
越
前
守
藤
原
為
時
の
補
任

久
保
田
　
孝

夫

は
じ
め

に

　
紫
式
部
の
父
藤
原
為
時
が
越
前
守
と
な
っ
て
赴
い
た
の
は
長
徳
二
年
（
８
ｏ
）

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
経
緯
は
後
に
多
く
説
話
化
さ
れ
て
今
に
伝
わ
る
。
こ

の
父
為
時
の
赴
任
に
伴
い
、
式
郁
も
ま
た
彼
の
地
に
同
行
し
て
い
っ
て
い
る
が

こ
こ
で
は
為
時
が
越
前
守
に
決
ま
る
ま
で
の
こ
と
を
、
彼
を
取
り
巻
い
た
さ
ま

ざ
ま
な
人
問
関
係
や
説
話
な
ど
を
中
心
に
１
据
え
て
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
れ
に

続
く
越
前
ま
で
の
旅
と
そ
こ
で
の
生
活
に
っ
い
て
は
、
　
『
紫
式
部
集
』
に
窺
い

知
れ
る
内
容
で
あ
る
。

藤
原
為
時
を
め
ぐ
る
説
話

続
本
朝
往
生
伝
、
今
昔
物
語
、
今
鏡
、
古
事
談
、
十
訓
抄
な
ど
に
収
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
散
位
藤
原
為
時
が
淡
路
（
下
国
）
国
守
か
ら
越
前
（
大
国
）

　
　
　
　
　
越
前
守
藤
原
為
時
の
補
任

、

　
　
　
　
　
　
　
な
は
し
も
の

国
守
へ
と
飛
躍
的
た
直
物
を
受
け
た
の
は
、
当
時
の
耳
目
を
集
め
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
人
の
興
味
の
中
心
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
位
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
－
あ
る
。
こ
こ
で
は
女
房
に
１
申
文
を
付
け
て

為
時
が
大
国
の
守
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
。
自
薦
の

申
文
（
款
状
）
は
当
時
よ
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
こ
の
当
時
の
世
相

を
あ
ら
わ
す
一
斑
と
い
え
る
。
『
枕
草
子
』
に
、
「
除
目
の
頃
な
ど
、
内
裏
わ
た

り
い
と
を
か
し
。
雪
降
り
、
い
み
じ
う
こ
ほ
り
た
る
に
、
申
文
も
て
あ
り
く
。
」
、

ま
た
『
源
氏
物
語
』
「
行
幸
」
巻
に
「
い
ま
に
て
も
、
申
文
を
と
り
つ
く
り
て
、

美
々
し
う
、
書
き
出
（
だ
）
さ
れ
よ
。
長
歌
な
ど
の
、
心
ば
へ
あ
ら
む
を
、
御

覧
ぜ
む
に
１
は
、
捨
て
さ
せ
給
は
じ
。
う
へ
は
、
そ
の
う
ち
に
、
情
す
て
ず
お
は

し
ま
せ
ば
」
と
雲
井
雁
の
父
内
大
臣
が
近
江
君
に
諭
す
場
而
も
見
う
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
＠

　
ま
た
『
兼
盛
集
』
に
も
、
　
「
申
文
に
か
き
て
奉
る
」
と
し
て
次
の
歌
が
書
き

こ
ま
れ
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
　
　
越
前
守
藤
原
為
時
の
補
任

　
沢
水
に
老
の
影
み
ゆ
あ
し
た
づ
の
な
く
ね
雲
井
に
き
こ
え
ざ
ら
め
や

　
こ
れ
ら
の
事
例
を
見
る
と
、
為
時
の
申
文
の
行
為
は
長
徳
二
年
頃
に
し
て
も
、

多
く
提
出
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
の
一
っ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
『
今
昔
物
語
』
た
ど
の
興
味
の
中
心
は
、
や
は
り
最
後
に
つ

げ
加
え
て
い
る
ご
と
く
、
　
「
申
文
句
ヲ
被
ル
感
故
」
と
い
う
部
分
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
、
　
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
右
大
臣
が
長
歌
を
進
め
、
ま
た
兼
盛
が
和

歌
を
添
え
た
の
と
同
趣
に
、
　
「
寒
夜
」
１
「
春
朝
」
、
「
紅
涙
」
１
「
蒼
天
」
と

対
句
表
玩
を
折
り
ま
ぜ
た
詩
を
添
え
、
漢
才
を
披
歴
す
る
為
時
の
姿
と
し
て
窺

い
知
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
申
文
の
情
趣
・
才
と
も
に
秀
抜
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
天
皇
の
心
を
動
か
し
め
、
望
み
が
か
な
え
ら
れ
た
と
い
う
話
と
し
て

で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

為
時
に
－
ま
つ
わ
る
こ
の
説
話
の
類
話
と
し
て
次
に
、
源
顕
兼
編
の
『
古
事
談
』

を
掲
げ
て
み
る
。

　
　
一
条
院
御
宇
。
源
国
盛
任
二
越
前
守
↓
其
時
藤
原
為
時
付
二
於
女
房
一
献
書
。

其
状
云
。
苦
学
寒
夜
。
紅
涙
霜
レ
補
。
除
目
春
朝
。
蒼
天
在
レ
眼
云
々
。
天
皇

覧
レ
之
。
敢
不
レ
養
二
御
膳
↓
入
二
夜
御
帳
｝
涕
泣
而
臥
給
。
左
相
府
参
入
。

知
二
其
如
７
此
。
忽
召
二
国
盛
↓
命
レ
進
二
辞
書
↓
以
二
為
時
一
命
レ
任
二
越
前
守
↓

国
盛
家
中
上
下
沸
泣
。
国
盛
自
受
！
病
。
及
！
秋
難
レ
任
二
播
磨
守
刊
猶
依
二
此

　
　
　
　
　
　
　
＠

病
一
遂
以
逝
去
云
々
。

国
盛
の
除
目
取
り
消
し
に
よ
る
発
病
と
死
が
折
り
込
ま
れ
て
あ
る
。
こ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

と
は
後
日
講
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
軽
か
ら
ぬ
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
　
『
十
訓
抄
』
な
ど
が
「
可
！
庶
二
幾
才
能
・
芸
業
一
事
」
の
段
に
入
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
後
世
こ
の
説
話
の
根
幹
は
為
時
の
持
っ
て
い
た
詩
の
才

能
へ
、
そ
の
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
後
人
達
が
詩
の
才

能
へ
の
あ
こ
が
れ
と
し
て
、
こ
の
話
を
伝
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
今
、
推
測
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
話
は
初
期
に
お
い
て
は
二

っ
の
内
容
、
す
な
わ
ち
為
時
の
も
っ
漢
才
へ
の
憧
恨
と
、
史
実
と
し
て
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
道
長
権
力
の
横
暴
を
示
竣
す
る
国
盛
一
家
の
悲
嘆
と
の
二
っ
の
話

が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
除
々
に
そ
の
後
半
部
分
の
国
盛
一

家
の
悲
劇
は
、
不
断
の
勉
学
の
精
神
を
訴
え
る
為
時
の
熱
意
を
あ
ら
わ
す
話
の

裏
に
か
く
れ
、
悲
劇
性
よ
り
も
よ
り
目
頃
の
切
瑳
を
唱
う
教
訓
性
の
方
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
為
時
像
の
一

つ
の
典
型
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
次
に
藤
原
清
輔
の
『
袋
草
紙
』
に
現
わ
れ
て
い
る
為
時
を
み
て
み
る
こ
と
に

す
る
。
も
と
よ
り
『
袋
草
紙
』
は
歌
学
書
で
あ
り
、
祖
父
の
六
条
修
理
大
夫
と

呼
ぱ
れ
、
六
条
家
歌
学
の
祖
顕
季
や
、
　
「
詞
歌
和
歌
集
」
の
撰
者
で
あ
る
顕
輔

等
の
口
伝
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
特
に
説
話
的
性
格

の
強
い
段
は
「
雑
談
」
　
「
希
代
和
歌
」
で
あ
り
、
為
時
に
触
れ
る
部
分
は
ニ
ケ

所
と
も
そ
の
「
雑
談
」
に
あ
る
。

側
為
時
ハ
当
初
道
済
二
詩
ヲ
乞
請
、
而
後
年
ニ
ハ
為
時
道
済
一
双
ノ
文
士



　
被
レ
番
云
六
。

田
　
故
物
語
ノ
歌
ノ
入
二
撰
集
一
ハ
ナ
シ
ト
申
カ
ヤ
。
後
拾
遺
雑
一
二
、
藤
為
時

　
歌
、

　
　
ワ
レ
ヒ
ト
リ
ナ
ガ
ム
ト
オ
モ
ヒ
シ
山
ザ
ト
ニ
オ
モ
フ
コ
ト
ナ
キ
月
モ
ス
、
・
・

　
　
ケ
リ

　
是
ハ
源
氏
物
語
歌
也
、
彼
物
語
ニ
ハ
、
イ
リ
ヌ
ト
オ
モ
ヒ
シ
ト
侍
カ
ヤ
。
件

　
物
語
ハ
、
紫
式
部
ガ
所
作
也
。
為
時
女
也
。
勿
詠
歎
。

　
作
者
清
輔
の
著
述
姿
勢
は
、
や
は
り
歌
を
作
る
上
で
の
心
得
を
解
か
ん
と
す

る
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
二
条
家
流
の
該
博
、
詳
細
た
実
証
的
性
格
が
み
う
げ
ら

れ
る
。
そ
こ
に
通
常
、
説
話
と
呼
ぶ
も
の
と
は
異
っ
た
趣
き
が
あ
る
こ
と
は
否

　
　
　
＠

め
な
い
。
し
て
み
れ
ば
こ
の
為
時
に
ま
っ
わ
る
話
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
蜘
で
為
時
と
道
済
の
関
係
に
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
為
時
を
含
む
文
壇
の

人
問
模
様
と
し
て
も
興
味
深
い
の
で
留
意
し
な
け
れ
ば
た
る
ま
い
。

　
源
道
済
に
為
時
は
詩
を
乞
う
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
道
済
は

『
尊
卑
分
脈
』
の
付
す
「
道
済
集
巻
尾
慈
鎮
和
尚
所
記
」
に
よ
る
と
、

　
筑
前
守
正
五
位
下

　
　
　
源
遣
済
（
前
陸
奥
守
信
明
朝
臣
孫
能
登
守
方
国
男
）

　
文
蔵

　
　
長
徳
四
年
正
月
廿
五
目
任
官
内
少
丞
（
元
文
章
生
）
長
保
三
年
正
月
升
日

　
　
補
蔵
人
五
年
正
月
柑
日
任
式
部
少
丞
寛
弘
元
年
正
月
廿
四
日
転
大
丞
三
年

　
　
　
　
　
越
前
守
藤
原
為
時
の
補
任

　
　
　
　
　
（
叙
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
正
月
七
日
叔
爵
省
同
廿
八
目
任
下
総
権
守
四
年
二
月
十
八
日
任
筑
前
守

　
　
（
元
蔵
人
式
部
丞
同
日
兼
少
弐
）
三
月
廿
一
目
叙
従
五
位
上
寛
仁
二
年
七

　
　
月
十
一
日
叙
正
五
位
下
（
造
営
）
三
年
月
日
卒

と
あ
り
、
生
年
に
っ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
為
時
と
経
歴
を
比
し
て
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
大
学
寮
に
入
り
、
寮
試
を
受
け
て
擬
文
章
生
に
な
り
、
省
試
を
受
げ
て
文
章

生
と
な
る
が
、
道
済
が
そ
の
文
章
生
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
長
徳
四
年
（
竃
ｏ
。
）

で
あ
り
、
為
時
は
貞
元
二
年
（
ｏ
ミ
）
以
前
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
る
と
、

為
時
の
方
が
道
済
よ
り
相
当
早
く
に
犬
学
に
学
ん
で
い
た
こ
と
に
た
る
。
そ
ん

な
二
人
の
問
柄
で
実
際
に
為
時
が
年
下
で
あ
る
道
済
に
詩
の
教
え
を
乞
う
場
合

が
あ
る
の
か
と
い
う
間
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
＠

　
『
江
談
抄
』
五
に
、
　
「
道
済
老
以
言
弟
子
也
」
と
あ
り
、
こ
の
『
江
談
抄
』

の
話
し
手
で
あ
る
大
江
匡
房
の
曽
祖
父
文
章
博
士
匡
街
と
は
、
同
世
代
で
良
き

ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
大
江
以
言
の
弟
子
と
し
て
道
済
を
記
し
て
い
る
。

　
大
学
に
は
東
西
二
つ
の
曹
が
あ
り
、
こ
の
学
曹
の
視
点
を
立
て
て
二
人
の
関

　
　
　
　
　
　
＠

係
を
考
え
る
な
ら
、
曹
が
異
な
れ
ぱ
教
授
す
る
し
な
い
の
こ
と
は
ほ
ぽ
関
係
の

な
い
誤
伝
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
以
言
は
東
曹
に
席
を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
道
済
も
東
曹
に
入
っ
て
学
間
を
Ｌ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
に
対
し

て
為
時
は
西
曹
に
あ
る
菅
原
文
時
に
師
事
し
て
い
る
。
氏
が
分
か
れ
る
曹
で
、

藤
原
氏
は
両
曹
に
分
か
れ
て
入
っ
て
お
り
、
為
時
の
北
家
の
中
で
も
房
前
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
越
前
守
藤
原
為
時
の
補
任

代
後
の
藤
原
真
夏
の
家
の
系
列
は
全
て
西
曹
に
入
り
、
房
前
の
子
魚
名
の
家
系

は
東
曹
に
入
っ
て
い
る
。
為
時
の
生
ま
れ
た
良
門
系
列
で
は
高
藤
か
ら
八
代
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
為
定
が
東
曹
に
入
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
そ
う
す
る
と
為
時
は
西
曹
で
は

な
く
道
済
と
同
じ
東
曹
に
居
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
『
日
本
紀
略
』
貞
観
二
年
（
ｏ
ミ
）
三
月
二
十
八
目
の
東
宮
（
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

の
花
山
天
皇
）
御
読
書
始
の
記
事
と
、
　
『
江
家
次
第
』
巻
第
十
七
の
「
御
読
書

始
第
」
の
寛
和
二
年
（
Ｏ
。
◎
０
）
の
記
事
を
比
較
し
て
み
る
と
、

・
廿
八
日
己
丑
。
東
官
始
読
レ
書
。
千
レ
時
太
子
御
コ
座
閑
院
東
対
一
。
学
士
権
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
中
弁
菅
原
朝
臣
輔
正
。
尚
復
文
章
生
藤
原
為
時
。

・
寛
和
二
年
（
例
）
侍
茸
熔
臓
維
斌
Ｄ
尚
復
鰍
騨
鰯
鶏

寛
和
二
年
の
こ
の
記
事
に
。
あ
ら
わ
れ
る
、
大
江
斉
先
は
維
時
の
子
で
東
曹
に

あ
り
、
ま
た
藤
原
忠
輔
も
東
曹
に
い
る
。
時
の
文
章
博
士
は
三
善
道
統
で
東
曹

の
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
貞
元
二
年
の
頃
の
菅
原
輔
正
は
当
時
の
文
章

博
士
菅
原
文
時
の
従
弟
文
章
博
士
に
も
た
っ
た
在
蜴
の
子
で
西
曹
の
人
物
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ち
ろ
ん
文
時
も
西
曹
で
あ
っ
た
。
す
た
わ
ち
、
こ
の
当
時
に
お
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
曹
に
よ
っ
て
御
読
書
始
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
当
然
為
時
は
文
時
の

も
と
、
西
曹
で
そ
の
学
を
磨
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
異
た
る
曹
の
人
ど
う
し
で
教
授
云
々
の
状
態
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
考

え
に
く
い
し
、
、
又
為
時
の
方
が
道
済
よ
り
も
年
上
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
あ

わ
せ
る
と
、
こ
の
話
に
い
さ
さ
か
の
不
審
を
感
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
た
だ
こ
の
話
を
自
然
た
こ
と
と
す
る
た
め
か
、
『
袋
草
紙
』
の
引
い
た
本
文
の

前
に
「
歌
仙
モ
晴
時
歌
ヲ
人
二
乞
常
事
也
。
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ

う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
為
時
の
詩
に
傾
げ
る
情
熱
と
屈
託
の
な
い
律
義
た
詩

人
像
を
逆
に
支
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「
為
時
道
済
一
双
」
の
と
い
う
の
は
東

西
西
曹
を
比
し
て
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
両
者
が
居

並
ぶ
詩
人
の
中
で
名
を
馳
せ
た
す
ぐ
れ
た
文
士
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
残
さ
れ
て

語
ら
れ
る
話
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
そ
し
て
清
輔
は
自
分
の
曹
（
東

曹
）
出
身
の
先
輩
道
済
の
学
才
を
、
西
曹
の
為
時
を
引
き
合
い
に
出
し
て
（
引

き
合
い
に
出
さ
れ
る
程
優
秀
と
い
え
る
）
賞
讃
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
話
の

骨
組
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
次
に
『
袋
草
紙
』
が
載
せ
る
働
は
、
物
語
の
中
に
置
か
れ
た
歌
が
勅
撰
集
に

入
る
は
ず
が
な
い
の
に
、
　
『
源
氏
物
語
』
に
あ
る
歌
を
後
拾
遺
集
に
入
れ
て
あ

る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
歌
が
式
部
の
父
為
時
の
歌
で
あ
る
と

す
る
。

　
こ
れ
だ
げ
で
は
説
話
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
も
杜
撰
で
あ
る
。
こ
の
話
の
中

軸
は
為
時
歌
の
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
部
分
を
枕
に
し
て

語
る
。
後
半
の
紫
式
部
の
命
名
説
の
方
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
で
あ
る
た
ら

ば
、
こ
の
為
時
歌
の
間
題
は
こ
こ
で
扱
う
に
そ
ぐ
わ
な
い
内
容
か
も
し
れ
た
い
。

し
か
し
、
前
述
し
た
清
輔
の
語
る
内
容
を
否
定
し
た
の
を
補
強
す
る
意
を
込
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
、
こ
の
話
に
つ
い
て
も
い
さ
さ
か
触
れ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。



　
『
袋
草
紙
』
の
語
る
「
物
語
中
の
歌
勅
撰
集
に
入
れ
ず
」
の
こ
と
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

そ
れ
を
否
定
す
べ
き
例
は
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
早
く
契
沖
が
「
拾
遺
集
考
要
」

の
中
に
お
い
て
た
し
て
い
る
も
の
で
、
『
宇
津
保
物
語
』
「
藤
は
ら
の
君
」
の
段

に
あ
る
。

　
思
ひ
き
や
わ
が
待
っ
人
は
よ
そ
乍
七
夕
っ
め
の
逢
ふ
を
み
む
と
は

が
『
拾
遺
和
歌
集
』
恋
二
、
七
七
一
番
に
、
ま
た
同
集
恋
五
、
九
九
七
番
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
思
ふ
事
た
す
こ
そ
神
の
か
た
か
ら
め
し
ぱ
し
忘
る
る
心
つ
げ
な
む

が
同
じ
く
『
宇
津
保
物
語
』
　
「
ま
つ
り
の
つ
か
ひ
」
段
に
あ
る
歌
と
符
号
す
る

と
い
う
明
示
で
あ
る
。

　
拾
遺
集
の
二
首
は
そ
れ
ぞ
れ
読
み
人
知
ら
ず
の
歌
と
し
て
あ
る
。
拾
遺
集
の

成
立
が
長
徳
四
年
頃
で
あ
り
、
『
宇
津
保
物
語
』
の
方
は
村
上
帝
か
ら
円
融
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

（
在
位
九
六
九
～
九
八
四
）
頃
ま
で
の
問
に
成
立
し
た
と
み
れ
ば
、
問
違
い
た

く
『
宇
津
保
物
語
』
の
歌
を
拾
遺
集
は
撰
集
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
の

こ
と
か
ら
、
物
語
歌
が
勅
撰
集
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
は
例
外
的
で
あ
っ
た
に
，
せ

よ
、
存
在
し
、
や
は
り
清
輔
の
誤
謬
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、

こ
の
歌
は
現
存
の
『
源
氏
物
語
』
に
は
見
え
な
い
。

　
こ
こ
で
清
輔
の
触
れ
た
こ
と
か
ら
は
、
藤
原
為
時
が
紫
式
部
の
父
と
し
て
後

拾
遺
集
に
名
を
残
し
た
勅
撰
歌
人
で
あ
り
、
詩
人
と
し
て
だ
げ
で
は
た
く
、
歌

人
と
し
て
も
知
れ
渡
っ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
に
難
く
な
い
と
い

え
よ
う
。

　
　
　
　
　
越
前
守
藤
原
為
時
の
補
任

　
い
ず
れ
に
せ
よ
清
輔
の
残
し
た
『
袋
草
紙
』
か
ら
為
時
評
価
の
一
面
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
得
る
と
い
え
る
。

　
次
に
、
こ
の
清
輔
よ
り
ほ
ぼ
一
世
紀
前
に
諸
々
の
文
化
的
業
績
を
残
し
た
大

江
匡
房
の
談
話
を
記
す
『
江
談
抄
』
に
１
現
れ
る
為
時
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
＠

ま
ず
第
四
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
三
巴
峡
月
雲
収
白
。
七
里
灘
波
葉
落
紅
藤
為
時

　
　
　
此
詩
田
家
秋
詩
也
。
以
言
見
二
此
詩
一
云
。
白
字
可
レ
習
二
置
処
一
云
々
。

　
大
江
以
言
が
こ
の
句
の
「
白
」
字
に
感
じ
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
三
巴
」
と
は
後
漢
の
時
の
巴
、
巴
東
、
巴
西
の
三
郡
を
い
う
。
ま
た
「
雲
収
白
」

　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
「
葉
落
紅
」
は
『
作
文
大
体
』
の
い
う
「
色
対
」
に
た
っ
て
い
る
。
だ
が
以

言
が
為
時
の
「
白
」
字
に
感
じ
い
っ
た
に
は
、
彼
自
身
に
一
つ
の
教
訓
が
あ
っ

た
。
　
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
も
載
る
以
言
の
句

　
　
文
峯
案
轡
白
駒
景
　
詞
海
蟻
舟
紅
葉
声

を
同
じ
『
江
談
抄
』
四
に
「
以
言
初
作
二
駒
過
影
、
葉
落
声
一
」
で
あ
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
に
対
し
「
六
条
宮
」
（
後
中
書
王
）
が
「
見
レ
草
被
レ
書
二
白
字
肝
要
之

・
＠

由
一
」
と
教
示
し
た
の
で
「
勿
改
作
」
し
た
の
で
あ
る
と
伝
え
る
。
そ
し
て
『
江

談
抄
』
は
「
白
字
直
千
金
也
」
と
と
じ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
こ
の
為
時
の
句

に
「
直
千
金
也
」
と
感
じ
い
る
理
由
も
お
の
ず
と
知
れ
る
。
ま
た
同
じ
句
を
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

い
て
以
言
が
同
趣
旨
の
こ
と
を
い
っ
た
と
載
せ
て
い
る
所
が
あ
る
。
そ
こ
で
は

以
言
は
「
此
句
。
白
字
甚
以
優
也
」
と
た
だ
た
だ
為
時
の
こ
の
句
を
ほ
め
そ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
越
前
守
藤
原
為
時
の
補
任

す
ぱ
か
り
で
あ
る
。

　
ま
た
他
に
も
『
江
談
抄
』
第
五
「
詩
事
」
に
、

　
　
為
憲
孝
道
秀
句
事

　
為
憲
文
章
劣
二
於
為
時
孝
道
一
云
々
。
就
レ
之
言
レ
之
。
孝
道
秀
句
只
三
也
。
巫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
陽
有
レ
月
猿
三
叫
。
衡
嶺
無
レ
雲
雁
一
行
之
句
。
明
妃
有
レ
涙
之
句
。
樹
応
二
子

　
熟
一
之
句
等
也
。
為
憲
者
有
二
其
員
↓

　
こ
こ
で
は
直
接
為
時
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
い
。
し
か
し
『
口
遊
』
　
『
三
宝

絵
詞
』
『
世
俗
諺
文
』
た
ど
の
著
述
で
有
名
た
源
為
憲
よ
り
、
為
時
、
孝
道
（
源
）

の
方
が
文
章
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
と
い
う
、
何
と
も
ほ
め
ち
ぎ
っ
た
説
明
で

あ
る
。

　
そ
れ
で
は
次
に
『
江
談
抄
』
五
『
詩
事
』
の
も
う
一
つ
の
記
事
に
つ
い
て
触

れ
る
。
今
ま
で
み
て
き
た
全
て
が
、
為
時
の
才
能
を
十
全
に
認
め
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を
受
げ
る
か
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
輔
ヂ
挙
直
一
双
者
也
事

　
　
又
被
。
命
云
。
輔
ヂ
挙
直
一
双
者
也
。
匡
衡
送
二
書
於
行
成
大
納
言
許
一
云
。

　
　
為
憲
．
為
時
．
孝
道
・
敦
信
、
挙
直
・
輔
ヂ
。
此
六
人
者
越
二
於
凡
位
一
者

　
　
也
。
故
共
甘
レ
貧
云
々
。

　
源
為
憲
、
藤
原
為
時
、
源
孝
道
、
藤
原
挙
直
、
藤
原
敦
信
、
藤
原
輔
ヂ
の
六

人
が
、
凡
位
で
は
あ
ま
り
に
も
も
っ
た
い
な
い
ほ
ど
の
才
能
を
も
っ
た
人
物
で

あ
る
こ
と
を
大
江
匡
衡
が
大
檀
言
藤
原
行
成
に
言
い
送
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
。
行
成
が
大
納
言
で
あ
っ
た
と
い
う
記
事
を
信
じ
る
た
ら
、
　
『
公
卿
補
任
』

に
よ
る
と
寛
仁
四
年
（
Ｈ
ｓ
◎
）
十
一
月
二
十
九
目
に
権
大
納
言
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
為
時
と
比
す
た
ら
ぱ
、
彼
の
最
終
記
事
の
み
え
る
寛
仁
二
年
の
二
年
後

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
頃
為
時
は
す
で
に
出
家
し
て
お
り
、
法
師
為
時
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

あ
り
、
多
分
死
の
寸
前
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
ん
な
為
時
に
「
凡
位
云
々
」
と

新
し
い
位
を
や
っ
て
ど
こ
か
の
国
守
に
で
も
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
信
じ
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

足
ら
た
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
う
す
る
と
大
麹
言
と
い
う
所
か
ら
こ
の
書
の
送

ら
れ
た
時
期
を
算
定
す
る
の
は
無
理
の
よ
う
で
あ
る
。
多
分
、
行
成
の
最
終
官

位
を
も
っ
て
こ
こ
は
記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
す
る
と
、
こ
の
書
が
送
ら
れ
た
時
期
を
考
え
る
に
、
匡
衡
が
文
章
博
士

に
す
で
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
等
六
人
が
凡
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

件
と
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
成
の
官
位
を
み
る
と
長
徳
元
年
（
ｏ
旨
）
八
月

二
十
九
日
に
詔
勅
の
伝
宣
、
進
奏
諸
儀
式
や
天
皇
の
日
常
万
端
に
ま
で
関
与
す

る
蔵
人
頭
に
補
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
匡
衡
は
そ
れ
以
前
の
永
昨
元
年
（
り
。
◎
り
）
十

月
一
目
に
文
章
博
士
に
た
っ
て
お
り
、
こ
の
長
徳
元
年
に
は
侍
従
を
兼
ね
て
い

ゆ
た
。
行
成
は
こ
の
年
従
四
位
下
で
備
後
権
守
を
兼
任
し
て
い
た
頃
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
侍
従
と
蔵
人
の
関
係
で
も
あ
り
、
こ
の
長
徳
元
年
頃
で
は
な
い
か

と
い
う
推
定
が
成
り
立
つ
。
　
（
こ
れ
以
前
に
も
以
降
に
も
、
先
の
条
件
を
満
た

す
時
期
は
み
あ
た
ら
な
い
。
）

　
こ
の
頃
で
あ
れ
ぱ
、
こ
の
六
人
の
中
で
も
年
長
者
と
思
わ
れ
る
為
憲
は
長
徳
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元
年
十
二
月
に
遠
江
守
の
任
を
解
か
れ
て
帰
京
し
て
い
た
時
期
で
散
位
で
あ
る
。

ま
た
為
時
も
散
位
で
あ
っ
て
、
長
徳
二
年
正
月
二
十
八
目
に
、
は
じ
め
て
越
前

守
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
れ
の
書
き
送
ら
れ
た
時
期
は
長
徳
二
年
の
春
の
除
目
に
向
げ

て
、
文
章
博
士
・
侍
従
の
匡
衡
か
ら
蔵
人
頭
行
成
に
送
ら
れ
た
も
の
と
推
定
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
も
年
の
お
し
っ
ま
っ
た
長
徳
元
年
の
十
二
月

（
為
時
の
帰
京
し
た
後
）
の
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
書
に
ょ
っ
て
だ
け
で
は
た
い
だ
ろ
う
が
、
長
徳
二
年
の
春
除
目
で
、
為

憲
は
国
司
に
こ
そ
た
れ
た
か
っ
た
が
、
一
階
を
加
え
ら
れ
た
従
五
位
上
に
昇
っ

て
い
る
。
そ
し
て
為
時
は
淡
路
守
（
申
文
に
よ
っ
て
す
ぐ
越
前
守
に
な
っ
た
こ

と
は
前
述
し
た
）
に
叙
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ち
た
み
に
、
匡
衡
に
凡
位
で
あ
る
と
嘆
か
せ
た
、
彼
ら
六
人
の
最
終
官
位
等

を
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

源
為
時

源
孝
道

藤
原
挙
直

藤
原
敦
信

藤
原
輔
ヂ

藤
原
為
時

正
五
位
下
、
伊
賀
美
濃
遠
江
守

従
五
位
下
大
和
守

従
五
位
下
信
乃
参
河
守

正
五
位
下
山
城
肥
後
守

従
四
位
下
木
工
頭
権
右
中
弁
大
和
守

従
五
位
下
越
前
越
後
守

す
べ
て
終
生
中
流
受
領
層
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
越
前
守
藤
原
為
時
の
補
任

こ
れ
を
し

て
み
れ
ぱ
、
匡
衡
な
ら
ず
と
も
文
章
博
士
で
あ
る
自
分
が
秀
抜
た
人
物
を
ど
う

に
か
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
た
ら
た
い
は
ず
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
六

人
は
、
文
章
博
士
の
メ
ガ
ネ
に
か
な
っ
た
学
才
・
人
柄
を
持
っ
た
人
物
と
い
え
、

為
時
も
そ
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
後
の
江
戸
期
の
大
儒
市
川
寛
斉
を
も
っ
て
し
て
も
、
そ
の
著
『
日
本
詩
紀
』

の
中
で
為
時
を
「
文
筆
を
も
っ
て
聞
く
」
と
述
べ
る
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
や
は
り
為
時
は
当
時
一
流
の
文
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
文
人
と
し
て
の
為
時
を
語
る
に
十
分
な
も
の
は
『
続
本
朝
往
生
伝
』
に
、

　
文
士
則
匡
衡
。
以
言
。
斉
名
。
宣
義
。
積
善
。
為
憲
。
為
時
。
孝
道
。
相
如
。

　
道
済
（
中
略
）
皆
是
天
下
之
一
物
也
。

が
如
実
に
語
り
伝
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
こ
う
し
て
今
に
伝
わ
る
藤
原
為
時
に
ま
つ
わ
る
説
話
か
ら
は
、
す
ぐ

れ
た
文
人
的
た
藤
原
為
時
像
が
っ
む
ぎ
出
さ
れ
て
き
た
。

藤
原
為
時
補
任
の
周
辺

今
ま
で
の
『
源
氏
物
語
』
研
究
で
、
作
者
紫
式
部
が
漢
才
に
た
げ
て
い
る
こ

と
は
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
背
後
に
は
父
為
時
が
あ
っ
た
。
そ

の
為
時
に
と
っ
て
も
、
ま
た
同
行
し
た
紫
式
都
に
．
と
っ
て
も
越
前
の
国
は
あ
ら

た
な
る
地
で
あ
り
、
受
領
と
し
て
は
望
む
と
こ
ろ
の
国
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
た
「
才
」
認
め
ら
れ
た
為
時
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
　
越
前
守
藤
原
為
時
の
補
任

と
こ
ろ
で
ほ
ぽ
あ
き
ら
か
に
た
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
し
か
に
種
々
伝
わ
っ
て

き
た
為
時
に
つ
い
て
の
話
に
は
、
そ
の
「
才
」
が
越
前
の
国
守
を
射
と
め
た
か

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
「
才
」
の
力
を
認
め
る
に
し
て

も
、
そ
し
て
そ
の
申
文
が
秀
抜
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
時
の
一
条
天
皇

を
嵯
嘆
さ
せ
た
だ
げ
で
は
、
お
い
そ
れ
と
大
国
の
守
を
得
れ
る
ほ
ど
当
時
の
杜

会
が
緩
や
か
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
道
長
を
し
て
変
え
さ
せ
る
に
は
、

前
に
述
べ
た
文
章
博
士
大
江
匡
衡
の
推
挙
と
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
相
当
の
う
し
ろ

だ
て
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
次
に
み
て
み
る
。

　
こ
の
除
目
の
変
更
、
す
た
わ
ち
為
時
の
「
直
物
」
の
こ
と
に
っ
い
て
は
も
う

少
し
資
料
を
掲
げ
て
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
花
山
帝
の
出
家
前
に
は
式
部
大
丞
（
正
六
位
下
）
で
あ
っ
た
為
時
が
散
位
を

過
ご
し
て
任
に
つ
い
た
と
き
、
一
躍
淡
路
守
（
従
六
位
下
相
当
）
を
越
え
て
越

前
守
（
従
五
位
上
相
当
）
に
抜
擢
さ
れ
る
に
は
、
彼
の
学
才
が
す
ぐ
れ
て
い
た

以
外
に
も
や
は
り
彼
を
あ
と
お
し
し
た
人
物
の
想
定
を
し
な
い
わ
げ
に
は
い
か

な
い
。
そ
れ
ほ
ど
為
時
に
と
っ
て
は
越
前
守
は
飛
躍
的
な
地
位
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
地
位
、
そ
れ
と
も
大
国
越
前
守
を
自
ら
望
ん
で

い
た
た
め
に
下
国
淡
賂
守
に
は
満
足
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
　
『
本
朝
文

粋
』
の
源
為
憲
の
「
散
位
従
五
位
上
源
朝
臣
為
憲
誠
僅
誠
恐
謹
言
」
に
詳
し
い
。

　
　
　
　
　
ツ
ラ
ツ
ラ
　
フ
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
フ
ル
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ハ
　
　
　
ヅ
　
　
ル
　
　
　
　
ニ

　
、
加
レ
之
僑
訪
二
延
喜
天
暦
二
代
之
古
事
｝
用
１
吏
之
道
。
・
先
依
二
功
労
刈

　
　
　
シ
　
ジ
ケ
レ
パ
　
　
ズ
ル
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
テ
イ
レ
バ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
呂
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
　
ク

功
労
若
同
。
又
弁
二
成
業
非
成
業
乏
者
。
去
年
正
月
除
目
。
道
路
調
歌
。
多
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美
二
皇
化
↓
其
中
参
河
守
藤
原
挙
直
。
越
前
守
同
為
時
。
各
任
二
所
望
之
国
↓

　
　
レ
ノ
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
シ
テ
　
ノ
　
　
ー
’
　
　
一
．
ハ
“
　
　
昌
　
　
　
　
そ
ク
セ
リ
ノ

　
是
其
一
也
。
彼
為
時
等
。
若
以
二
前
進
士
｝
別
遇
二
採
用
一
者
。
為
憲
同
成
二
其

　
　
ヲ
　
　
ヤ
シ
ク
メ
シ
ヲ
ヤ
ノ
ヲ
　
　
　
シ
テ
　
　
　
　
ノ
タ
ル
ヲ
　
ヲ
ヲ
バ
　
　
ヲ

　
業
↓
矧
久
嘗
二
道
瞼
一
乎
。
若
以
二
蕾
蔵
人
式
部
丞
↓
自
蒙
二
哀
憐
一
者
。
為

　
　
モ
　
　
　
タ
リ
　
　
　
ノ
　
ヲ

　
憲
皆
歴
二
其
職
↓
　
（
下
略
）

　
こ
れ
は
当
時
の
為
時
を
有
弁
に
語
る
。
ま
ず
越
前
守
は
為
時
の
所
望
で
あ
っ

た
こ
と
。
ま
た
、
以
前
に
進
士
の
試
験
に
パ
ス
し
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
為
時

が
式
部
丞
で
あ
っ
た
こ
と
の
三
点
で
あ
る
。

　
こ
の
越
前
を
合
む
北
陸
、
ま
た
山
陰
方
面
に
は
文
章
生
得
業
生
の
赴
任
は
多

か
っ
た
よ
う
で
『
江
家
次
第
』
に
、
　
「
越
中
国
赦
麟
鵜
峨
離
麟
斑
什
」
と
記
さ
れ
て

い
る
の
で
も
わ
か
る
。
当
時
多
く
来
た
宋
人
に
接
す
る
の
に
、
文
章
生
を
経
て

い
れ
ぱ
都
合
が
良
か
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
為
時
に
し
て
み
れ
ぱ
、
宋
人
と

会
っ
て
自
ら
の
才
を
た
め
す
機
会
を
待
ち
望
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
越
前
か
ら
帰
京
し
た
為
時
は
再
び
散
位
に
た
り
、
位
に
つ
い
た
為

時
を
窺
え
る
の
は
寛
弘
六
年
（
Ｈ
◎
８
）
三
月
四
目
条
の
左
少
弁
（
正
五
下
）
へ
と

進
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
政
界
か
ら
み
て
、
何
ら
か
の
バ
ッ
ク
ボ

ー
ソ
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
『
江
談
抄
』
を

引
い
て
前
述
し
て
お
い
た
、
匡
衡
、
行
成
の
存
在
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
越
前
赴
任
に
関
し
て
注
目
し
て
よ
い
内
容
が
も
う
一
点
見
つ
げ
出
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
『
長
徳
二
年
大
問
書
』
は
勿
論
正
月
二
十
五
目
に
終
っ
た
除
目
段
階
ま
で
し

か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
二
十
八
日
に
な
っ
て
に
わ
か
に
為
時
が
越
前
守
に
直
物



に
，
た
っ
た
の
は
記
す
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ま
ま
国
守
は
源
国

盛
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
越
前
権
守
の
欄
は
除
目
で
は
決
定
さ
れ
な
か
っ

た
と
見
え
て
空
任
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
権
守
は
『
公
卿
補
任
』
を
注
意
深
く

追
っ
て
行
げ
ぱ
、
為
時
が
補
任
さ
れ
た
と
同
じ
長
徳
二
年
の
条
に
「
従
三
位

菅
輔
正
ユ
十
四
月
廿
四
目
任
。
式
部
大
輔
、
越
前
権
守
如
元
」
と
菅
原
輔
正
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
輔
正
は
娘
を
藤
原
頼

任
（
関
白
太
政
大
臣
に
ま
で
進
ん
だ
頼
忠
の
子
）
に
嫁
が
せ
て
お
り
、
こ
の
頼

任
の
す
ぐ
上
の
兄
が
異
母
で
あ
る
が
、
権
大
納
言
に
昇
進
し
て
い
く
藤
原
公
任

　
　
　
ゆ

で
あ
る
。
そ
の
輔
正
は
為
時
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
為

時
が
栄
誉
あ
る
東
宮
読
書
始
の
尚
復
文
章
生
の
任
に
あ
っ
た
貞
元
二
年
（
り
ミ
）

三
月
二
十
八
目
の
時
、
こ
の
輔
正
が
学
士
権
左
中
弁
と
し
て
同
席
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

輔
正
は
為
時
よ
り
年
長
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
す
で
に
安
和
元
年
（
塞
。
・
）
に
は

大
学
頭
を
経
て
、
左
中
弁
、
そ
し
て
東
宮
学
士
を
兼
ね
、
天
禄
元
年
（
睾
◎
）
八

月
五
目
に
文
章
博
士
に
至
り
、
正
暦
二
年
（
８
Ｈ
）
以
降
は
式
部
大
輔
を
な
っ
て

い
る
人
物
で
あ
る
。
彼
は
前
述
し
た
よ
う
に
為
時
と
同
じ
西
曹
で
父
に
あ
た
る

時
の
式
都
大
輔
菅
原
文
時
に
つ
い
て
学
を
て
さ
め
て
い
る
。
す
た
わ
ち
為
時
に
。

す
れ
ぼ
学
問
の
良
き
先
輩
で
あ
っ
た
。
そ
の
彼
が
為
時
の
越
前
赴
任
の
後
を
追

う
よ
う
に
、
す
ぐ
の
四
月
二
十
四
日
に
権
守
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
次
の
越
前

権
守
は
と
い
え
ぱ
、
こ
れ
ま
た
為
時
を
推
挙
し
た
大
江
匡
衡
が
そ
の
任
に
あ
た

　
　
　
　
　
越
前
守
藤
原
為
時
の
補
任

　
　
　
　
ゆ

る
の
で
あ
る
。

　
輔
正
、
匡
衡
は
と
も
に
１
遥
任
で
は
あ
っ
た
が
、
う
し
ろ
立
て
と
し
て
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
は
、
ど
ん
な
に
，
か
為
時
を
し
て
も
安
堵
を
感
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
輔

正
・
匡
衡
は
為
時
に
と
っ
て
「
詩
」
で
結
び
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
間
柄
で
あ

り
、
文
人
の
世
界
が
政
治
の
世
界
に
一
つ
の
換
を
込
ち
込
ん
だ
か
の
よ
う
に
見

て
と
れ
る
。
為
時
と
輔
正
が
同
席
し
て
い
る
詩
宴
も
窺
え
、
そ
れ
は
例
え
ぼ
正

暦
四
年
（
８
０
。
）
正
月
二
十
二
目
に
１
為
時
が
綾
青
色
の
禁
色
の
抱
を
許
さ
れ
て
参

内
し
て
い
る
宴
で
の
、
輔
正
と
為
時
で
あ
る
。

　
文
人
申
宣
旨
着
綾
青
色
者
三
人
鵜
離
ゼ
准
柊
式
都
大
輔
輔
正
昇
殿
、

　
こ
う
し
て
為
時
と
輔
正
は
同
門
で
も
あ
り
、
多
く
詩
宴
に
同
席
し
、
親
交
を

か
わ
し
て
い
た
こ
と
は
窺
え
る
。
　
「
目
本
紀
略
』
等
を
見
る
と
、
　
「
皇
后
太
后

宮
去
年
御
給
」
と
か
「
恵
子
女
王
給
」
　
「
東
宮
御
給
」
た
ど
の
よ
う
に
、
強
力

な
推
薦
者
に
－
よ
る
任
官
は
多
々
見
え
る
が
、
為
時
の
場
合
に
お
い
て
は
帝
の
推

挙
を
促
す
帝
周
辺
の
人
物
と
し
て
、
為
時
－
輔
正
－
公
任
、
為
時
－
匡
街
－
行

成
と
繋
が
る
、
公
任
、
行
成
等
の
重
臣
達
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う

な
こ
と
か
ら
考
え
て
誤
り
は
た
い
で
あ
ろ
う
。

　
為
時
の
越
前
守
補
任
は
、
か
く
の
ご
と
き
人
六
の
推
挙
と
不
断
に
培
わ
れ
た

彼
の
才
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
、
紫
式
部
を
引
き
っ
れ
任
国
へ
下
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
¢
　
『
国
歌
大
観
』
一
七
〇
八
七
番
。
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越
前
守
藤
原
為
時
の
補
任

＠
　
新
訂
増
補
『
国
史
大
系
』
。

＠
塙
書
房
刊
『
袋
草
紙
注
釈
』
上
。

＠
例
え
ぱ
「
希
代
和
歌
」
の
段
で
、
和
泉
式
部
に
身
分
不
相
応
た
牛
飼
童
が
恋
を
し

　
て
歌
を
渡
す
話
が
あ
る
。
そ
こ
に
「
但
、
閻
巷
物
語
難
二
信
受
一
事
歎
」
な
ど
と
注
記

　
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
精
徴
を
っ
く
さ
ん
と
す
る
二
条
家
歌
学
の
姿
勢
は
窺

　
え
よ
う
。

＠
『
群
書
類
従
』
伝
部
二
「
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
」
源
道
済
の
項
で
は
長
和
四
年

　
二
月
十
四
目
」
と
し
て
あ
る
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ぱ
「
寛
弘
四
年
二
月
十
八
日
」

　
に
筑
前
守
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
寛
弘
四
年
春
の
除
目
は
正
月
廿
日
に
お

　
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
長
和
四
年
の
は
二
月
十
六
日
に
初
ま
り
十
八
目
に
終
っ
て

　
い
る
の
が
『
御
堂
関
白
記
』
等
に
見
え
、
長
和
四
年
が
正
し
く
、
誤
記
さ
れ
た
と
見

　
る
。

◎
　
『
群
書
類
従
』
雑
部
。

¢
　
桃
裕
行
『
上
代
学
制
の
研
究
』
参
照
。

＠
　
前
掲
書
＠
の
他
、
川
口
久
雄
『
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究
』
上
の
「
作
者
略

　
系
譜
」
。

　
　
増
訂
『
故
実
叢
書
』
。

＠
新
訂
増
補
『
国
史
大
系
』
「
目
本
紀
略
」
、
　
ま
た
同
じ
内
容
の
も
の
が
「
大
鏡
裏

　
書
」
に
も
み
え
る
。

＠
　
『
国
史
大
系
』
「
続
目
本
後
記
」
承
和
元
年
（
。
。
・
。
ト
）
三
月
八
目
の
条
に
、
時
の
博
士

　
菅
原
清
公
に
よ
っ
て
紀
伝
博
士
を
廃
し
て
文
章
博
士
を
二
人
と
す
る
こ
と
が
み
え

　
る
。

＠
他
に
見
い
出
せ
る
話
と
し
て
は
『
続
群
書
類
従
』
雑
部
「
世
継
物
語
」
が
あ
る
。

＠
　
岩
波
書
店
刊
『
契
沖
全
集
』
第
九
巻
。

＠
　
『
宇
津
保
物
語
』
で
は
前
の
歌
を
春
宮
、
ま
た
こ
の
歌
を
伸
頼
の
と
し
、
「
た
く

　
さ
む
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
拾
遺
集
（
以
下
拾
遺
和
歌
集
を
略
す
）
で
は
「
忘
る
る
」
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と
作
る
。
ま
た
「
思
ふ
事
」
の
歌
は
『
風
雅
和
歌
集
』
巻
十
二
に
も
見
え
る
。

＠
岩
波
大
系
本
『
宇
津
保
物
語
』
三
、
解
説
。

＠
　
第
四
の
題
目
は
未
詳
。

＠
　
書
陵
部
蔵
本
『
和
漢
兼
作
集
』
に
も
見
え
る
。

＠
　
『
群
書
類
従
』
。

　
　
　
第
一
　
色
対

　
　
青
黄
。
赤
白
。
雲
煙
。
雨
露
。
霞
霧
。
…
…

＠
傍
点
筆
者
。

ゆ
　
『
江
談
抄
』
第
五
「
月
明
水
簡
詩
腰
句
事
」
。

＠
『
本
朝
麗
藻
』
に
「
晩
秋
遊
二
弥
勒
寺
上
方
一
」
の
題
で
み
え
、
「
衡
」
は
「
商
」

　
と
あ
る
。

＠
新
訂
増
補
『
国
史
大
系
』
。

＠
　
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
正
月
二
十
一
目
条
に
「
為
時
法
師
」
と
み
え
る
。
他
に
「
御

　
堂
関
白
記
」
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

ゆ
　
ま
た
、
『
作
者
部
類
』
に
ょ
る
と
源
為
憲
は
寛
弘
八
年
八
月
に
す
で
に
他
界
し
て

　
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

＠
　
『
公
卿
補
任
』
。

＠
　
『
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
』
。

ゆ
　
岡
田
希
雄
「
源
為
憲
伝
孜
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
十
七
年
一
月
。

＠
　
『
続
群
書
類
従
』
十
輯
下
。

ゆ
　
『
公
卿
補
任
』
長
徳
三
年
に
は
「
式
部
大
輔
。
犬
和
権
守
。
」
に
変
わ
っ
て
い
る
。

＠
　
ま
た
、
今
井
源
衛
「
紫
式
部
の
父
系
」
『
源
氏
物
語
講
座
』
第
六
巻
所
収
に
お
い

　
て
為
時
の
兄
為
頼
が
公
任
や
具
平
親
王
等
と
親
密
た
問
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

　
れ
て
い
る
。
為
時
の
推
挙
に
は
、
為
頼
を
通
し
て
の
公
任
、
近
親
者
と
し
て
の
輔
正

　
・
公
任
が
注
目
さ
れ
る
位
置
に
あ
る
。

ゆ
　
『
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
』
で
長
徳
三
年
正
月
二
十
八
目
兼
越
前
権
守
と
み
え
る
。



ゆ
岡
一
男
「
紫
式
部
新
考
」
『
源
氏
物
語
と
女
流
日
記
研
究
と
資
料
』
所
収
。

引
用
の
枕
草
子
、

よ
っ
た
。
ま
た
、

源
氏
物
語
、
今
昔
物
語
、
和
漢
朗
詠
集
は
そ
れ
ぞ
れ
岩
波
大
系
本
に
。

本
朝
文
粋
は
柿
村
重
松
『
本
朝
文
粋
注
釈
』
に
よ
っ
た
。

〈
付
記
Ｖ

　
藤
原
為
時
の
越
前
守
赴
任
に
統
く
越
前
へ
の
旅
、
ま
た
、
彼
の
地
で
の
為
時
、
と
り

わ
け
紫
式
部
の
生
活
を
窺
い
知
る
に
は
、
今
の
と
こ
ろ
主
な
も
の
と
し
て
『
紫
式
部

集
』
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
引
き
続
げ
ら
れ
る
べ
き
『
紫
式
部
集
』
の
研
究

の
前
段
階
的
な
一
つ
の
作
業
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

　
父
と
と
も
に
下
向
し
た
紫
式
部
の
問
魑
に
つ
い
て
は
次
の
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

ｏ

越
前
守
藤
原
為
時
の
補
任

四
七
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