行
わ
れ
る
な
ど
︑
朝
廷
を
挙
げ
て
の
祭
礼
で
あ
っ
た
︒
た
だ
し
そ
の
運
営
は
院
庁
が
主
体
と
な
っ
て
お
り
︑
御
幸
用
途
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調
達
も
白
河
院
に
近
侍
す
る
公
卿
な
い
し
受
領
ら
の
奉
仕
に
よ
り
賄
わ
れ
る
な
ど
︑
白
河
院
の
人
脈
に
依
存
す
る
形
で
成
立
し
て
い
た
︒

こ
う
し
た
白
河
院
神
社
御
幸
の
主
た
る
目
的
は
皇
統
護
持
の
祈
願
や
報
賽
︑
あ
る
い
は
神
社
の
祟
り
に
対
す
る
鎮
謝
で
あ
っ
た
︒
こ
れ

ら
は
従
来
天
皇
の
御
願
祭
祀
で
あ
る
神
社
行
幸
に
よ
り
果
た
さ
れ
た
祈
願
で
あ
り
︑
白
河
院
の
神
社
御
幸
は
そ
う
し
た
神
社
行
幸
の
役
割

を
継
承
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
︒
し
か
し
︑
い
か
に
行
幸
の
祭
儀
を
模
し
︑
そ
の
機
能
を
継
承
し
た
御
幸
儀
を
治
天
の
君
が
展
開
し
よ

う
と
も
︑
依
然
と
し
て
天
皇
神
社
行
幸
は
行
わ
れ
続
け
た
︒
院
政
期
を
通
し
て
神
社
行
幸
・
御
幸
が
併
存
し
た
こ
と
か
ら
︑
両
行
事
の
役

割
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
両
行
事
の
機
能
的
差
異
に
つ
い
て
は
︑
御
幸
の
考
察
に
留
ま
る
本
稿
で
は
解
明
し
得
な
い

た
め
場
を
改
め
て
論
じ
た
い
︒

さ
て
︑
鳥
羽
院
初
度
の
石
清
水
賀
茂
御
幸
は
︑
治
天
の
君
の
代
始
め
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
︑
以
後
定
着
し
継
承
さ
れ
て
い
く
が
︑
そ
の

基
礎
は
白
河
院
政
期
に
成
立
し
た
︒
天
皇
と
い
う
立
場
か
ら
解
放
さ
れ
た
院
が
︑
天
皇
に
比
し
て
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
自
由
で
あ
っ
た

事
は
︑
神
社
御
幸
で
の
神
前
御
拝
や
仏
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
な
か
に
︑
新
た
な
秩
序
の
形
成
が
進
め
ら
れ
た

事
実
も
ま
た
見
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

注
︵
１
︶
御
幸
・
行
幸
の
区
別
に
つ
い
て
﹃
続
古
事
談
﹄
臣
節
に
﹁
仙
院
の
渡
御
を
ば
御
行
と
云
︑
帝
皇
の
御
成
を
ば
行
幸
と
云
也
︒﹂
と
み
え
る
︒
ま
た
﹁
御

行
﹂﹁
御
幸
﹂
の
語
に
つ
い
て
同
節
に
﹁
世
の
す
ゑ
ざ
ま
に
は
︑
上
皇
の
御
ゆ
き
︑
み
な
勧
賞
あ
り
︒
さ
れ
ば
幸
の
字
用
る
も
︑
義
た
が
は
ざ
る
事

也
︒﹂
と
あ
り
︑
院
政
期
に
入
り
神
社
御
幸
等
で
勧
賞
を
伴
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
変
化
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒

︵
２
︶
岡
田
荘
司
﹃
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
﹄
続
群
書
類
従
完
成
会
︑
一
九
九
四
年
︒
初
出
は
一
九
九
一
年
︒

︵
３
︶
社
頭
に
お
け
る
天
皇
の
神
祇
不
拝
に
つ
い
て
は
︑
八
代
国
治
氏
が
﹁
天
皇
と
神
社
の
祭
神
﹂︵﹃
國
史
叢
説
﹄
所
収
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
二
五
年
︒

白
河
院
神
社
御
幸
の
運
営
体
制
︵
平
泉
︶
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初
出
は
一
九
一
八
年
︒︶
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
八
代
氏
は
こ
れ
を
天
皇
が
﹁
現
御
神
﹂
で
あ
り
︑
諸
々
の
神
々
を
従
属
せ
し
め
る
立
場
に

あ
っ
た
事
に
由
来
す
る
と
指
摘
す
る
︒
こ
こ
で
の
岡
田
氏
の
主
張
は
︑
八
代
説
に
対
す
る
反
論
と
し
て
提
起
さ
れ
た
︒

︵
４
︶
今
谷
明
編
﹃
王
権
と
神
祇
﹄︵
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
二
年
︶

︵
５
︶
こ
の
ほ
か
神
社
行
幸
の
展
開
と
政
治
史
と
の
リ
ン
ク
を
目
指
し
た
大
村
拓
夫
氏
の
﹁
行
幸
・
御
幸
の
展
開
﹂︵﹃
中
世
京
都
首
都
論
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

二
〇
〇
六
年
︒
初
出
は
一
九
九
四
年
︶
が
あ
る
︒
大
村
氏
は
一
二
世
紀
段
階
の
御
幸
と
︑
一
三
世
紀
以
降
の
御
幸
と
を
区
別
さ
れ
て
お
り
︑
と
く

に
後
者
を
神
社
行
幸
の
継
承
行
事
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒

︵
６
︶
上
皇
の
神
社
御
幸
の
初
見
は
円
融
院
の
永
祚
元
年
石
清
水
御
幸
に
求
め
ら
れ
︑
白
河
院
の
父
で
あ
る
後
三
条
院
も
ま
た
石
清
水
へ
と
御
幸
し
て
い

る
︒
し
か
し
大
江
匡
房
の
﹃
江
家
次
第
﹄
に
記
さ
れ
る
神
社
御
幸
儀
は
寛
治
四
年
の
白
河
院
石
清
水
御
幸
及
び
同
七
年
日
吉
御
幸
で
あ
り
︑
こ
の

こ
と
か
ら
御
幸
式
次
第
の
基
礎
自
体
は
白
河
院
政
期
に
確
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
︒

︵
７
︶﹃
中
右
記
﹄
寛
治
四
年
十
一
月
二
十
九
日
条
に
は
﹁
是
片
舞
欲
レ

在
︑
依
二

日
高
一

無
二

此
儀
一

也
︑﹂
と
み
え
︑
こ
こ
で
の
片
舞
︵
求
子
︶
が
時
間
の

都
合
に
よ
り
省
略
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

︵
８
︶
こ
の
石
清
水
御
幸
で
は
白
河
院
が
石
清
水
に
奉
献
す
る
神
宝
と
は
別
に
︑
媞
子
内
親
王
の
用
意
し
た
神
宝
が
あ
り
︑
院
御
所
で
は
白
河
院
の
﹁
神

宝
渡
﹂
に
続
い
て
内
親
王
の
﹁
神
宝
渡
﹂
が
行
わ
れ
て
い
る
︵﹃
中
右
記
﹄︶︒
こ
の
こ
と
か
ら
院
の
御
幸
に
供
奉
す
る
内
親
王
も
ま
た
願
主
で
あ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
９
︶
両
段
再
拝
に
つ
い
て
は
﹃
北
山
抄
﹄
﹁
四
方
拝
事
﹂
に
﹁
本
朝
之
風
︑
四
度
拝
レ

神
︑
謂
二

之
両
段
再
拝
一

︒
本
是
再
拝
也
︒
而
為
レ

異
二

三
宝
及

庶
人
一

︑
四
度
拝
レ

之
︑
仍
称
二

両
段
一

也
︒﹂
と
み
え
︑
神
祇
に
対
し
て
四
度
に
わ
た
り
拝
礼
を
行
う
所
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

︵

︶
天
皇
石
清
水
行
幸
に
際
し
て
は
仏
事
で
あ
る
諷
誦
が
行
わ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
﹃
中
右
記
﹄
に
﹁
以
二

但
馬
守
︵
藤
原
家
保
︶
一

被
二

尋

10

仰
一

云
︑
来
月
二
日
可
レ

御
二

幸
八
幡
一

也
︑
而
雖
レ

不
レ

行
二

佛
事
一

︑
於
二

御
誦
経
一

者
可
レ

有
レ

事
歟
︑
如
何
︑
予
︵
藤
原
宗
忠
︶
申
云
︑
雖
レ

無
二

佛
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事
一

必
可
レ

候
也
︑
行
幸
之
時
必
有
二

御
誦
経
一

彼
寺
之
習
也
︑﹂︵
元
永
元
年

月
二
十
四
日
条
︶
と
み
え
︑
行
幸
で
の
諷
誦
が
石
清
水
八
幡
宮
の
み

2

に
み
ら
れ
る
慣
習
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶﹃
中
右
記
﹄
寛
治
四
年
十
一
月
二
十
九
日
条
に
は
石
清
水
御
幸
の
行
列
に
つ
い
て
﹁
路
頭
先
神
宝
︑
舞
人
︑
左
衛
門
府
︑
二
員
︑
左
兵
衛
府
︑
二
員
︑

11

侍
従
代
諸
大
夫
廿
人
︑
唐
尾
︑

次
公
卿
︑
左
大
臣
以
下
廿
九
人
︑
次
左
右
近
陣
御
隨
身
等
︑
次
御
車
︑
御
車
副
褐
冠
︑
左
近
中
将
宗
通
朝
臣
︑
右
近

中
将
仲
実
朝
臣
候
二

御
車
左
右
一

︑
闕
腋

弓
箭
︑
二
位
中
将
︑
経
実
︑

候
二

御
車
後
一

︑
院
司
殿
上
人
︑
四
位
二
人
︑
五
位
二
人
︑
六
位
二
人
︑
唐
尾
︑

同
候
二

御
後
一

︑
巡
方
︑

兵
衛
尉
為
俊
帯
二

胡
籙
一

同
候
︑
布
衣
︑

次
陪
従
︑
次
右
兵
衛
府
︑
二
員
︑

次
右
衛
門
府
︑
二
員
︑

﹂
と
あ
り
︑
か
か
る
院
の
行
列
の

後
ろ
に
内
親
王
︑
摂
政
ら
が
続
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶
遠
藤
基
郎
氏
は
﹁
平
安
中
後
期
の
家
産
制
的
儀
礼
と
朝
廷
諸
部
局
の
動
員
﹂︵
五
味
文
彦
編
﹃
中
世
の
空
間
を
読
む
﹄
所
収
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九

12

九
五
年
︶
に
お
い
て
︑
御
幸
で
の
外
記
に
よ
る
諸
衛
府
動
員
は
︑
元
慶
三
年
︵
八
七
九
︶
清
和
太
上
天
皇
御
幸
の
折
に
成
立
し
︑
上
皇
の
専
権
が

確
立
し
た
院
政
期
以
降
で
あ
っ
て
も
︑
す
で
に
確
立
し
た
手
続
き
か
ら
は
自
由
で
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
︒

︵

︶
寛
治
七
年
三
月
二
十
日
の
春
日
御
幸
に
つ
い
て
﹃
中
右
記
﹄
に
﹁︵
御
禊
︶
事
了
神
祇
官
官
人
等
舁
二

神
宝
一

入
二

御
社
一

︑﹂
と
み
え
る
よ
う
に
︑
本

13

社
に
移
動
す
る
際
に
は
神
祇
官
人
が
神
宝
を
運
び
︑
所
定
の
場
所
︵
御
社
前
庭
︶
に
安
置
し
た
︒

︵

︶
源
雅
俊
が
参
議
へ
と
昇
進
す
る
の
は
石
清
水
御
幸
の
翌
年
と
な
る
寛
治
五
年
の
正
月
で
あ
る
︵﹃
公
卿
補
任
﹄︶︒﹃
江
家
次
第
﹄
に
は
﹁
勅
使
参
議
﹂

14

と
あ
る
が
︑
厳
密
に
は
﹃
中
右
記
﹄
に
も
あ
る
通
り
蔵
人
頭
右
兵
衛
督
で
あ
る
︒

︵

︶
遠
出
の
院
に
対
し
て
勅
使
が
派
遣
さ
れ
る
慣
例
に
つ
い
て
は
︑
古
く
は
延
喜
七
年
十
月
の
宇
多
院
熊
野
御
幸
に
際
し
︑
醍
醐
天
皇
よ
り
勅
使
が
遣

15

わ
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
︵﹃
扶
桑
略
記
﹄︶︒
ま
た
長
元
四
年
九
月
に
行
わ
れ
た
上
東
門
院
の
石
清
水
・
住
吉
・
天
王
寺
御
幸
︵﹃
小
右
記
﹄︶
や
︑
延

久
五
年
二
月
に
行
わ
れ
た
後
三
條
院
の
石
清
水
・
住
吉
・
天
王
寺
御
幸
︵﹃
栄
花
物
語
﹄︶
で
は
︑
勅
使
ら
が
天
皇
か
ら
の
御
書
を
携
え
て
い
た
︒

︵

︶
な
お
﹃
江
記
﹄
寛
治
五
年
二
月
十
二
日
条
に
﹁
抑
勅
使
参
議
公
定
不
参
︑
仍
忽
以
レ

予
被
レ

為
二

勅
使
一

︑﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
時
の
日
吉
御
幸

16

白
河
院
神
社
御
幸
の
運
営
体
制
︵
平
泉
︶
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後
朝
儀
に
公
定
は
姿
を
み
せ
ず
︑
急
遽
︑
大
江
匡
房
が
勅
使
を
務
め
た
︒

︵

︶
神
社
御
幸
後
朝
儀
で
の
勅
使
不
参
に
際
し
︑
そ
の
代
理
を
務
め
た
人
物
に
は
大
江
匡
房
︵
寛
治
五
年
二
月
十
一
日
︑
日
吉
御
幸
︶︑
藤
原
宗
通
︵
寛

17

治
七
年
三
月
二
十
日
︑
春
日
御
幸
︶︑
藤
原
仲
実
︵
寛
治
七
年
十
月
三
日
︑
日
吉
御
幸
︶
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
な
お
寛
治
五
年
及
び
寛
治
七
年
の
日

吉
御
幸
に
於
い
て
勅
使
に
定
め
ら
れ
て
い
た
藤
原
公
定
は
︑
何
れ
に
お
い
て
も
後
朝
儀
に
は
不
参
で
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
匡
房
は
日
記

に
﹁
大
略
依
レ

逃
二

此
役
一

歟
︑
殊
不
レ

聞
事
也
﹂
と
記
し
て
い
る
︵﹃
江
記
﹄
寛
治
七
年
十
月
三
日
条
︶︒

︵

︶
た
だ
し
寛
治
四
年
正
月
の
白
河
院
熊
野
御
幸
に
つ
い
て
は
准
行
幸
化
が
適
用
さ
れ
ず
︑
同
年
十
一
月
の
石
清
水
御
幸
以
後
の
賀
茂
・
日
吉
御
幸
に

18

お
い
て
は
専
ら
石
清
水
の
例
が
重
ん
じ
ら
れ
た
︒
故
に
院
の
熊
野
御
幸
は
︑
本
稿
で
扱
う
と
こ
ろ
の
神
社
御
幸
と
は
一
線
を
画
す
行
事
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒

︵

︶
行
幸
行
事
所
に
つ
い
て
は
土
田
直
鎮
氏
﹁
上
卿
に
つ
い
て
﹂︵﹃
奈
良
平
安
時
代
史
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
二
年
︶︑
佐
々
木
宗
雄
氏
﹁
十
～

19

十
一
世
紀
の
政
務
執
行
と
王
権
﹂︵﹃
日
本
王
朝
国
家
論
﹄
名
著
出
版
︑
一
九
九
四
年
︑
初
出
は
一
九
九
〇
年
︶︑
佐
古
愛
巳
氏
﹁
平
安
中
・
後
期
に

お
け
る
勧
賞
の
一
考
察

︱
神
社
行
幸
を
素
材
と
し
て
︱
﹂︵﹃
古
代
文
化
﹄
第
五
四
巻
第
八
号
︑
二
〇
〇
二
年
︶
を
参
照
︒

︵

︶
清
長
は
寛
治
四
年
の
石
清
水
御
幸
の
折
に
﹁
社
頭
御
装
束
行
事
院
別
当
清
長
朝
臣
﹂︵﹃
中
右
記
﹄︶
と
み
え
る
よ
う
に
︑
そ
の
職
掌
に
は
御
幸
先
と

20

な
る
神
社
で
の
祭
場
舗
設
も
含
ま
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
こ
の
清
長
は
寛
治
七
年
の
春
日
御
幸
︑
同
年
日
吉
御
幸
に
於
い
て
も
同
様
に
装
束
行
事
を

務
め
て
い
る
︒

︵

︶
院
司
の
加
階
に
つ
い
て
は
︑
大
村
拓
生
氏
に
よ
り
当
該
期
の
朝
覲
行
幸
に
際
す
る
勧
賞
が
︑
院
司
ら
の
昇
進
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
指

21

摘
さ
れ
て
い
る
︹
大
村
氏
前
掲
論
文
註
︵

︶︺︒

5

︵

︶
被
二

院
宣
一

云
︑
来
十
月
三
日
︑
日
吉
御
幸
禄
料
︑
白
褂
四
領
︑
美
麗
可
二

調
進
一

之
由
︑
宜
二

仰
遣
一

者
︑
院
宣
如
レ

此
︑
殊
悉
レ

之
︑
以
状
︑

22

八
月
廿
九
日

左
大
弁
大
江
匡
房
奉
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淡
路
守
殿

︵﹃
朝
野
群
載
巻
第
四
﹄
朝
儀
上
︶

︵

︶
院
の
諸
国
所
課
に
つ
い
て
は
佐
々
木
宗
雄
氏
﹁
王
朝
国
家
の
行
事
体
系
﹂︵﹃
日
本
王
朝
国
家
論
﹄
名
著
出
版
︑
一
九
九
四
年
︶︑
遠
藤
基
郎
氏
﹁
摂

23

関
家
・
上
皇
・
皇
族
に
よ
る
諸
国
所
課
﹂︵﹃
中
世
王
権
と
王
朝
儀
礼
﹄
東
京
大
学
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︒
初
出
は
一
九
九
〇
年
︶
を
参
照

︵

︶
寛
治
五
年
日
吉
御
幸
に
て
女
装
束
を
献
進
し
た
備
前
守
藤
原
季
綱
は
︑
応
徳
三
年
︵
一
〇
八
六
︶
の
白
河
院
譲
位
の
折
に
︑
院
に
鳥
羽
の
領
地
︵
の

24

ち
の
鳥
羽
殿
︶
を
進
上
し
た
事
で
知
ら
れ
る
︵﹃
百
錬
抄
﹄︶︒

︵

︶
石
清
水
御
幸
に
限
っ
て
は
︑
院
の
宿
院
お
よ
び
饗
膳
に
つ
い
て
は
宮
寺
が
こ
れ
を
用
意
し
た
︒
嘉
承
元
年
︵
一
一
〇
六
︶
の
御
幸
に
際
し
て
は
﹁
院

25

御
所
宿
院
︑
舗
設
装
束
光
清
儲
之
︑
二
階
厨
子
︑
御
硯
筥
等
置
之
者
︑
所
々
饗
饌
︑
停
二

宮
寺
儲
一

支
二

配
諸
国
一

︑
然
而
光
清
皆
以
勤
仕
︑
殿
下
并

内
府
御
宿
所
︑
円
賢

儲
之
︑﹂
と
み
え
︑
宮
寺
の
儲
け
を
免
除
し
︑
諸
国
に
課
す
事
と
し
た
が
︑
石
清
水
側
は
こ
れ
を
固
辞
し
た
事
が
知
ら
れ
る
︒

︵﹃
永
昌
記
﹄
嘉
承
元
年
七
月
二
十
七
日
︶

︵

︶
寛
治
七
年
の
春
日
御
幸
は
︑
前
年
の
金
峯
山
御
幸
の
折
に
︑
春
日
大
明
神
の
祟
り
に
触
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
︵﹃
春
日
社
行
幸
歴
代
記
﹄︶︒

26
︵

︶
宮
地
直
一
氏
は
﹁
白
河
上
皇
の
御
幸

下
﹂︵﹃
熊
野
三
山
の
史
的
研
究
﹄
國
民
信
仰
研
究
所
︑
一
九
五
四
年
︶
に
お
い
て
︑
白
河
院
の
御
幸
の
度

27

数
を
石
清
水
二
十
五
度
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
大
治
三
年
︵
一
一
二
八
︶
石
清
水
御
幸
で
の
一
切
経
供
養
願
文
に
は
﹁
拝
覲
之
儀
︑
前
後
相
并

二
十
五
度
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
に
翌
年
の
石
清
水
御
幸
を
加
え
る
と
︑
そ
の
度
数
は
計
二
十
六
度
と
な
る
︒
在
位
中
の
行
幸
は
承
保
二
年
︵
一
〇
七
五
︶

御
代
始
行
幸
に
は
じ
ま
り
︑
応
徳
三
年
︵
一
〇
八
六
︶
の
譲
位
に
至
る
ま
で
︑
そ
の
度
数
は
十
度
を
数
え
る
︒
以
上
か
ら
白
河
院
の
石
清
水
御
幸

は
十
六
度
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵

︶
八
幡
に
対
す
る
﹁
宗
廟
﹂
の
語
の
使
用
に
つ
い
て
は
吉
原
浩
人
氏
﹁
八
幡
神
に
対
す
る
﹁
宗
廟
﹂
の
呼
称
を
め
ぐ
っ
て

︱
大
江
匡
房
の
活
動
を

28

中
心
に
﹂︵
中
野
幡
能
編
﹃
八
幡
信
仰
事
典
﹄
戎
光
祥
出
版
︑
二
〇
〇
二
年
︶
を
参
照
︒

白
河
院
神
社
御
幸
の
運
営
体
制
︵
平
泉
︶
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︵

︶
当
該
期
の
日
吉
社
に
つ
い
て
は
岡
田
荘
司
氏
前
掲
論
文
及
び
同
﹁
二
十
二
社
の
成
立
と
公
祭
制
﹂︵﹃
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
﹄
続
群
書
類
聚
完

29

成
会
︑
一
九
九
四
年
︑
初
出
は
一
九
九
二
年
︶
を
参
照

︵

︶
男
山
登
山
が
大
変
な
労
力
を
要
し
た
こ
と
は
寛
治
四
年
石
清
水
御
幸
の
折
に
藤
原
師
通
が
﹁
依
レ

不
レ

堪
二

徒
歩
一

不
レ

登
﹂
と
自
身
の
日
記
に
残
し

30

て
い
る
事
か
ら
も
窺
が
え
る
︵﹃
後
二
條
師
通
記
﹄︶︒
嘉
承
元
年
︵
一
一
〇
六
︶
七
月
二
十
七
日
︑
白
河
院
出
家
後
初
度
の
石
清
水
御
幸
で
も
登
山

は
無
く
︑
上
卿
を
遣
わ
し
て
告
文
を
奏
上
さ
せ
て
い
る
︵﹃
中
右
記
﹄︶︒
石
清
水
本
宮
に
至
る
道
中
は
よ
ほ
ど
険
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︑
天
永
二

年
︵
一
一
一
一
︶
の
石
清
水
御
幸
に
て
︑
白
河
院
は
男
山
登
山
に
手
輿
を
用
い
る
の
新
例
を
開
い
た
︵﹃
殿
暦
﹄
天
永
二
年
二
月
二
十
八
日
︶︒

︵

︶
天
皇
神
社
行
幸
に
お
け
る
皇
統
護
持
の
祈
願
に
つ
い
て
は
八
馬
朱
代
氏
﹁
円
融
天
皇
と
石
清
水
八
幡
宮
﹂︵
日
本
歴
史
第
六
八
四
号
︑
二
〇
〇
五
年
︶

31

同
﹁
一
条
・
後
一
条
天
皇
の
石
清
水
行
幸
に
つ
い
て

︱
長
徳
・
長
保
・
長
元
時
の
特
徴
︱
﹂︵
史
叢
第
七
四
号
︑
二
〇
〇
六
年
︶
を
参
照

︵

︶
神
社
の
怪
異
と
朝
廷
の
対
処
に
つ
い
て
は
上
島
享
氏
﹁
中
世
宗
教
支
配
秩
序
の
形
成
﹂︵﹃
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王
権
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑

32

二
〇
一
〇
年
︒
初
出
は
二
〇
〇
一
年
︶
を
参
照
︒

︵

︶
た
だ
し
後
の
近
衛
朝
や
二
条
朝
な
ど
︑
再
度
石
清
水
行
幸
が
年
中
行
事
化
さ
れ
た
事
例
も
存
在
す
る
︒

33
︵

︶
そ
れ
ぞ
れ
大
治
三
年
正
月
二
十
日
︑
同
年
十
月
二
十
一
日
︑
翌
大
治
四
年
正
月
一
九
日
に
行
わ
れ
て
い
る
︵﹃
石
清
水
八
幡
宮
史

第
七
輯
﹄︶︒

34
︵

︶
治
天
の
君
に
よ
る
代
始
め
の
神
社
御
幸
に
つ
い
て
は
白
根
靖
大
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
︒
白
根
氏
は
﹁
中
世
前
期
の
治
天
に
つ
い
て
﹂︵﹃
中
世
の

35

王
朝
社
会
と
院
政
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
〇
年
︒
初
出
は
一
九
九
四
年
︶
に
お
い
て
︑
か
か
る
代
始
め
御
幸
の
成
立
時
期
を
後
鳥
羽
院
政
期
に

求
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
う
し
た
意
識
は
す
で
に
鳥
羽
院
政
期
よ
り
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
ひ
ら
い
ず
み

の
り
ふ
さ
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
︶

―56―




