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『保
元
物
語
』
形
成

の

一
側

面

1

多
近
久
と
仁
和
寺
ー

須

藤

 

敬

 

『
保

元
物
語
』
の
成
立
事
情
に

つ
い
て
、
従
来
、
様

々
な
角
度

か
ら

の
指
摘

が

な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら

の
研
究

の
中

で
、
 
『
保
元
物
語
』

の
中

の
重
要
な

一
説
話

と
み
な
し
う

る
崇
徳
院
配
所

説
話
に

つ
い
て
、
そ

の
成
立

の
場
と
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1
)

仁
和
寺

に
い
ち
早
く
注
目
さ
れ
た

の
が

水
原

一
氏

で
あ

っ
た
。

こ

の

仁

和

專

は
、 
『
平
家
物
語
』
と
も
密
接
な
関
り
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
歌

壇
史

に
お
い
て
も
覚
性
法
親
王

か
ら
守
覚
法
親
王
の
時
代
に
か
け
て
、
仁
和
專

歌
壇
と
い
う
も

の
が
想
定
さ
れ

て
い
る
な
ど
、
院
政
期

か
ら
鎌
倉
時
代

に
か
け

て

の
文
学
状
況
を
考
え
る
上

で
看
過
し
が

た
い
場
と

い
え
る
Q

 

小
論

は
、
従
来

の
研
究

に
導
か
れ
な
が

ら
、

い
わ
ゆ
る
仁
和
寺

文

化

圏

と

『
保
元
物
語
』

の
関
り
に

っ
い
て
、
多

近
久
と
い
う
人
物
を
中

心
に
考
察
を
試

み
る
も

の
で
あ
る
。

 

『
保
元
物
語
』
に
は
諸
本

を
通
じ
て
、
多
近
久

な
る
人
物
が
、

二
っ
の
場
而

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2
)

に
お
い
て
登
場
し
て
い
る
。

金
刀
比
羅
本

に
よ

っ
て
そ
れ
ら
を
示
す
と
、

ま
ず

上
巻

「
左
大
臣
殿
上
洛

の
事

」
に
は
、

 
 
新
院
武
者
所
親
久
を
も

っ
て
内
裏

へ
御
書
あ

り
。

や
が

て
御
返
事
あ
り
。

 
 

か
さ
ね

て
院
よ
り
御
書
あ
り
。
今
度
は
御
返

事
な
し
。
何
事

に
て
や
あ
り

 
 

け
む
、
子
細
を
し
る
人
な
し
。

と
あ

り
、
合
戦
直
前
、
崇
徳
院
方
と
後
白
河
天
皇
方
と

の
問
で
か
わ
さ
れ
た
御

書

の
使

い
の
役
と
し
て
、

そ
の
名

を
見
出
す

こ
と
が

で
き
る
。
名
前

の
表
記
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3
) 
 
 
(4
)

金
刀
比
羅
本

で
は

「
親
久
」
と
す

る
が
、
半
井
本
、
鎌
倉
本

で
は

「
近
久
」
と

し
て
お
り
、
ま
た
他

の
諸
資
料

な
ど

か
ら
、
以
後

、
小
論

で
は

「
近
久
」

で
統

一
す

る
こ
と

に
す
る
。

ま
た
、
新
院
と
主
上
と

の
間

で
か
わ
さ
れ

た
書
状

の
内

容
に

つ
い
て
は
、
古
活
字
本
が
載

せ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
互

い
に
相
手

の
非
を

言
い
、
難
詰
す
る
と

い
う
も

の
で
あ
る
。

 

も
う

一
つ
の
場
面
は
、
中
巻

「
白
河
殿

へ
義
朝
夜
討

ち
に
寄

せ
ら
る
る
事
」

の
中

で
、
近
久
が
敵
状
視
察

に
い
く
場
面

で
あ
る
。

 
 

さ
る
ほ
ど
に
内
裡
よ
り
只
今
討
手

の
む
か

ふ
を
ぽ
、
左
大
臣
殿
露
も
思
召

 
 

よ
ら
せ
給
は
ず
、
武
者
所
親
久
を
召

て
、 

「内
裏

に
は
兵

を
此
方

へ
む
け

 
 

ら
れ
候

べ
き

か
、
又
是
よ
り
兵

を
待

る

瓦
か
、
急
度
伺

て
ま
い
れ
よ
。
」

 
 

と
て
、
御
厩

の
御
馬
を
給

ひ
け
り
。
親
久
鞍

を
く

に
及
ず
、

ひ
た
と
乗

て

 
 

罷
出
ぬ
。

い
く

ほ
ど
な
く
や
が

て
馳

か

へ
り
て
馬

よ
り
飛
下
、
 

「
あ
な
、

 
 

お
び
た

エ
し
。
雲
霞

の
ご
と
く
に
官

軍
む

か
ひ
候
。
」

と
、
息
を

つ
ぎ
身
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ず
申
も
は
て
ざ
り
け
れ
ば
、
西

の
河
原

に
時
を
ど

っ
と

つ
く

る
こ
と
三
ケ

 
 
度

な
り
。
御
所
中

の
兵
共
、
上

を
下

に
返

し
て
あ
は
て
さ
は
ぐ
。

 
金
刀
比
羅
本
以
外

の
諸
本
も
ほ
ぼ

同
様

の
記
述

で
あ
る
が
、
半
井
本

で
は
、

 
 
近
久

ヤ
ガ
テ
走
帰
テ
既

二
今
寄

ラ

レ
ウ
ズ

ル

ニ
テ
候
也
兵

共
馬

二
乗
候

ツ

 
 
義
朝
只
今

ハ
ツ
フ
リ
カ
ケ
テ
黒
馬

二
黒
鞍

ヲ
キ
テ
手
打
カ
ケ
テ
向
候

ト
申

 
 

モ
終

ヌ

ニ
西
面

ノ
川
原

二
時

ノ
声

ヲ
作

テ
押
寄

ヌ

と
、
義
朝

の
姿
ま
で
近
久
が
報
告
し
て

い
る
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
。

 
新
院

と
主
上
と

の
間

の
重
要
な
書
状

の
使

い
と
い
い
、
合
戦

の
火
ぶ
た
が
切

ら
れ
る
場
面

の
臨
場
感
と

い
い
、
こ
れ
ら

二
つ
の
場
面

の
描
写
が
『
保
元
物
語
』

で
語
ら
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
近
久
自
身

に
よ
る
積
極
的
な
働
き

か
け
が

あ

っ

た
と
推
定

で
き
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
5
)

 
さ
て
、

こ
の
近
久
で
あ

る
が
、
古
活
字
本
が
、

 
 
是

は
伶
人

の
近
方
が
子
也

と
記
す

よ
う
に
、
多
近
方

の
子
で
、

『楽

所
補
任
』

に
よ
れ
ぽ
、
天
治
元
年

(
一

=

一四
)

に
生
れ
、
建
保
元
年
(
=

一
一
三
)
、

九
十
才

で
没

し
て
い
る
。
多
氏

は
左
方
舞
人
狛
氏
に
対

し
、
右
方
舞
人
と
し
て
大
内
楽
所
を
構
成
、
世
襲
し
た

家
柄

で
、
宮
廷
神
楽

を
相
承
し
て
い
た
。
楽
書

の
類
は

い
う
ま

で

も

な

く
、

『今
鏡
』
や

『
古
事
談
』
『
古
今
著
聞
集
』
等

に
も

し
ぽ
し
ぽ

こ
の

一
族

の
名

を

見
出
す
こ
と
が
で
き
、

ま
た
読

み
本
系

『
平
家
物
語
』

で
も
神
楽

の
秘
曲
を
伝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6
)

え
て
い
る

一
族
と
し
て
評
価
さ
れ
て

い
る
。

さ
ら
に
、
そ

の
芸
能
を
も

っ
て
政

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7
)

治
的
局
面

に
介
入
す

る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、
貴
族
社
会

の
中

に
お
い
て
重
要
な

職
掌
を
果

た
し
て

い
た
Q

こ
う
し
た

一
族
に
生
ま
れ

た
近
久
は
、
幼

い
頃
よ
り

芸
能

の
手

ほ
ど
き
を
受

け
て
い
た
よ
う
だ
。 

『古
今
著
聞
集
』
第

六

「
大
神
元

政
秘
曲
を
多
近
方

に
伝
授

の
事
」

で
は
、
多
近
方
が
、

ま
だ
小
童

で
あ
る
近
久

を
大
神
元
政

の
前

で
舞
わ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
Q
し

か
し
、
そ

の
後

の

近
久

は
宮
廷
芸
能

の
徒

と
し
て
の
道

を
そ

の
ま
ま
歩

ん
だ
わ
け
で

は

な

か

っ

 
 
 
 
 

(8
)

た
。
 
『
雑
秘
別
録
』

の

「
採
桑
老
」

の
項

に
は
、

 
 
多
氏
に
た

黛

一
す
ぢ
あ
り
、
近
久
好

方
を
と
ど
ひ
に
ち
か
ひ
さ
は
十
年
ば

 
 

か
り
が
あ

に
に
て
あ
り
な
が
ら
ひ
さ
し
く
み
ち
に
い
ら
ず
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。
 
『
楽
所
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
近
久
が
楽
所

に
入

っ
た
の
は

保

元
三
年

(
一
一
五
八
)

で
、
楽
人
と
し
て

の
本
格
的

ス
タ
ー
ト
は

こ
の
時
点

か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、

こ
の
時

ま
で
近
久
は
何
を
し
て
い
た

の
で
あ

ろ

う
か
。
経
緯
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
近
久
は
崇
徳
院

の
武
者
所

に
い
た
の
で

 
 
 
 
 
 

(9
)

あ
る
。
 
『
神
楽
血
脈
』

に
は
次

の
よ
う
な
注
記
が

な
さ
れ

て
い
る
。

 
 

近
久
崇
徳
院
御
時
候
武
老
所
遷
御
讃
州
之
後
入
楽
所

 

『多
氏
系
図
』

に
も
近
久
が
崇
徳
院
武
者
所
に
い
た
こ
と
が
注
記
さ
れ
て
お

り
、
保
元

の
乱

の
折
に
は
、
崇
徳
院

の
ぞ
ぽ
に
い
た
も

の
と
考
え

ら
れ

る
。
従

っ
て

『
保
元
物
語
』
に
語

ら
れ

る
よ
う
な
出
番
も
あ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し

て
、

こ
の
近
久
登
場

の
場
面
が

『
保
元
物
語
』

の
主
要
五
系
統
と

い
わ
れ
る
諸

(10
)

本
す

べ
て
に
見
出
せ
る
点

に
、
 
『
保
元
物
語
』
の
形
成

に
お
い
て
近
久
自
身

の

存
在
が
重
要
な
意
味

を
持

っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
推
定

で

き

る
。
そ

し

て
、
も
し
近
久
自
身

に
よ
る
保
元

の
乱

に
関
す

る

「
口
語

り
」

の
よ
う

な
こ
と

が
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し

い
場

と
し
て
仁
和
寺
が
浮
び
上

る

の
で
あ

る
。
次

に
、
近

久
と
仁
和
寺
と

の
関
り
に

つ
い
て
見

て
い
き

た
い
。

二

『
神
楽

血
脈
』

の
近
久

の
項

を
み
る
と
次

の
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。

1

近
方
-

近
久
-

仁
和
寺
二
品
法
親
王

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ー
権
律
師
隆
憲

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一-
一謹
圓
童
名
金
剛
丸
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1

右
近
少
将
通
能

ー
三
位
中
将
維
盛

-
泰
通
卿

-
顕
家

ー
家
俊

 
近
久
と
神
楽

の
師
資
相
承

の
関
係

に
あ

っ
た
人

々
と
し
て
ま
ず
仁
和
寺

二
品

法
親
王

の
名
が
あ
が

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
守
覚
法
親

王
の
こ
と

で
あ

る
が
、
守

覚
法
親
王
は
、
芸
能

に
対
し
造
詣

の
深
か

っ
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。

た

 
 
 
 
 
 
 
 

(11
)

と
え
ば

『
守
覚
法
親
王
集
』
に
は
、

 
 
 
あ
り
し
世

に
か
き
を
き

た
り
し
文
と
も

な
と
こ
そ
は
か
な
き

か
た
み
と

 
 
 
も
な
る

へ
け
れ
と
思
ひ
て
と
り
よ
せ
て
み
れ
は
、
横
笛

の
譜
神
楽
催
馬

 
 
 
楽
風
俗

の
譜
と
も
、
又
声
明
法
則
ま
て
も
、

い
た
ら
ぬ
く
ま
な
く

玉
ら

 
 
 
か
ら
す

し
た

二
め
を
き

た
る
さ
ま
、
末

の
世

の
た

か
ら
此
道

の
鏡

か
な

 
 
 
と
た
め
し
な
く
み
ゆ
る
に

つ
け
て
、

お
し
さ
も
ひ
と
か
た
な
ら
て

 
 
苔

の
し
た
に
笛

の
音
ま
て
も
う

つ
も
れ
て
た

瓦
名
は
か
り
そ
世

に
と
ま
り

 
 
け
る

と

い

っ
た
詞
書

を
も

つ
歌
を
見
出
す

こ
と
が
で
き

る
。
守
覚
法
親
王
が
近

久
を

仁
和
寺

に
呼
び

よ
せ
、
そ
こ
で
神
楽
を
習
う
機

会
も

た
び
た
び
あ

っ
た
も

の
と

思
わ
れ
る
Q
 
『
続
教
訓
抄
』
巻
十

一
上

に
は
、
次

の
よ
う
な
話
が

載

っ
て

い

る
。
そ
れ
は
近
久
が
守
覚
法
親
王

の
使

い
と
な

っ
て
大
神
宗
賢
と
そ

の
叔

父
で

あ
る
僧
明
賢

の
仲
を
と
り
結
び
、
宗
賢
は
明
賢

か
ら
秘
曲
を
授
か
る
こ
と
が

で

き
た
。
し
か
し
明
賢

の
死
後
、
仁
和
寺
舎
利
会

の
場

に
お
い
て
、
宗
賢
が

明
賢

を
な
じ
る
よ
う

な
こ
と
が

あ

っ
た
の
で
、
近

久
が

そ
れ
を

い
さ
め
た
、
と
い
う

話

で
あ
る
。
こ
こ
に
も
近
久
と
仁
和
寺
守
覚
法
親
王
と
の
関
係
を

み
て
と
る

こ

と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
守
覚
法
親
王

の

『
左
記
』
に
は
、
義
経
を
仁
和
寺

に

呼
ん
で
合
戦

の
話

を
さ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
お
り
、

そ
れ
が

『
平
家
物
語
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12
)

の
成
立

に
何
ら
か
の
関
与
を
な
し
て
い
る

の
で
は
な

い
か
と
考

え
ら
れ
て

い
る

が
、
近
久
か
ら
も
義
経

の
場
合
と
同
様

に
保

元
の
乱

の
話

を
聞

き
、
そ
れ
を
書

き

と
め
る
よ
う

な
こ
と
が

あ

っ
た
と
推
測
す

る
こ
と
も

で
き

る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う

か
。

 
次

に

『
神
楽

血
脈
』

に
名
の
あ
が

っ
て

い
る
人

々
で
、
特

に
保

元

の
乱

と
の

関
り
か
ら
、
権
律
師
隆
憲

な
る
人
物

に
注
目
し
て
み
た
い
。
隆
憲

は
仁
和
寺

の

僧

で
、
 
『
仁
和
寺
諸
堂
記
』
の
菩
提
院
、
相
応
院

の
項

に
、
そ

の
名

を
見
出

せ

 
 
 
 
 
 
 
 

(13
)

る
。
ま
た

『
血
脈
類
集
記
』
第
七

に
は
、
守
覚

法
親

王
の
灌
頂

の
弟
子
と

し
て

そ

の
名
が
あ
が

っ
て
お
り
、
そ

こ
に
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

 
 
亮
僧
都
、
蔵
人
入
道
藤
経
憲
息
、
承
元

二
年

六
月
三
日
卒
、
年

五
十
七

 

こ
こ
で
注

目
す
べ
き
は
、
隆
憲

の
父
、
藤
原
経
憲

は
、
保
元

の
乱

の
中

心
人

物

の

一
人
で
あ

る
藤
原
頼
長
の
家
司

の

一
族

の
老

で
あ
り
、 

『
保

元
物
語
』

に

も
登
場
し
て
い
る
と

い
う
点

で
あ
る
。
こ

の

一
族
を

『
尊
卑
分
脈
』

よ
り
抄
出

す

る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

1

盛
実

興

従
四
位
下

・
少
納
言

皇
后
宮
亮
左
少
弁

顕
憲

母
三
河
守
源
頼
国
女

 
律
師

i
千
覚

 
知
足
院
殿
妾

 
左
大
臣
頼
長
公
母

-
女
子

正
五
下

少
納
言

盛
憲

保
元
有
事

出
家
配
佐
渡
国

二
条
院
御
時

被
召
返

従
五
下

皇
后
権
大
進

-
憲
親

 
 
母
安
芸
守
歩
通
女
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興

 
佐
渡
守

 
散
位
従
五
下
 
仁
 
阿
閣
利

i
経
憲
 
 
 
 
隆
憲

母
薩
摩
守

藤
原
時
真
女

 
得
業

ー
玄
顕

 

こ

の

一
族

は
、
盛
実
女
が

頼
長

の
母

で
あ

っ
た
こ
と

か
ら
、
顕
憲
、

盛
憲
、

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(14
)

憲

親
、
経
憲

と
、
皆
頼
長

の
家

司
を
勤

め
て
お
り
、
保
元

の
乱

の
折
も
頼
長

の

ぞ
ぽ

に
い
た
。
そ
し
て
保

元
の
乱

の
後
、
頼
長
の
死
を

み
と
り
、
朝
廷

に
報
告

を
し
た
の
も

こ
の
人

々
で
あ

っ
た
。
原
水
民
樹
氏

は
、
 
『
保
元
物
語
』

の
頼
長

の
死
に

つ
い
て
の
語
り
に
、

こ
の

一
族
が
ど
の
よ
う

に
関

っ
て

い
た
の
か
を
細

か
に
検
証
さ
れ

て
い
る
が
、

そ
の
中
で
特
に
経
憲

に

つ
い
て
、
 
「
頼
長

の
逃
避

行

に
関

し
て
最
も
信
愚
性

の
高

い
証
言
を
も
た
ら
し
得

る
人
物
は
経
憲

で
あ

っ

た
よ
う
だ
。
勿
論
、
忠
実

の
も
と

に
は
別

の
筋

か
ら
も
頼
長

の
死
に
ま

っ
わ
る

逸
話
が
持
ち

こ
ま
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き

な
い
が
、
最
も
詳

細
で
最
も
信
愚

性

の
高

い
情
報
は
や
は
り
経
憲

の
も
た
ら
し
た
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
」

と

指

 
 
 
 

(15
)

摘

さ
れ

て
い
る
。

 

ま
た
隆
憲
周
辺

の
人
に
賢
清

と
い
う
仁
和
寺

の
僧
が

い
た
点

に
も
注
意

し
た

い
。
 
『
血
脈
類
従
記
』
に
よ
る
と
、
賢
清
は
隆
憲
が
守
覚
法
親
王
か
ら
灌
頂
を

受
け
た
時

の
色
衆
と
な

っ
て
お
り
、
賢
清
自
身
も
守
覚
法
親
王

の
灌
頂

の
弟
子

で
、
賢
清
が
灌
頂
を
受

け
た
折

に
は
、
隆
憲
が
そ

の
色
衆
と
な

っ
て
い
る
。

こ

の
賢
清
も
隆
憲
と
同
様
に
、
保
元

の
乱
で
敗
者

の
側

に
な

っ
た
人

の
子
な

の
で

あ

る
。
賢
清

の
父
は
右

馬
権
頭
藤
原
実
清
と
い
う
人

で
、
崇

徳
院

の

近

臣

で

『
保
元
物
語
』

に
も
登
場
し
て
お
り
、
保
元
の
乱

の
後
は
経
憲
と
同
様

に
配
流

と

な

っ
て
い
る
。
賢
清
は
後

に
守
覚
法
親
王
の
主
催
し
た

『
御
室

五
十
首
』

の

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(16
)

作
者

の

一
人

に
な

っ
て
お
り
、
守
覚
法
親
王
と
は
親
し
い
間
柄

で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

 
以
上

の
よ
う

に
保
元

の
乱
で
敗
者
と
な

っ
た
人
の
子
と
守
覚
法
親
王

の
結
び

つ
き

に
、
多
近
久
が
密
接

に
関

っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
た
時
、

こ
こ
に
保
元

の

乱
を
語
る
場
と
し
て
の
仁
和
寺

の

一
つ
の
様
相
が
浮
び
上

っ
て
く

る
よ
う

に
思

え
る
。
次
に
、
多
近
久
と
守
覚
法
親
王
が
神
楽
と
い
う
宮
廷
芸
能
を
媒
介

に
結

び

つ
い
て

い
る
と

い
う

こ
と
を
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
、
 
『
保
元
物
語
』

の
中

の
い

く

つ
か

の
説
話
と

の
関
り

に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
な

お

『
神
楽

血
脈
』

の

三
人
目
に
名

の
あ
が

っ
て

い
る

「
謹
圓

童
名
金
剛
丸
」
も
仁
和
寺

の
僧

で
あ
る

こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(17
)

と
を
こ
こ
で
は
付
け
加
え
て
お
き

た
い
。

三

 

 

『保

元
物
語
』

の
崇
徳
院
配
所
説
話
は
、

い
く

つ
か
の
話
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
が
、
そ

の
中

の
蓮
如

の
配
所
訪
問
説
話
に

つ
い
て
み
て

い
き
た

い
。

こ
の

話

の
概

略
は
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

 
蓮
如

は
在
俗
時
、
陪
従
と
し
て
宮
廷

の
御
神
楽

な
ど
を
勤
め
て

い
た
が
、
今

は
出
家

し
て
い
る
。
配
所

の
崇
徳
院

に
会

い
た
い
と
思

い
讃
岐

ま
で
行
き
、
御

所

の
周
辺
で
笛
を
吹

い
て

い
る
と
、
御
所

か
ら
人
が
出

て
き
た

の
で
、

 

 
朝
倉

や
木

の
丸
殿

に
入
り
な
が
ら
君

に
し
ら
れ
で
帰
る
か
な
し
さ

と
い
う
歌
を
詠
じ
、
崇

徳
院

に
取
り

つ
い
で
も

ら
う
。
す
る
と
崇

徳
院

か
ら

 

 
朝
倉

を
只

い
た
づ
ら
に
帰
す

に
も
釣
す
る
あ

ま
の
ね
を

の
み
ぞ
な
く

と
い
う
返
歌
が
わ
た
さ
れ
、
蓮
如
は
そ
れ
を
手
に
し
て
泣
く
泣

く

都

へ
上

っ

た
。

 

諸
本
間

に
お
い
て
話

の
大
筋

は
変
ら
な

い
。
ま
た

『
保
元
物

語
』
以
外

に
も

長
門
本

『
平
家
物
語
』
、
 
『
源
平
盛
衰
記
』
や

『
発

心
集
』
『
十
訓
抄
』
に
も
見

一14一



出

せ
る
話
で
広
く
流
布

し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
作

品
、
諸
本

に
よ

っ
て
蓮
如

の
俗
名
が
ま
ち
ま
ち
で
、
出
家
後

の
名
も
微
妙

に
異

っ
て
お
り
、
ま
た
諸
史

料
か
ら
も
該
当
す
る
人
物

を
見
出
せ
な
い
の
で
、
事
実

諏
で
あ

る
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ

こ
で
物
語

そ
の
も

の
の
記
述

に
頼
る

こ

と
に
な
る
わ
け
だ
が
、

こ
の
説
話

の
骨
格
と
し
て
次

の
三
点
を
押
さ
え
る

こ
と

が

で
き

る
。
蓮
如
が

在
俗
時

は
陪
従
身
分
で
あ

り
、
宮
廷

の
管
絃

に
携

っ
て

い

た
人
物

で
あ

る
こ
と
。
配
所

の
周
辺
で
は
笛
を
吹

い
た

こ
と
。
崇
徳
院

と
和
歌

の
や
り
と
り
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
は
互

い
に
不
可
分

の
関
係

に
あ

る
。
ま
ず
蓮
如

の
詠

ん
だ
和
歌
は
、
神
楽
歌

「
朝
倉
」
に
依

っ
て
お
り
、

ま
さ
に
も
と
陪
従
で
あ

っ
た
者
が
詠
む
歌
と
し
て
ふ
さ

わ
し

い
も

の
と
考
え
ら

れ
る
。

 
 

朝
倉

や
木

の
丸
殿
に
我
が
居
れ
ぽ

我
が
居

れ
ば

名
告
り
を
し

つ
つ
行

 
 

く
は
誰

と

い
う
神
楽
歌

「
朝
倉
」

の
詞
章

を
取
り
入
れ
た
歌
は
古
来
多
く
詠
ま
れ
て
お

り
、
そ
れ
は

「
木

の
丸
殿
」

に
よ

っ
て
山
中

の
わ
び
住

い
を
示
し
、
そ
こ
に
何

も

の
か
が
名
告

る
。
ま
た
は
訪

ね
て
く

る
と
い
う
内
容
を
持

つ
。
そ
れ
は

『
十

訓
抄
』
第

一
ー

二

「
天
智
天
皇

の
木

の
丸
殿
朝
倉
や

の
御
歌
」

に
伝
え
ら
れ

て

い
る
伝
承
を
背
景
と

し
て

い
る
。

そ
れ

は
、
天
智
天
皇
が
世

に
慎
し
む
こ
と
が

あ
り
、
筑
前
朝
倉

の
山
中

に
丸
木

の
御
殿

を
造

っ
て
住
み
、
用

心
の
た
め
参

入

す

る
者
に
は
必
ず
名
告
り
を
さ
せ
た
、

と
い
う
も

の
で
あ
る
。
 
『
新
古
今
和

歌

集
』

に
は
、
巻

十
七
雑
中

の
最
後

に
、
天
智
天
皇
御
製
と
し
て
、

 
 

朝
倉
や
木

の
丸
殿

に
わ
が
を
れ
ば
名

の
り
を
し

つ
つ
ゆ
く
は
た
が
子
ぞ

と
い
う
歌
が

と
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
巻

十
七
雑
中
は
、
山
家
、
閑
居

の
歌
が
配

列

の
中
心
と
な

っ
て
お
り
、
続

く
巻
十
八
雑
下
は
、
菅
原
道
真

の
流
罪
地
筑
紫

で

の
嘆
き
の
詠
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
歌
群
か
ら
は
じ
ま

っ
て
い
る
。
こ
う

し
た

点

か
ら
も

「
朝
倉
や
木

の
丸
殿
」

の
詞
章

に
は
、
都
を
離
れ
た
寂

し

い
わ
び
住

い
を
感
得
す

る
共
通
理
解
が
あ

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ

る
。
蓮
如

の
歌
も
、

そ

う
し
た
理
解

の
上

で
詠
ま
れ
た
も

の
で
、
配
流
者
崇
徳
院
を
訪

ね
る
歌
と
し
て

は
き
わ
め
て
適
切
な
も

の
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
蓮
如
が
配
所

の
周
辺
で
笛
を

吹

い
て
歩
き
ま
わ
る
描
写
も
、
神
楽

「
朝
倉
」

の
実
際

の
演
奏

の
様
子
を
連
想

さ
せ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
神
楽

「
朝
倉
」
は

『
教
訓
抄
』
巻
八

に
よ
れ
ぽ
、

 
 
笛
許

ニ
テ
吹

曲

で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

 

以
上
の
よ
う

に
蓮
如

の
説
話
は
事
実
課

で
は
な

い
と
し
て
も
、
説
話

の
享
受

者

に
と

っ
て
相
当
な
リ
ア
リ
テ

ィ
を
感
ぜ

し
め
た
で
あ

ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
そ

し
て
こ
の
説
話

の
成
立
を
考
え
る
時
、
神
楽

の
徒
で
あ

り
、
実
際

に
保
元

の
乱

に
参
加

し
た
多
近
久

の
存
在
、
及
び
和
歌
圏
と

し
て

の
仁
和
寺

に
注

目
し
て
み

た

い
の
で
あ

る
。
蓮
如

の
俗
名
に

つ
い
て
は
い
く

つ
か
の
伝

え
が
あ

る
が
、
そ

の
中

で
長
門
本

『
平
家
物
語
』
が
俗
名

を

「
小
河

の
侍
従
隆
憲
」

と
し
て
い
る

の
は
、
何
ら
か
の

つ
な
が
り
が
あ
る
か
も

し
れ
な

い
。
ま
た
、

既
に
水
原

一
氏

 
 
 
 

(18
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(19
)

が

指
摘

さ
れ

た
も

の
だ
が
、 

『覚
性
法
親
王
集
』
に
、
次

の
よ
う

な
歌
の
や
り

と
り
が

あ
る
。

 
 
 

れ

い
な
ら
す

を
は
す
る
御
と

ふ
ら
ひ
に
ま
い
り
あ

へ
り
け
れ
は
、

さ
う

 
 
 

し
を

へ
た
て
た
る
と

こ
ろ
に
お
の
く

よ
ひ
い
れ
給
て
、
な
く
さ
み
ぬ

 
 
 

へ
き

わ
さ
な

ん
あ
り
な
ん
や
、

と
の
た
ま
は
せ
け
れ
は
、
あ

さ
く
ら
を

 
 
 

う
た
ひ
あ
ひ
た
り
け
る
か
、

い
み
し
く
お
ほ
え
た
ま
ひ

て
、

こ
Σ
ち
も

 
 
 

を

こ
た
り
給

に
け
れ
は

 
 

あ
さ
く
ら
を
き
く
に
心
も

す

エ
し
く

て
か
み

の
め
く

み
に
あ

ふ
ご
よ
ひ
か

 
 

な

一15一



 
 
 
御
か
へ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前
大
納
言
実
定

 
 
あ
さ
く
ら
や
か
み
の
め
く
み
の
か
ひ
あ
り
て
か

へ
す
く

も
き

み
は
ち
よ

 
 
ま
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前
左
衛
門
督

公
光

 
 
か
し
こ
く
も
な

の
り
し
て
け
り
あ
さ
く
ら
や
き

の
ま
う
と

の
玉
ち
か
き
あ

 
 
た
り
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
左
大
弁
実
綱

 
 
源
は

い
つ
れ
も

を
な
し

の
り
な
れ
は
神

の
め
く

み
に
あ

ふ
そ

こ
と
は
り

 
覚
性
法
親
王
に
返
歌

し
た
実
定
、

公
光
、
実

綱
の
官
職
名
か
ら
、
こ

の
や
り

と
り
は
覚
性
法
親
王

の
最
晩
年

で
、
崇
徳
院
崩
御

の
五
年
後
で
あ
る
嘉
応

元
年

(
一
一
六
九
)
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
病
気
で
ひ
き
籠

っ
て
い
る
覚

性
法
親
王

の
も
と
を
実
定
、
公
光
、
実
綱

の
三
人
が
訪
れ
、
覚
性
法
親

王
を
慰

あ
る
た

め
に
神
楽
歌

「
朝
倉
」
を
歌

っ
た
時
に
な
さ
れ
た
歌

の
贈
答
は
、

い
ず

れ
も
神
楽
歌

「
朝
倉
」

を
ふ
ま
え
た
も

の
で
あ
り
、
そ

の
雰
囲
気
が

蓮
如

説
話

と
似

て
い
る
点
で
興
味
深

い
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
覚
性
法
親
王
を
訪

ね
た
三

人

の
人
物
が
、
皆
閑
院
家

の
人

々
で
あ
る
点

に
注
意
し
た

い
。
閑
院
家

は
崇
徳

院
や
覚
性
法
親

王
の
母

で
あ
る
待
賢
門
院
を
出

し
た
家
で
あ
り
、
ま
た
実
定

の

祖
父
実
能
が
建

立
し
た
徳
大
寺
が
仁
和
寺
内

に
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
覚
性
法

親
王
と
は
親
密

な
間
柄

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
壇
史

的
に
み
て
も
、
閑

院
家
は
崇

徳
院

歌
壇

の
重
要
な
構
成

メ
ン
バ

ー
を
多
く
出
し
て
お
り
、

公
通
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20
)

公
重
、
実

能
、
実
行

な
ど
は
崇
徳
天
皇
内
裏
歌
壇

の
常
連

で
あ

っ
た
。

し
か
し

崇
徳
天
皇
譲
位
か
ら
保

元
の
乱
以
降

に
か
け
て
閑
院
家

の
人

々
が
宮
廷
歌
会
に

お
い
て
あ
ま
り
見
出

せ
な
く
な
り
、

そ
の
か
わ
り
に
仁
和
寺
歌
壇
と
呼
び
う
る

よ
う
な
覚
性
法
親
王
を
中
心
と
し
た
歌
人

の
集
り
に
閑
院
家

の
人

々
が
多
く
登

 
 
 
 
(21
)

易

し
て
く
る
、
そ
し
て
後

に
元
暦
元
年

(
二

八
四
)
崇
徳
院
供
養

の
社

を
建

立
す
る
際

に
は
、
そ

の
奉
行
と
し
て

こ
の
閑
院
家

の
人

々
が
候
補

に
あ
げ
ら
れ

 
 
 
 
 

(22
)

て

い
る

の
で
あ

る
。

一
方
、
 
『
今
鏡
』
な
ど
に
よ
れ
ぽ
、
閑
院
家

に
は
、
今
様

や
神
楽

の
名
手
が
多

か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 
『
神
楽
血
脈

』

に
も
閑
院
家

の
人

々
の
名
が
あ
が

っ
て
い
る
が
、
特

に
実
定
は
近
久
弟

の
好

方
と
師
資
相
承

の
関
係

に
あ

っ
た
。

 
和

歌
を
愛
好

し
た
崇
徳
院

に
つ
い
て
語

ら
れ

る
場
と
し
て
、

和
歌

の
サ

ロ
ン

で
あ
り
、
し
か
も
崇
徳
院
ゆ

か
り

の
人

々
が
集

ま
る
仁
和
寺

は
、
も

っ
と
も

ふ

さ
わ
し
い
場
所
だ

っ
た

の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
さ
ら
に
仁
和
寺

は
芸
能

の
場

で
も
あ

っ
た
。
楽
書

の
類

に
は
覚
性
法
親

王
の
頃
か
ら
仁
和
寺

に

お
い
て
、
様

々
な
芸
能

の
会
が
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。

そ

こ
で
音
楽
を
奏

す
る
者

は
、
宮
廷
楽
人

の
ほ
か

『
教
訓
抄
』

に
よ
く
見
出
す
こ
と
i
ρ

で

き
る

「
御
室

の
坊
官
僧
」
な
ど
で
あ
り
、
植
木
行
宣
氏
は
そ

の
こ
と
に

つ
い
て
、
「
仁

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(23
)

和
寺
坊
官

に
は
楽
舞
堪
能

の
者
が
多
か

っ
た
。」

と
注
さ
れ
て

い
る
。

以
上

の

よ
う

に
、
和
歌

の
サ
ロ
ン
で
も
あ
り
、
芸

能

の
開
催
さ
れ
る
場

で
も
あ

っ
た
仁

和
寺

は
、

ま
さ

に
山
田
昭
全
氏
が
指
摘

さ
れ
る
よ
う

に
、
軍
記
物
語

の
中

の
詩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(24
)

歌
管
絃

に
ま

つ
わ
る
説
話
の
発
生
母
胎
に
比
定

し
え

る
の
で
あ

る
。

四

 
続

い
て

『
保
元
物
語
』
の
中

か
ら
も
う

一
つ
説
話

を
と
り
あ
げ
て
み
た

い
。

そ
れ
は
師
長
秘
曲
伝
授
説
話
で
あ
る
。
鎌
倉
本

に
よ

っ
て
そ
の
概

略

を

示

す

と
、
保
元
元
年

(
=

五
六
)

八
月
三
日
、

頼
長

の
子
息

兼
長
、

師
長
、

隆

長
、
範
長
禅

師
等

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
配
所

へ
向

っ
た
。
そ
れ
ら

の
中

で
師
長
は

「
管
絃

の
達
者
」

で
あ
り
、
そ
の
配
流
に
あ
た
り
箏

の
弟
子
で
あ

る

「
陪
従
源

式
部
大
夫

惟
成
」
が

「
河
尻
」

ま
で
追

っ
て
見

送
り
に
く
る
。
師
長
は
そ

の
志

に
感
じ
て
秘
曲

「蒼
海
波
」
を
惟
成

に
伝
授
、
そ

の
折
に
、

一16一



 
 
教

お
く
是
を
形
見

と
思
は
な
む
身
は
蒼
海

の
な
み
に
な
か
れ
む

の

一
首
を
詠
じ
譜
の
奥

に
書
き
付
け
た
。
惟
成
は
そ
の
譜
を
懐
中

に
入
れ
、
涙

を
押

さ
え
て
見
送

っ
た
Q

そ
し
て
最
後

に

「
哀

に
艶
様
に
ぞ
沙
汰
し
け
る
」
と

結

ぽ
れ
て
い
る
。

 

こ
の
説
話
は

『
保
元
物
語
』
諸
本

の
ほ
か
、
和
歌
集
、
説
話
集
、
楽
書

な
ど

に
も
多

く
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
が
、
師
長
を
見
送

っ
た
人
物
名
、
楽
器

の
種

類
、
師
長

の
詠

じ
た
歌

の
歌
句
等

に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
伝
承
に
相
違
が
あ

(25
)

る
。

こ
こ
で
は

一
応
、
鎌

倉
本
の
記
述

に
沿

っ
て
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

 

さ
て
こ
の
説
話
は

一
種

の
芸
能
佳
話

と
も
見
な
せ
る
わ
け

だ

が
、

そ

れ

で

は
、
ど

の
よ
う
な
場
所
で
、
ど

の
よ
う
な
人

々
に
よ

っ
て
語
り
出
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う

か
。
ま
ず
予
測
し
う

る
の
は
、
師
長
が
管
絃

の
名
手
で
あ

る

が

ゆ

え

に
、
宮
廷

の
管
絃
者
に
よ

っ
て
語

り

つ
が

れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ

と
で
あ
る
。
 
『
保
元
物
語
』
に
は
、
師
長
が
配
流

の
際
、
祖
父
忠
実

へ
送

っ
た

書
状

に
つ
い
て
語
ら
れ
て

い
る
が
、

そ

の
書
状
が
そ
れ

の
み
単
独

で
『
体
源
抄
』

巻

†

一
ノ
末
に

「
妙
音
院
配
流

ノ
時

御
消
息
吏
」
と
し

て
載
せ
ら
れ

て
い
る
こ

と
も
、
師
長
関
係

の
話

の
語
り
手
を
考
え
て
い
く
上

で
の
参
考
に
な

る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
師
長
を
追

っ
て
見
送

り
に
い

っ
た
惟
成
が
多
近
久
と
は
宮
廷
で

の
管
絃

の
催

し
に
、
し
ば
し
ぽ
同
席

し
て

い
る
の
で
あ

る
。
記
録
ま
た
は
楽
書

か
ら
両
者
が
確
実

に
同
席

し
て
い
る
機
会
を
以
下
に
列
挙

し
て
お
く
。

 

・
『
兵
範
記
』
仁
安

二
年
十

二
月
四
日
、
内
侍
所
御
神
楽

 

。
同
、
仁
安
三
年
十

二
月
四
日
、
内
侍
所
御
神
楽

 

・
同
、
仁
安
四
年

一
月

二
十
日
、
石
清
水
臨
時
御
神
楽

 

・
同
、
嘉
応
元
年

十

二
月

七
日
、
内
侍
所
御
神
楽

 

・
『
体
源
抄
』
巻
十
三
、
 
「
代

々
公
私
荒
序
所
作
事
」、

承
安

二
年
九
月

二
十

 
 

五
日
、
法
住
寺

殿
舞
御
覧
荒
序

 

こ
れ
ら

の
記
事

に
、
惟
成

は
地
下

の
陪
従
、
召
人
と
し
て
、
近
久

は
近
衛

の

召
人
と
し
て
、
ど

ち
ら
も
専
門

の
楽
人

の
中

に
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
両
者
が
同
席

し
た
機
会

は
、
実
際

に
は
他

に
も
多
く
あ

っ
た
も

の
と
推
定

で
き

る
。
ま
た

『
神
楽
血
脈

』
に
名

の
あ
が

っ
て
い
た

「
右
近
少
将
通
能
」
「
泰

通
卿
」
も
、
今
あ
げ
た
管
絃

の
催

し
に
た
び
た
び
同
席

し
、
何
ら
か

の
楽
器
を

奏

し
て
い
る
。
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次

に

『
十
訓
抄
』
第

四
ー

九

「蒼

海
波
と
青
海
波
と
の
論
」

に
み
ら
れ
る
師

長
秘
曲
伝
授
説
話

に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
そ
れ
は
次

の
よ
う

に
書
き
出
さ
れ

て
い
る
Q

 
 
九
条
殿
、
右
大
将
に
て
お
は
し
ま
し
け
る
比
、
讃
岐

の
三
位

の
む

ご
に
と

 
 

り
て
、
あ

つ
か

ひ
き

こ
え
け
る
に
、
常

に
和
歌

の
沙
汰
有
け
り
。
清
輔
朝

 
 
臣
参

て
、
物
が
た
り

の
次

に
、 

コ

日
顕

昭
法
師
語
侍

し
は
、

土
佐
大
将

 
 
流

さ
れ
た
ま
ひ
け
る
日
、
陪
従
惟
成
道

に
参
り
た
り
け
る
に
、
蒼
海
波
と

 
 

い
ふ
秘
曲

を

玉
し

へ
給

ふ
と

て
、

 
 
 

を
し

へ
を
く

こ
と
を
か
た
み
に
し
の
ぽ
な
む
身
は
あ
を
う

み
の
な
み

に

 
 
 

な
が
れ
ぬ

 
 

と
よ
ま
れ

て
侍
け

る
。
管
絃

の
み
な
ら
ず
、
和
歌
も
優

に
こ
そ
侍

つ
れ
。
」

 
 

と
云
い
だ

さ
れ

た
り
け

る
に
…
…

 

こ
の

『
十
訓
抄
』

の
記
述

か
ら
、
師
長
秘
曲
伝
授
説
話
を
清
輔

や
顕

昭
と
い

っ
た
人

々
が
語

っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の

『
十
訓
抄
』

の
話

は

「
九
条
殿
、
右

大
将

に
て
お
は
し
ま
し
け
る
比
、
讃
岐

三
位
む
ご
に
と
り
て
」

と

い
う
記
述
か
ら
、

兼
実

が
右
大
将

に
任
じ

ら
れ
た
応
保
元
年

(
一
一
六

一
)

八
月
十
九
日

か
ら
、
兼
実
を
女
婿
と
し
た
讃
岐

の
三
位
、
す
な
わ
ち
藤
原
季
行

が
没
し
た
応

保

二
年

(
一
一
六
二
)

八
月

二
十
二
日
の
間

の
こ
と

と
考

え
ら
れ

る
。
師
長

秘
曲
伝
授
説
話

を
伝

え
る
も

の
の
中

で
、
も

っ
と
も
古

い
と
考
え
ら

一17一
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れ
る

の
が
永
万
元
年

(
一
一
六
五
)
頃

の
成
立

の

『
続
詞
花
和
歌
集
』

で
あ

る

か
ら
、
そ
れ
以
前

に
、
今
あ
げ
た
よ
う
な
人

々
が
、 

『
十
訓
抄
』
に
伝
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
状
況
で
、

こ
の
師
長
秘
曲
伝
授
説
話
を
享
受
し
て

い
た

の
は
興

味
深

い
。

ま
た

『
十
訓
抄
』

で
は
、
先
に
引
用

し
た
部
分

以
降

で
、
「青
海
波
」

と

「
蒼
海
波
」

の
ど
ち
ら
が
曲
名
と
し
て
正
し
い
か
の
議
論
と
な
り
、 

「あ

る

じ

の
三
位
」
が
琵
琶

の
師

を
呼
び

よ
せ
、
そ
の
議
論

に
結
着
を

つ
け
た
こ
と
が

述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
従

っ
て

『
十
訓
抄
』

の
話

の
舞
台
は
季
行

の
邸
と
み
な
せ

る
が
、
こ
の
季
行
、
そ
し
て
そ

の
息
定

能
が
、
ど

ち
ら
も

『
神
楽
血
脈

』
に
よ

れ
ば
、
季
行

は
多
近
方

か
ら
、
定
能
は
多
好
方

か
ら
神
楽

の
秘
曲
を
伝
授
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
特

に
定
能
は

『
尊
卑
分
脈
』

に
も

「
神
楽
秘
曲
相
承

一
流

也
」
と
注
記
さ
れ
て
お
り
、
先

に
列
挙
し
た
よ
う
な
宮
廷

の
管
絃

の
催

し
に
多

近
久
や
惟
成
と

一
緒

に
加
わ

っ
て

い
る
。

 
以
上
の
こ
と

か
ら
、
師
長
秘
曲
伝
授
説
話

は
、
宮
廷

の
楽
人
、
管
絃
者
達

に

よ

っ
て
い
ち
早
く
語
ら
れ

て
い
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。

一
方
、
説
話

の
中
に
和

歌
が
あ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
清
輔
や
顕
昭

の
よ
う

な
歌
人
も
、

こ
の
説
話
の
享

受
圏

に
く

み
こ
ま
れ
て
い

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。
そ

し
て
清
輔
、
顕
昭
に
関

し
て

は
、
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
覚
性
法
親
王
及
び
守
覚
法
親

王
の
も
と
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に
親
し
く
出
入
り
し
て
い
た

こ
と
に
注
意

し
て
お
き
た

い
。

五

 
以
上
、
蓮
如
説
話
、
師
長
秘
曲
伝
授

説
話
と

『
保
元
物
語
』

の
中

の
二

つ
の

詩
歌
管
絃

に
ま

つ
わ
る
話

に
つ
い
て
、

そ
れ
ら
が

い
わ
ゆ
る
仁
和
寺
文
化
圏
と

い

っ
た
も

の
に
関

っ
て
い
た
宮
廷
芸
能

の
徒

や
歌
人
達

に
よ

っ
て
、
広

く
支
え

ら
れ
語

り
出
さ
れ
て
き

た
の
で
は
な

い
か
と
い
う

こ
と
を
考
え
て
み
た
。
そ
し

て
、
個

々
に
語
り
出
さ
れ
た
そ
れ
ら

の
説
話
が
、

一
つ
の
物
語
に
と
り
こ
ま
れ

て
い
く
過
程

に
お
い
て
、
そ
れ
ら

の
説
話
に
物
語

の
中
で
は
直
接

関

っ
て
は
い

な
い
が
、
ま

っ
た
く
違

う
場
面
に
お

い
て
そ
の
存
在
を
確
実

に
主
張

し
て

い
る

多
近
久

に
注
目
し
て
み
た
。
兼
実
は
近
久
に

つ
い
て
次

の
よ
う

に

記

し

て

い

る
。
 
『
玉
葉
』
文
治
元
年

(
=

八
五
)
十

一
月
十
八
日
条

 
 
件
近
久
左
内
両
府
近
習
者
、
凡
日
本
第

一
京
童
又
能
聞
秘
事
云

々

 

こ
の
時
、
近
久
は
既
に
六
十
才
を

こ
え
て

い
る
が
、
近
久

の
ひ
と
と
な
り
を

知

る
上

で
参
考
と
な
ろ
う
。
同
時

に
こ
こ
に
は
、
多
近
久

の
よ
う
な
人
物
、
す

な
わ
ち
芸
能

の
徒

の

】
つ
の
属
性
が
現
れ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。
軍
記
物
語

形

成
に
お
け
る
芸
能

の
徒

の
果
た
し
た
役
割

に

つ
い
て
は
、
芸
能

の
徒

そ

の
も

の
の
属
性
な
ど
か
ら
よ
り
詳
細

に
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

さ

ら
に
小
論
で
と
り
あ
げ
た

二
つ
の
説
話

に

つ
い
て
い
え
ぽ
、

そ
れ
ら
が

『
保

元
物
語
』
全
体

の
構

想

の
中

で
は
、
ど

の
よ
う
な
意
義
を
担
わ
さ
れ
て
い
る

の

か
、
そ
し
て
そ

こ
に
多
近
久

の
よ
う
な
人
物

が
関

っ
て
く
る
こ
と

の
意
味

は
何

な
の
か
、
と

い
う

こ
と
を
考

え
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
点

に

つ
い
て
は
、
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…機
会

を
あ
ら
た
め
て
考
察

し
て
み
た

い
。

注
1
 
水
原

一
氏

「崇
徳
院
説
話
の
考
察
」
(『駒
沢
国
文
』
七
号
、
昭
和
四
十
四
年
六

 
 
月
)

 
2
 
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
以
下
同
じ

 
3
 
古
典
研
究
会
本
、
以
下
同
じ

 
4
 
古
典
研
究
会
本
、
以
下
同
じ

 
5
 
日
本
古
典
文
学
大
系
付
録

 
6
 
延
慶
本

『
平
家
物
語
』
第
六
末
二
十
四

「内
侍
所
温
明
殿
入
セ
給
事
」

 
7
 
河
音
能
平
氏

「
ヤ
ス
ラ
イ

ハ
ナ
の
成
立
」
(
『中
世
封
建
社
会
の
首
都
と
農
村
』)

 
8
 
群
書
類
従

 
9
 
続
群
書
類
従

 
10
 
半
井
本

・
鎌
倉
本

・
京
図
本

・
金
刀
比
羅
本

・
流
布
本
を
さ
す
。
栃
木
孝
惟
氏

 
 

『日
本
古
典
文
学
研
究
必
携
』
保
元
物
語
の
項
、
な
お
鎌
倉
本
は
中
巻
を
欠
く
た
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め
近
久
登
場
は

一
回
で
あ
る
。

11
 
私
家
集
大
成

12
 
山
下
宏
明
氏

「平
家
物
語
の
成
立
と
流
伝
」
(『日
本
文
学
全
史
3
、
中
世
』
)

13
 
真
言
宗
全
書

14
 
橋
本
義
彦
氏

『藤
原
頼
長
』

15
 
原
水
民
樹
氏

「頼
長
の
死
を
語
る
男
た
ち
i
保
元
の
乱
伝
承
考
」
(『国
語
と
国

 
文
学
』
昭
和
五
十
九
年
入
月
)

16
 
久
保
田
淳
氏

「『御
室
五
十
首
』
に
つ
い
て
1
俊
成

・
定
家

・
家
隆
を
中
心
に
ー

 
ω
」
(
『国
語
と
国
文
学
』
昭
和
四
十
二
年
五
月
)

17
 
讃
圓
は
村
上
源
氏
定
季
の
息
で
、
仁
和
寺
の
阿
閣
利
で
あ
る
。
童
名
金
剛
丸
に

 
つ
い
て
は

『教
訓
抄
』 
『吉
野
吉
水
院
楽
書
』
等
に
、
北
院
御
室
の
御
寵
童
と
し

 
て
そ
の
名
を
見
出
せ
る
。

18
 
注
1
に
同
じ

19
 
私
家
集
大
成

20
 
松
野
陽

一
氏

「崇
徳
天
皇
内
裏
歌
壇
資
料
集
成
」
(『藤
原
俊
成
の
研
究
』)

21
 
西
村
加
代
子
氏

「仁
和
寺
和
歌
圏
と
顕
昭
1
覚
性
法
親
王
時
代
に
お
け
る
ー
」

 
(
『国
文
論
叢
』
昭
和
五
十
七
年
三
月
)

22
 
『吉
記
』
元
暦
元
年
四
月

一
日
条

23
 
植
木
行
宣
氏

『教
訓
抄
』
頭
注

(
『古
代
中
世
藝
術
論
』
)

24
 
山
田
昭
全
氏

『平
家
物
語
研
究
事
典
』
仁
和
寺
の
項

25
 
師
長
秘
曲
伝
授
説
話
に
つ
い
て
は
、
原
水
民
樹
氏

「師
長
秘
曲
伝
授
課
小
考
ー

鎌
倉
本

『保
元
物
語
』
の
性
格

へ
の
言
及
1
」
(『徳
島
大
学
学
芸
紀
要
』
昭
和
五

 
十
四
年
)
、 
安
田
洋
子
氏

「
全
刀
比
羅
本

『保
元
物
語
』
の
一
考
察
ー
師
長
秘
曲

伝
授
の
説
話
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(
『軍
記
と
語
り
物
』
二
十

一
号
、
昭
和
六
十
年
三

 
月
)
が
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
師
長
を
見
送

っ
た
人
物
に
つ
い

 
て
竹
鼻
績
氏

『今
鏡
全
訳
注
』
も
考
察
を
加
え
て
お
ら
れ
る
。

26
 
岩
波
文
庫
本

27
 
『続
詞
花
和
歌
集
』
巻
十
四
、
別
、
六
九
四
番

(『新
編
国
歌
大
観
二
巻
私
撰
集

編
』
)

28
 
久
曽
神
昇
氏

『顕
昭

・
寂
蓮
』

29
 
拙
稿

「
『保
元
物
語
』
配
流
者
説
話
に
つ
い
て
ー
数
奇
と
王
法
意
識
に
関

ら

せ

 
て
ー
」
(『藝
文
研
究
』
四
十
七
号
)
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