
一

上
東
門
院
菊
合
が
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
仮
名

序
の
冒
頭
部
分
が
出
現
し
て
か
ら
で
あ
る
。
昭
和
六
十
一
（
一
九
八
六
）
年
、

東
京
神
田
の
古
典
籍
下
見
展
観
大
入
札
会
に
出
品
さ
れ
、
書
家
の
植
村
和
堂
氏

の
有
に
帰
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
萩
谷
朴
「
書
志
二
題
」
な
る
口
頭
発

表
が
翌
年
の
中
古
文
学
会
に
お
い
て
な
さ
れ
、
陽
明
文
庫
に
蔵
せ
ら
れ
る
国
宝

の
十
巻
本
系
「
菊
合
序
」
と
は
筆
跡
そ
の
も
の
が
異
な
る
け
れ
ど
も
、
間
違
い

な
く
ツ
レ
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
の
報
告
が
あ
り
、
つ
い
で
「『
上
東

門
院
菊
合
』
の
研
究
―
十
巻
本
『
歌
合
』
巻
五
所
収
本
の
書
誌
・
評
釈
―
」
に

お
い
て
く
わ
し
く
内
容
が
説
明
さ
れ
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
に
刊
行
さ
れ

た
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
の
『
増
補
新
訂
』
版
（
以
下
『
歌
合
大
成
』
と
略
称
）

で
は
、
そ
れ
ら
が
ま
と
め
ら
れ
て
、
非
常
に
読
み
や
す
く
、
漢
字
や
句
読
点
が

施
さ
れ
た
本
文
と
と
も
に
学
界
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
方
、「
上
東
門
院
菊
合
序
と
そ
の
性
格
」
と
題
す
る
拙
論
が
あ
る
。
一
般

に
歌
合
日
記
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
そ
の
場
に
居
あ
わ
せ
た
者
で
な
く
と
も
わ

か
る
よ
う
な
、
あ
る
種
の
客
観
性
と
記
録
性
と
を
持
ち
、
そ
れ
だ
け
で
完
結
し

た
、
独
立
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
な
の
に
、
こ
の
序
は
冒
頭
部

分
の
出
現
に
よ
っ
て
全
体
像
が
明
ら
か
に
は
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
記
録
者
と
そ

の
周
辺
の
人
た
ち
、
行
事
に
参
加
し
た
者
た
ち
だ
け
が
わ
か
る
よ
う
な
、
ご
く

内
々
の
、
き
わ
め
て
私
的
な
性
格
の
強
い
文
章
で
あ
る
、
女
院
彰
子
の
身
辺
に

起
居
し
、
仕
え
る
立
場
か
ら
も
の
を
見
、
描
写
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
あ

く
ま
で
も
心
覚
え
的
、
メ
モ
的
で
、
事
実
を
客
観
的
に
、
第
三
者
に
確
実
に
伝

え
よ
う
と
す
る
種
類
の
も
の
で
は
な
い
、
と
し
た
。

と
こ
ろ
が
最
近
、
関
連
す
る
論
と
し
て
、
加
藤
静
子
「
女
院
藤
原
彰
子
の
信

仰
と
『
栄
花
物
語
』」
が
あ
り
、
和
田
律
子
「
藤
原
頼
通
の
文
化
世
界
領
導
認

識
―
「
高
陽
院
行
幸
和
歌
」
か
ら
「
上
東
門
院
菊
合
」
へ
―
」、
な
ら
び
に
、

同
じ
く
和
田
律
子
「
藤
原
頼
通
文
化
世
界
と
歌
合
―
「
上
東
門
院
彰
子
菊
合
」
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を
中
心
に
―
」
な
ど
が
出
て
き
た
。
そ
れ
ら
に
は
新
し
い
資
料
提
示
や
問
題
意

識
が
あ
り
、
私
の
か
つ
て
の
読
み
も
そ
れ
な
り
に
訂
正
す
る
必
要
が
生
じ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
改
め
て
当
菊
合
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
く
、
こ
こ
に

再
考
す
る
次
第
で
あ
る
。

二

ま
ず
本
文
の
問
題
が
あ
る
。平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
に
発
表
し
た
「
平

安
朝
歌
合
の
新
資
料
」
と
い
う
拙
論
で
示
し
た
よ
う
に
、
二
十
巻
本
系
に
さ
ら

に
一
葉
の
断
簡
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
十
巻
本

系
も
二
十
巻
本
系
も
仮
名
序
の
部
分
に
つ
い
て
は
大
き
な
異
同
が
な
い
よ
う
な

の
で
、
以
下
、
十
巻
本
を
中
心
と
し
た
『
歌
合
大
成
』
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
示

す
こ
と
に
す
る
。

神か
み
な
づ
き

無
月
の
十と
う
か日

余ま

り
の
ほ
ど
に
帰か
へ

ら
せ
給た
ま

ふ
を
、
世よ

の
常つ
ね

な
ら
ず
め
で

た
か
り
つ
る
名な
ご
り
こ
ひ

残
恋
し
き
に
、
夕ゆ
ふ

べ
の
御
念ね

仏
の
、
人ひ
と

ず
く
な
に
事こ
と

そ

ぎ
た
れ
ど
、
あ
り
つ
き
て
常つ
ね

の
こ
と
に
て
は
、
あ
は
れ
に
尊た
う
と
き
を
、

御お
ま
へ前
に
も
し
づ
や
か
に
行お
こ

な
は
せ
給た
ま

て
、
端は
し

を
御ご
ら
ん覧
じ
出い

で
た
り
。

人ひ
と
〴人〵

日ひ
ご
ろ来

に
苦く
る

し
が
り
て
ま
か
で
な
ど
し
て
、
十
余よ

人
ば
か
り
侍さ
ぶ
ら

ふ
。

仏ほ
と
けの
御お
ま
へ前
の
菊き
く

を
植う

ゑ
、
人
の
方か
た

分わ

き
て
、
御み
は
し階
の
左ひ
だ
り
み
ぎ右、
籬ま
せ

も
そ
の

心こ
ゝ
ろば
へ
あ
り
て
、
挑い
ど

み
植う

ゑ
た
る
色い
ろ

、
い
づ
れ
と
も
な
き
中な
か

に
、
左
は

一ひ
と
も
と
ぎ
く

本
菊
え
な
ら
ず
、
右
は
村む
ら
ぎ
く菊
残の
こ

る
色い
ろ

な
く
移う
つ

ろ
ひ
た
る
を
、
た
だゞ
今い
ま

侍さ
ぶ
らふ

か
ぎ
り
此こ
か
た
か
な
た

方
彼
方
に
寄よ

り
て
、
は
か
な
き
口く
ち

す
さ
び
に
言い

ひ
た
る

歌う
た

ど
も
を
書か

き
て
、「
た
だゞ
な
ら
む
よ
り
は
、
植う

ゑ
し
人ひ
と
〴人〵
に
見み

せ
ば

や
。」
と
い
ふ
ほ
ど
に
、
春
宮
大
夫
見み
た
ま給
う
て
、「
左
は
頭と
う
の弁
、
右
は
頭
と
う
の

中
将
に
給た
ま

は
せ
け
る
を
、
今け
　
ふ日

明あ
　
す日

は
、
殿
のゝ
御
物も
の
い
み忌

な
り
、
お
な
じ

く
は
参ま

い

ら
せ
給た
ま

て
御お

前ま
へ

に
て
（
あ
は
せ
む
）。」
と
て
、
お
の
お〳〵
の
と
り

て
出い

づ
る
を
、
よ
み
給た
ま

へ
る
人ひ
と
〴人〵
も
、
い
と
か
た
は
ら
い
た
う
は
し
た

な
き
こ
と
も
あ
り
な
む
か
し
と
思お
も

ふ
思
ふ
、
出
い
だ
し

車ぐ
る
まに
乗の

り
て
曳ひ

き
つ
づゞ

け
た
る
に
、
心
も
と
な
し
と
に
や
、
忍し
の

び
先さ
き

立だ

ち
て
参ま
い

り
着つ

き
ぬ
る
も

あ
る
を
、
と
ま
ら
せ
給た
ま

ひ
ぬ
。「
人ひ
と
〴人〵
帰か
へ

り
参ま
い

れ
。」
と
あ
り
け
れ
ば
、

「
も
の
狂ぐ
る

ほ
し
く
も
、」
と
む
づ
か
れ
ど
、
月つ
き

の
隈く
ま

な
う
明あ
か

き
に
、
夜よ

の

更ふ

け
ぬ
る
も
い
と
を
か
し
け
れ
ば
、
簾
す
だ
れ

上あ

げ
て
、
見み

い行
き
け
る
に
、

直な
ほ
し
す
が
た

衣
姿
の
人ひ
と
〴人〵

、
馬む
ま

に
て
行ゆ

き
過す

ぐ
る
は
、
あ
り
つ
る
方か
た

人
な
る
べ
し
。

夜よ

更ふ

け
た
る
雁か
り

の
声こ
ゑ

に
、
そ
こ
は
か
と
な
き
笛ふ
え

の
音ね

の
あ
ひ
て
、
賤し
づ

の

男を

の
こ
と
とゝ
は
聞き

こ
え
ず
、
を
か
し
き
。
も
の
のゝ
あ
は
れ
も
と
り
集あ
つ

め
、

身み

に
沁し

む
風か
ぜ

の
、
は
し
た
な
き
ま
で
明あ
か

き
月つ
き

に
、
霧き
り

深ふ
か

き
佐さ

保ほ

の
河か
は
べ辺

ま
で
来き

に
け
る
に
や
、
千ち
ど
り鳥

啼な

く
。

河か
は

霧ぎ
り

に
ま
よ
は
ぬ
月つ
き

は
憂う

き
身み

さ
へ
心こ
ゝ
ろも
空そ
ら

に
す
む
夜よ

な
り
け
り

御お
ほ
ん
も
の
い
み
あ

物
忌
明
き
て
、
殿と
の

参ま
い

ら
せ
給た
ま

へ
る
に
、
か
く
は
か
な
か
り
し
こ
と
を

本ほ
　
い意

な
う
と
り
な
さ
れ
た
る
見み
　
ぐ
る苦

し
さ
を
申ま
う

さ
せ
給た
ま

へ
ば
、「
昨
日
の

夕ゆ
ふ

づ
け
て
な
む
、
承
う
け
た
まは
り
し
。
い
と
を
か
し
き
こ
と
とゝ
ぞ
人ひ
と
〴人〵
も
申ま
う

す
。

ま
た
め
づ
ら
し
き
こ
と
に
て
侍さ
ぶ
らひ
な
む
。」
な
ど
申ま
う

さ
せ
給た
ま

ふ
を
、「
合あ

は
す
る
に
て
は
、
思お
も

ひ
も
あ
へ
ぬ
こ
と
も
あ
ら
ぬ
も
の
を
。」
と
申ま
う

さ

せ
給た
ま

へ
ど
、
な
ほ
挑い
ど

み
た
る
気け
し
き色
に
て
、
対た
い

の
東
ひ
む
が
しの
広ひ
ろ
す
の
こ

簀
子
に
、
上か
む

達だ
ち

部め

よ
り
は
じ
め
、
居ゐ

分わ

か
れ
給た
ま

ふ
。

左　

民
部
卿
・
中
宮
権
大
夫
・
右
衛
門
督
・
兵
衛
督

右　

春
宮
大
夫
・
権
大
納
言
・
四
条
中
納
言
・
宰
相
中
将

殿
は
い
づ
か
た
に
か
と
見み
た
て
ま
つ奉
る
に
、「
た
だゞ
、
中な
か

に
侍さ
ぶ
ら
は
む
」
と
宣の
た
ま
は

す
れ
ど
、
此こ
か
た方
に
ぞ
御
心
よ
せ
あ
り
げ
な
め
る
。
御
遊あ
そ

び
の
も
の
のゝ
音ね

な
ど
も
、
を
り
か
ら
に
や
と
、
す
ぐ
れ
て
聞き

こ
ゆ
。
人ひ
と
〴人〵

の
禄ろ
く

に
、

注
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御お
ほ
ん
ぞ衣

を
賜た
ま

は
す
。（
ゴ
チ
ッ
ク
の
箇
所
は
二
十
巻
本
な
ら
び
『
歌
合
大

成
』
に
よ
る
補
入
）

以
上
が
い
わ
ゆ
る
仮
名
序
の
部
分
で
、
こ
の
あ
と
に
歌
合
本
文
の
部
分
が
つ

づ
く
の
だ
が
、
や
は
り
こ
の
ま
ま
で
は
か
な
り
わ
か
り
に
く
い
文
章
で
は
あ

る
。
他
に
、
客
観
的
な
資
料
と
し
て
は
、
陽
明
文
庫
に
蔵
せ
ら
れ
る
十
巻
本
巻

五
目
録
に
、

女
院
哥
合 
菊
合　
　
　
　
　
　
　

長
元
五
年
十
月
十
八
日 

と
あ
る
催
行
の
日
付
程
度
だ
っ
た
の
だ
が
、
先
述
の
加
藤
論
文
に
よ
っ
て
、
さ

ら
に
編
年
小
記
目
録
な
る
も
の
の
長
元
五
年
十
月
の
項
に
、

十
日　

女
院
御
堂
前
植
菊
事

と
あ
り
、
翌
日
の
項
に
も
、

十
一
日　

女
院
御
念
仏
始
事

と
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
非
常
に
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。
要
す
る
に

「
女
院
」、
す
な
わ
ち
上
東
門
院
彰
子
の
行
動
と
、
こ
の
菊
合
と
が
具
体
的
に
結

び
つ
け
ら
れ
る
、
ま
た
と
な
い
記
録
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
加
藤
論
文
は

菊
合
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
中
心
は
あ
く
ま
で
も
彰
子
の
信

仰
問
題
に
あ
り
、
そ
の
一
部
で
触
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
扱
い
は
非
常

に
簡
単
で
、
や
や
わ
か
り
に
く
い
面
も
あ
る
。
以
下
は
加
藤
氏
本
人
に
直
接
質

問
を
し
な
が
ら
、
右
の
仮
名
序
を
私
流
に
説
明
し
た
も
の
だ
が
、
ざ
っ
と
次
の

よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

（
長
元
五
年
）
十
月
、
女
院
彰
子
は
法
事
の
た
め
御
堂
（
法
成
寺
）
に
滞
在

中
で
あ
る
。
彰
子
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
東
北
院
は
す
で
に
長
元
三
年
に
は
完

成
し
て
い
る
の
で
、
宿
泊
し
た
の
は
当
然
東
北
院
で
あ
ろ
う
か
。
十
日
、
御
堂

の
前
に
菊
を
植
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
翌
十
一
日
に
は
「
御
念
仏
」
開
始
。

加
藤
氏
に
よ
る
と
彰
子
が
毎
年
行
っ
て
い
る
三
日
間
の
念
仏
会
で
あ
ろ
う
か
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
と
す
る
と
、
念
仏
会
そ
の
も
の
は
十
三
日
に
終
わ
り

（
加
藤
論
文
に
十
四
日
と
あ
る
の
は
誤
り
）、
こ
の
記
述
の
場
面
は
十
三
日
の
夕

方
は
ま
だ
無
理
と
し
て
も
、
一
夜
明
け
て
十
四
日
の
夕
方
あ
た
り
に
な
ろ
う

か
。
と
も
か
く
当
該
菊
合
序
は
、
そ
の
念
仏
会
な
る
も
の
が
終
わ
っ
て
、
い
わ

ば
ほ
っ
こ
り
し
て
い
る
場
面
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
十
日
余
り

の
ほ
ど
」
に
は
女
院
も
現
在
日
常
的
に
生
活
な
さ
っ
て
い
る
高
陽
院
に
お
帰
り

に
な
る
予
定
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
参
加
者
も
大
勢
い
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
念

仏
の
僧
侶
た
ち
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
法
事
も
無
事
に
終
わ
り
、
今
は
「
人
ず
く

な
」
の
状
態
。
女
院
は
「
夕
べ
の
御
念
仏
」
を
静
か
に
な
さ
っ
て
、
ふ
と
端
を

ご
覧
に
な
る
と
、
十
日
の
日
に
植
え
た
菊
で
あ
ろ
う
、
御
階
の
左
に
は
「
一
本

菊
」
が
、
右
に
は
「
む
ら
菊
」
が
見
事
で
あ
る
。
い
ま
残
っ
て
い
る
女
房
た
ち

が
左
右
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ら
を
題
材
に
歌
を
詠
み
合
う
。
た
だ
、
こ
の
ま
ま

で
は
も
っ
た
い
な
い
か
ら
、
こ
の
菊
を
植
え
た
人
た
ち
に
も
私
た
ち
の
歌
を
見

せ
た
い
わ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
春
宮
大
夫
（
藤
原

頼
宗
）
が
そ
れ
ら
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
左
方
の
歌
を
頭
弁
（
藤
原
経
任
）
に
、

右
方
の
歌
を
頭
中
将
（
源
隆
国
）
に
与
え
た
と
こ
ろ
、せ
っ
か
く
だ
か
ら
殿
（
関

白
藤
原
頼
通
）
の
前
で
歌
合
を
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
思
い
が
け
ず
頼
通
臨

席
の
も
と
で
の
半
ば
公
的
な
会
合
へ
と
発
展
し
た
。
そ
の
際
、「
今
日
明
日

0

0

0

0

は

殿
の
御
物
忌
み
な
り
」
と
言
っ
て
お
り
、
物
忌
み
が
明
け
て
実
際
に
歌
合
が
行

わ
れ
た
の
が
「
十
月
十
八
日
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
女
房
た
ち
が

春
宮
大
夫
た
ち
に
相
談
し
た
の
は
十
六
日
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

話
が
だ
ん
だ
ん
大
袈
裟
に
な
っ
て
、
す
で
に
帰
り
道
に
あ
っ
た
女
房
や
、
高
陽

院
に
戻
っ
て
い
る
女
房
た
ち
に
も
女
院
は
声
を
か
け
、
夜
に
な
っ
て
か
ら
東
北

院
に
呼
び
戻
し
て
対
策
を
練
る
。

歌
合
そ
の
も
の
は
や
は
り
高
陽
院
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
対
の
東
の

注
8

注
9

注
10
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広
簀
子
に
、
上
達
部
よ
り
は
じ
め
、
居
分
か
れ
給
ふ
」
と
あ
る
。
女
院
た
ち
も

十
七
日
に
は
高
陽
院
に
戻
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

十
八
日
、
歌
合
の
場
に
は
物
忌
み
明
け
の
頼
通
も
姿
を
現
し
、
こ
ん
な
こ
と

で
お
騒
が
せ
を
し
て
、
と
女
院
が
言
え
ば
、
い
や
い
や
昨
晩
耳
に
し
ま
し
た
、

な
か
な
か
趣
き
深
い
こ
と
と
人
び
と
も
申
し
て
い
ま
す
、
と
頼
通
は
応
じ
、
殿

上
人
た
ち
も
左
右
に
分
か
れ
、
ま
す
ま
す
本
格
的
な
形
に
な
り
、
音
楽
も
奏
で

ら
れ
、
終
わ
っ
て
、
禄
ま
で
授
け
ら
れ
る
。

右
の
文
中
、『
歌
合
大
成
』
の
解
に
は
疑
問
が
あ
る
。
ま
ず
、

仏
の
御
前
の
菊
を
植
ゑ
、
人
の
方
分
き
て
、
御
階
の
左
右
、
籬
も
そ
の
心

ば
へ
あ
り
て
、
挑
み
植
ゑ
た
る
色
、
い
づ
れ
と
も
な
き
中
に
、

の
箇
所
で
あ
る
。「
人
の
方
分
き
て
」
と
は
ど
う
い
う
「
人
」
か
。
何
の
説
明

も
な
い
「
人
」
と
い
う
の
は
考
え
に
く
か
ろ
う
。
仮
名
遣
い
は
通
常
の
い
わ
ゆ

る
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
は
異
な
る
が
、

仏
の
御
前
の
菊
を
上
人

0

0

の
方
分
き
て
、
御
階
の
左
右
、
籬
も
そ
の
心
ば
へ

あ
り
て
、
挑
み
植
ゑ
た
る
色
、
い
づ
れ
と
も
な
き
中
に
、

で
は
な
い
か
。
す
ぐ
あ
と
に
「
挑
み
植
ゑ
た
る
色
」
と
あ
り
、「
植
ゑ
」
が
重

複
し
な
い
で
済
む
し
、
さ
ら
に
そ
の
あ
と
に
は
「
た
だ
な
ら
む
よ
り
は
植
ゑ
し

人
々
に
見
せ
ば
や
」
と
言
っ
て
、
春
宮
大
夫
た
ち
に
相
談
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
植
ゑ
し
人
々
」
は
「
上
人
」、
す
な
わ
ち
殿
上
人
た
ち
と
考
え
て
ま
ず
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
。
も
う
一
箇
所
は
、

春
宮
大
夫
見
給
う
て
、「
左
は
頭
弁
、
右
は
頭
中
将
に
給
は
せ
け
る
を
、

今
日
明
日
は
殿
の
御
物
忌
み
な
り
、
お
な
じ
く
は
参
ら
せ
給
て
御
前
に
て

（
あ
は
せ
む
）」
と
て
、
お
の
お
の
と
り
て
出
づ
る
を
、

で
あ
る
。
春
宮
大
夫
（
頼
宗
）
の
会
話
の
中
に
「
左
は
頭
弁
、
右
は
頭
中
将
に

給
は
せ
け
る
を

0

0

0

0

0

0

」
と
あ
る
が
、
誰
の
、
誰
に
対
す
る
敬
意
な
の
か
。
春
宮
大
夫

が
自
分
自
身
に
対
し
て
敬
意
を
払
っ
て
い
る
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か

ら
、
こ
こ
は
当
然
、

春
宮
大
夫
見
給
う
て
、
左
は
頭
弁
、
右
は
頭
中
将
に
給
は
せ
け
る
を

0

0

0

0

0

0

、「
今

日
明
日
は
殿
の
御
物
忌
み
な
り
、
お
な
じ
く
は
参
ら
せ
給
て
御
前
に
て

（
あ
は
せ
む
）」
と
て
、
お
の
お
の
と
り
て
出
づ
る
を
、

と
カ
ギ
括
弧
の
位
置
を
訂
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
今
日
明
日
は
殿
の
御
物
忌

み
な
り
、
お
な
じ
く
は
参
ら
せ
給
て
御
前
に
て
（
あ
は
せ
む
）」
と
提
案
し
た

の
は
春
宮
大
夫
で
は
な
く
、
直
接
的
に
は
頭
弁
や
頭
中
将
だ
っ
た
と
考
え
る
べ

き
な
の
で
あ
る
。
頭
弁
や
頭
中
将
、
複
数
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
「
お
の
お
の

0

0

0

0

と
り

て
出
づ
る
を
」
と
も
あ
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
春
宮
大
夫
も
大
賛
成
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
話
は
急
に
大
き
く
な
り
、
関
白
臨
席
の
も
と
で
の
歌
合
へ
と
発
展
し

て
ゆ
く
。

三

頼
通
時
代
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
歌
合
隆
盛
期
の
先
駆
け
を
な
す
こ
の
菊
合

は
、
い
わ
ゆ
る
仮
名
序
の
最
も
大
事
な
冒
頭
部
分
が
失
わ
れ
て
い
た
し
、
そ
の

冒
頭
部
分
が
出
現
し
て
か
ら
も
客
観
的
な
視
点
か
ら
の
叙
述
で
な
い
た
め
に
わ

か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
編
年
小
記
目
録
な
る
、
い
わ
ば
小

右
記
の
分
類
目
録
が
残
っ
て
い
た
お
か
げ
で
、
細
部
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
に
し

て
も
、
か
な
り
具
体
性
を
も
っ
て
当
時
の
状
況
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
編
年
小
記
目
録
に
は
先
ほ
ど
の
記
述
に
つ
づ
い
て
、

十
三
日　

参
法
成
寺
院
御
堂
事

と
あ
り
、
念
仏
会
の
最
終
日
か
と
思
わ
れ
る
日
に
実
資
自
身
も
参
会
し
た
か
と

思
わ
れ
る
記
述
を
残
す
。
た
だ
し
頼
通
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
十
六
、
十
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七
日
が
物
忌
み
だ
っ
た
の
だ
か
ら
参
会
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
記
録
の
上
で
そ
れ
を
証
明
す
る
も
の
は
い
ま
の
と
こ
ろ
見
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
最
近
、
こ
う
し
た
認
識
を
根
底
か
ら
覆
す
よ
う
な
論
が
あ
ら
わ
れ

た
。
先
述
し
た
和
田
律
子
氏
の
二
篇
の
論
文
で
あ
る
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え

ば
、
こ
の
菊
合
は
す
べ
て
頼
通
の
「
領
導
」
な
る
も
の
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も

の
だ
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
菊
は
中
国
伝
来
の
花
で
、
特
に
白
菊
は

珍
重
さ
れ
た
ら
し
く
、
歌
合
の
場
な
ど
で
は
、

ご
く
限
定
さ
れ
た
場
で
詠
出
さ
れ
た
素
材
で
、
文
化
的
営
為
に
よ
っ
て
求

心
力
を
得
よ
う
と
考
え
た
当
時
の
領
導
者
の
意
識
と
連
動
し
て
用
い
ら
れ

た
、
新
鮮
で
重
要
な
歌
こ
と
ば
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る

と
し
、
た
と
え
ば
高
陽
院
行
幸
和
歌
で
は
「
岸
の
菊
久
し
く
匂
ふ
」
と
い
う
題

の
も
と
、
一
七
首
の
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
う
ち
四
首
に
白
菊
詠
が
あ

り
、

主
賓
で
あ
る
上
東
門
院
彰
子
を
菊
の
花
に
た
と
え
て
讃
美
し
つ
つ
も
、
頼

通
の
心
入
れ
深
い
高
陽
院
の
水
の
庭
を
言
祝
い
だ
、
高
陽
院
褒
め
の
意
図

が
強
い
和
歌
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
…
…
広
い
意
味
で
の
家
褒
め
、
高
陽

院
讃
美
の
内
容
を
も
つ
和
歌
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
菊
合
も
、
実
は
、

頼
通
（
実
質
的
主
催
者
）
主
導
の
も
と
に
催
行
さ
れ
た
、
内
裏
菊
合
の
伝

統
を
意
識
し
た
公
的
要
素
も
多
分
に
は
ら
ん
だ
晴
儀
菊
合
に
近
い
、

催
事
だ
っ
た
、
と
さ
れ
た
。

く
わ
し
く
は
前
記
二
論
文
に
よ
ら
れ
た
い
が
、
ま
ず
問
題
に
し
た
い
の
は

「
言
祝
ぎ
」
歌
と
い
う
も
の
に
対
す
る
考
え
方
で
あ
る
。「
言
祝
ぎ
」
の
歌
は
、

基
本
的
に
は
言
祝
ぐ
側
の
作
者
の
意
識
の
問
題
で
あ
っ
て
、
言
祝
が
れ
る
側

は
、
た
と
え
ば
頼
通
の
よ
う
な
権
力
者
の
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
生
ま

れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
り
、
新
築
し
た
ば
か
り
の
家
の
あ
る
じ
だ
っ

た
り
す
る
わ
け
で
あ
る
。
言
祝
が
れ
る
側
の
意
識
は
直
接
に
は
関
係
が
な
い
。

従
っ
て
も
し
頼
通
や
彰
子
に
対
し
て
「
白
菊
」
の
語
を
用
い
て
歌
を
詠
ん
だ
り
、

美
辞
麗
句
を
用
い
て
歌
を
作
っ
た
り
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
歌
を
詠
ん
だ

側
、
作
者
の
意
識
の
問
題
で
あ
っ
て
、
頼
通
や
彰
子
の
、
い
わ
ゆ
る
「
領
導
」

意
識
と
は
何
の
関
係
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
し
頼
通
の
場
合
は
特
別
で
、
や

は
り
「
領
導
」
意
識
と
結
び
つ
い
て
い
る
、
他
の
一
般
的
な
「
言
祝
ぎ
」
の
歌

と
は
異
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
だ
っ
た
ら
、
そ
の
特
別
な
と
こ
ろ
を
改
め
て

説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
百
歩
譲
っ
て
、「
白
菊
」
詠
が
「
領
導
」

意
識
な
る
も
の
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
当
該
菊
合
で
詠
ま
れ
た
伊
勢

大
輔
以
下
四
首
の
「
白
菊
」
詠
は
、
高
陽
院
行
幸
和
歌
の
場
合
と
は
異
な
り
、

い
ず
れ
も
女
院
彰
子
の
も
と
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

「
高
陽
院
行
幸
和
歌
」
か
ら
「
上
東
門
院
彰
子
菊
合
」
へ
と
引
き
継
が
れ

た
「
白
菊
」
は
、
当
時
の
頼
通
の
意
識
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

と
さ
れ
る
の
は
、
か
な
り
論
理
に
飛
躍
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

当
面
の
菊
合
序
の
読
み
に
つ
い
て
も
、
和
田
論
文
と
拙
論
と
の
間
で
こ
ま
か

な
点
だ
が
、
い
く
つ
か
の
違
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
さ
き
の
、

仏
の
御
前
の
菊
を
上
人

0

0

の
方
分
き
て
、

の
箇
所
も
、
や
は
り
、

仏
の
御
前
の
菊
を
植
ゑ

0

0

、
人0

の
方
分
き
て
、

と
解
し
、
十
日
に
御
堂
の
仏
前
に
植
え
ら
れ
た
菊
を
、
仏
事
終
了
後
、
菊
は
仏

前
か
ら
御
堂
の
御
階
や
籬
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

、
と
さ
れ
て
い
る
し
、
歌
合

を
、
殿
の
御
前
で
、
と
提
案
し
た
こ
と
も
、
や
は
り
頼
宗

0

0

と
な
っ
て
い
る
。
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し
か
し
、
い
ま
問
題
に
し
た
い
の
は
そ
う
し
た
細
部
の
問
題
で
は
な
い
。
そ

も
そ
も
実
質
的
主
催
者
は
頼
通
だ
っ
た
、
と
い
う
極
め
て
大
き
な
問
題
で
あ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
あ
ん
な
に
ス
ム
ー
ズ
に
事
が
運
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
、
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
頼
宗
の
対
応
も
迅
速
だ
っ
た
し
、
帰
り
か
け

た
女
房
た
ち
を
引
き
留
め
た
り
、
呼
び
戻
し
た
り
す
る
女
院
彰
子
の
対
応
も
極

め
て
迅
速
、
意
志
的
で
さ
え
あ
る
。
だ
か
ら
、

女
院
彰
子
は
、
事
前
に
頼
通
参
加
の
「
菊
合
」
計
画
を
承
知
し
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
頼
通
と
の
連
携
に
よ
る
「
菊
合
」
計

画
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
和
田
論
文
の
と
お
り
だ
っ
た
ら
、
な

ぜ
そ
ん
な
や
や
こ
し
い
書
き
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
。
頼
通
が
実
質
的
主
催
者

で
、
は
じ
め
か
ら
承
知
し
て
い
た
な
ら
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
仮
名
序
で
素
直

に
書
い
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
ほ
う
が
ず
っ
と
頼
通
の
い
わ
ゆ

る
「
領
導
」
意
識
も
明
確
に
な
り
、
頼
通
の
株
も
上
が
る
は
ず
だ
ろ
う
。

偶
然
居
合
わ
せ
た
女
房
た
ち
に
よ
る
思
い
つ
き
的
に
行
な
わ
れ
た
私
的
な

「
菊
合
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
い
わ
れ
る
「
彰
子
菊
合
」
で
あ
る
が
、「
序
文
」

の
記
述
の
行
間
を
辿
る
と
き
、
十
八
日
の
頼
通
参
加
「
菊
合
」
に
は
晴
儀

物
合
の
伝
統
を
踏
む
部
分
が
随
所
に
窺
わ
れ
、
晴
の
「
菊
合
」
に
近
い
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
も
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
最
終
的
に
は
確
か
に
「
晴
の
菊
合
に
近
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
」
の
は
理
解
で
き
る
に
し
て
も
、「
記
述
の
行
間
」

も
辿
れ
な
い
、
素
朴
な
読
み
し
か
で
き
な
い
私
な
ど
に
は
、
残
念
な
が
ら
そ
こ

に
至
る
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
到
底
納
得
が
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
序
文
そ

の
も
の
に
は
「
偶
然
居
合
わ
せ
た
女
房
た
ち
に
よ
る
思
い
つ
き
的
に
行
な
わ
れ

た
」
も
の
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
し
、
そ
う
と
し
か
読
め
な
い
。
和
田
説
に

従
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
読
ま
せ
ら
れ
て
い
る
仮
名
序
の
す
べ
て
は
虚
構
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
な
ぜ
、
敢
え
て
ウ
ソ
を
書
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

歌
合
当
日
の
朝
交
わ
さ
れ
た
彰
子
と
頼
通
の
会
話
ま
で
ウ
ソ
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、な
ぜ
そ
ん
な
ウ
ソ
を
つ
く
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。わ
ざ
わ
ざ
「
記

述
の
行
間
」
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
叙
述
を
し
た
理
由
は
何
な
の

だ
ろ
う
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
も
き
ち
ん
と
説
明
し
て
ほ
し
い
し
、
き
ち
ん
と
説
明

し
て
く
れ
な
い
と
、
少
な
く
と
も
私
の
よ
う
な
者
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
あ

る
。

四

和
田
氏
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
だ
っ
た
、
国
文
学
の
面
か
ら
の

頼
通
研
究
に
は
じ
め
て
手
を
染
め
た
、
い
わ
ば
頼
通
研
究
の
開
拓
者
で
あ
り
、

頼
通
文
化
圏
研
究
の
第
一
人
者
で
も
あ
る
。
確
か
に
最
近
の
頼
通
時
代
の
研
究

に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
っ
て
、
若
い
人
た
ち
も
加
わ
っ
て
め
ざ
ま
し
い
発

展
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
頼
通
の
「
領
導
」
な
る
も
の
を
言
い
た

い
気
持
ち
は
実
に
よ
く
わ
か
る
の
だ
が
、
無
理
を
し
て
ま
で
言
わ
な
く
て
も
い

い
の
で
は
な
い
か
。
頼
通
の
大
き
さ
は
、
歌
を
託
さ
れ
た
頼
宗
を
は
じ
め
、
若

い
頭
弁
（
藤
原
経
任
）
や
頭
中
将
（
源
隆
国
）
が
、
そ
れ
で
は
せ
っ
か
く
だ
か

ら
殿
の
前
で
、
と
言
っ
た
と
こ
ろ
に
す
で
に
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
物

忌
み
中
だ
っ
た
の
に
、
そ
れ
が
あ
け
る
の
を
待
っ
て
ま
で
、
殿
と
一
緒
に
、
と

思
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ふ
だ
ん
、
部
下
た
ち
か
ら
ど
の
よ
う
に
慕
わ
れ
て
い
た
か

が
よ
く
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
。

袋
草
紙
下
巻
に
は
、
祐
子
内
親
王
家
歌
合
に
関
す
る
こ
と
で
次
の
よ
う
な
話

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（ 6 ）
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高
倉
一
宮
歌
合
は
、
同
じ
大
臣
の
判
、
資
業
卿
の
桜
の
歌
、
負
に
定
め
ら

る
。
後
日
宇
治
殿
下
閑
居
の
晩
、
資
業
参
り
入
り
て
気
色
を
候
ふ
。
殿
下

問
は
し
め
て
云
は
く
、「
誰
人
ぞ
や
」。
答
へ
て
云
は
く
、「
資
業
な
り
」。

仰
せ
ら
れ
て
云
は
く
、「
何
等
の
事
ぞ
や
」。
申
し
て
云
は
く
、「
訴
へ
申

す
べ
き
の
事
候
ふ
」。
ま
た
仰
せ
て
云
は
く
、「
如
何
」。
資
業
窃
か
に
か

の
桜
の
歌
を
読
み
上
げ
て
云
は
く
、「
こ
れ
何
所
の
悪
き
を
も
つ
て
負
け

候
ふ
や
。
愁
思
を
除
き
給
ひ
候
へ
」
と
云
々
。
殿
下
暫
く
案
じ
仰
せ
て
云

は
く
、「
申
す
所
尤
も
然
り
」
と
云
々
。
資
業
逡
巡
し
て
申
し
て
云
は
く
、

「
こ
れ
を
承
ら
ん
が
た
め
に
候
ふ
。
鬱
思
を
除
か
れ
給
ふ
な
り
」
と
て
、

悦
気
有
り
て
退
出
す
と
云
々
。

「
同
じ
大
臣
」
と
は
頼
宗
、「
宇
治
殿
」
と
は
頼
通
の
こ
と
で
あ
る
。
歌
の
判
定

に
関
す
る
話
だ
が
、
式
部
卿
資
業
は
、
自
分
の
詠
ん
だ
「
桜
の
歌
」、

君
が
住
む
宿
に
匂
へ
る
桜
花
春
来
る
人
の
か
ざ
し
な
り
け
り

と
い
う
歌
が
、
判
者
頼
宗
に
よ
っ
て
「
負
」
と
判
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
不
満
を

持
っ
た
資
業
は
、
直
接
頼
宗
に
は
文
句
を
言
わ
ず
、
窃
か
に
頼
通
に
訴
え
、
温

情
あ
る
返
事
を
得
て
鬱
思
を
除
い
た
と
い
う
。
鷹
揚
な
頼
通
の
姿
が
そ
こ
に
は

あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
頼
通
の
大
き
さ
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い

の
か
。
無
理
を
し
て
「
領
導
意
識
」
な
る
も
の
を
ひ
ね
り
出
さ
な
く
て
も
い
い

の
だ
と
思
う
。「
お
な
じ
く
は
参
ら
せ
給
て
御
前
に
て
」
と
い
う
気
持
ち
の
中

に
、
す
で
に
、
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
す
ぐ
れ
た
領
導
者
と
し
て
の
姿
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。

次
の
記
述
は
、
非
常
に
重
要
だ
が
、
気
に
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。
当
該
菊
合

の
問
題
解
明
に
役
立
っ
た
編
年
小
記
目
録
の
、
十
三
日
に
つ
づ
く
部
分
だ
が
、

二
十
日
、
依
院
歌
合
事
、
関
白
処
頭
弁
於
不
快
事

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
院
歌
合
」、
す
な
わ
ち
女
院
彰
子
が
中
心
に
な
っ
て
催

さ
れ
た
菊
合
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
代
に
生
き
た
実
資
が
は
っ
き
り
と

「
院
歌
合
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
実
資
の
意
識
の
中
に
も
や

は
り
、
実
は
関
白
中
心
の
歌
合
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
認
識
は
少
し
も
な

か
っ
た
、
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
頭
弁
が
ど
う
い
う
「
不
快
事
」
を
し
で
か

し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
十
八
日
の
行
事
が
終
わ
っ
て
二
日
後
、
関
白

に
よ
っ
て
何
ら
か
の
処
分
を
受
け
た
ら
し
い
こ
と
も
わ
か
る
。
頼
宗
ら
と
と
も

に
歌
合
開
催
の
段
取
り
を
し
、
左
方
の
中
心
に
な
っ
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ

る
。
楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
気
が
か
り
で
あ
る
。

注
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8 　

大
日
本
古
記
録
『
小
右
記
』
十　

所
載

9 　

東
北
院
建
立
と
東
北
院
に
お
け
る
念
仏
会
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
栄
花

物
語
・
歌
合
に
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

ま
こ
と
や
、
女
院
は
、
無
量
寿
院
の
か
た
は
ら
に
御
堂
建
て
さ
せ
た

ま
へ
り
。
築
地
つ
き
わ
た
し
籠
め
て
、
い
み
じ
く
め
で
た
く
造
ら
せ

た
ま
へ
り
。
沈
、
紫
檀
を
高
欄
に
し
、
蒔
絵
、
螺
鈿
、
櫛
の
筥
な
ど

の
や
う
に
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
柱
絵
な
ど
も
世
の
常
な
ら
ず
、
釘
打

つ
所
に
は
瑠
璃
を
釘
の
か
た
に
伏
せ
な
ど
、
よ
ろ
づ
を
つ
く
し
た

り
、
年
ご
と
の
九
月
に
は
御
念
仏
せ
さ
せ
た
ま
ふ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
女
房
え
も
い
は

ず
装
束
き
て
打
出
で
た
り
。
僧
の
装
束
や
が
て
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
賜

は
す
。
小
さ
き
僧
ど
も
の
廻
る
も
い
と
う
つ
く
し
。
上
達
部
、
殿
上

人
残
る
な
く
参
り
た
ま
ひ
、
を
り
を
り
の
功
徳
つ
く
ら
せ
た
ま
ふ
、

い
と
め
で
た
き
御
有
様
な
り
。

ま
た
今
鏡
・
望
月
に
も
、

か
の
東
北
院
に
は
、
こ
の
院
の
御
願
に
て
、
父
お
と
ど
の
御
堂
法
成

寺
の
か
た
は
ら
に
造
ら
せ
た
ま
へ
り
。
山
の
か
た
ち
、
池
の
す
が
た

も
な
べ
て
な
ら
ず
、
松
の
か
げ
、
花
の
梢
も
ほ
か
に
は
す
ぐ
れ
て
な

む
見
え
は
べ
る
。
九
月
十
三
夜
よ
り
望
月
の
か
げ
ま
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
仏
の
御
顔

も
光
そ
へ
ら
れ
た
ま
へ
り
。

と
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
九
月
」
と
あ
り
、
そ
の
点
に
問
題
は
残
る
が
、
栄

花
物
語
に
は
「
女
房
え
も
い
は
ず
装
束
き
て
打
出
で
た
り
」
と
か
、「
上

達
部
、
殿
上
人
残
る
な
く
参
り
た
ま
ひ
」
な
ど
と
あ
る
。
彰
子
主
催
の
も

と
に
行
わ
れ
た
こ
う
し
た
念
仏
会
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

10　

萩
谷
朴
『
歌
合
大
成
』
に
、

長
元
四
年
十
二
月
三
日
、
上
東
門
院
の
御
所
京
極
院
が
焼
亡
し
て
、

同
月
十
一
日
臨
時
の
避
難
所
法
成
寺
か
ら
頼
通
の
高
陽
院
邸
に
移
ら

れ
（
左
経
記
）、
長
元
六
年
五
月
十
日
一
旦
御
乳
母
子
源
行
任
第
に

移
っ
て
、
八
月
十
九
日
新
造
の
京
極
院
に
帰
ら
れ
る
ま
で
（
日
本
紀

略
）、
即
ち
菊
合
の
当
時
、
上
東
門
院
が
頼
通
の
高
陽
院
に
お
住
ま

い
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
…
…

と
あ
る
と
お
り
、
当
時
、
彰
子
の
日
常
的
な
住
ま
い
は
高
陽
院
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

文
中
で
も
触
れ
た
が
、
仮
名
序
の
読
み
、
特
に
法
成
寺
や
念
仏
会
等
、
歴
史

的
事
項
に
関
し
て
は
加
藤
静
子
氏
よ
り
教
示
を
受
け
た
部
分
が
あ
る
。
記
し
て

感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

受
領
日　

二
〇
二
〇
年
三
月
三
〇
日

受
理
日　

二
〇
二
〇
年
六
月
一
〇
日
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