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記
紀
神
話
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
皇
室
と
出
雲
と
の
関
係
は
神
代

の
昔
か
ら
存
在
す
る
。
国
津
神
と
し
て
出
雲
に
あ
つ
た
大
国
主
神
は

そ
の
国
譲
り
に
よ
つ
て
天
之
日
隅
宮
に
身
を
隠
し
、
幽
世
を
統
治
す

る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
一
方
で
は
そ
の
御
魂
を
大
和
の
大
三
輪
の
甘

南
備
に
祀
り
、
朝
廷
の
守
護
の
神
と
し
て
奉
齋
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

古
代
に
お
け
る
出
雲
国
造
の
「
神
賀
詞
」
は
こ
の
所
縁
を
述
べ
た
も

の
で
あ
り
、
天
子
即
位
の
後
は
国
造
が
参
内
し
て
こ
の
壽
詞
を
奏
し
、

大
国
主
神
に
よ
る
朝
廷
御
守
護
の
所
縁
と
皇
室
の
弥
栄
と
を
祈
る
の

が
慣
は
し
で
あ
つ
た
。

　

し
か
し
こ
れ
も
律
令
の
制
度
の
弛
緩
に
よ
り
廃
れ
、
中
古
以
来
は

全
く
途
絶
え
、
朝
廷
と
出
雲
と
の
こ
の
や
う
な
関
係
は
表
面
上
な
い

ま
ま
近
世
に
及
ん
だ
の
で
あ
つ
た
と
言
へ
る
。

　

徳
川
時
代
に
お
い
て
出
雲
大
社
の
神
職
に
こ
の
や
う
な
嘗
て
存
在

し
た
朝
廷
守
護
の
思
想
が
再
び
興
起
し
た
の
は
、
垂
加
神
道
の
思
想

の
移
入
が
あ
り
、
ま
た
本
居
宣
長
に
学
ん
だ
千
家
俊
信
に
よ
つ
て
国

学
思
想
が
導
入
さ
れ
、
出
雲
に
関
す
る
古
典
の
研
究
が
深
化
し
た
こ

と
に
よ
る
。
俊
信
は
師
宣
長
の
『
出
雲
國
造
神
壽
詞
後
釋
』
の
研
究

を
受
け
て
、
ま
づ
『
出
雲
風
土
記
』
を
校
訂
し
世
に
弘
め
た
、
ま
た

そ
の
教
へ
を
受
け
た
国
造
家
の
千
家
尊
孫
、
尊
澄
を
初
め
と
し
て
、

千
家
国
造
家
の
学
頭
中
村
守
臣
は
『
神
籬
傳
』
を
著
し
て
皇
統
守
護

を
説
き
（
（
（

、
ま
た
北
島
国
造
家
の
学
頭
富
永
芳
久
は
こ
こ
に
紹
介
す
る

『
寶
剣
攻
證
』
を
著
し
て
同
じ
く
出
雲
大
社
の
皇
室
の
守
護
の
立
場

を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
考
へ
が
明
治
天
皇
の
即
位

に
あ
た
つ
て
の
千
家
北
島
両
国
造
家
に
よ
る
「
神
賀
詞
」
奏
上
の
古

儀
復
活
と
言
つ
た
考
へ
に
繋
が
つ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
芳

久
の
『
寶
剣
攻
證
』
に
つ
い
て
解
説
を
加
へ
る
と
と
も
に
そ
の
思
想

に
つ
い
て
も
考
へ
た
い
。
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二

　

富
永
芳
久
の
生
ま
れ
た
富
永
家
は
出
雲
大
社
の
北
島
国
造
家
に
歴

代
仕
へ
た
社
家
で
あ
つ
て
、
芳
久
は
文
化
十
年
富
永
通
久
の
子
と
し

て
生
ま
れ
、
明
治
十
三
年
に
六
十
六
歳
を
以
て
逝
い
た
。
そ
の
詳
細

は
歿
後
に
纏
め
ら
れ
た
「
富
永
楯
津
履
歴
（
2
（

」
に
あ
る
。
そ
れ
に
に
よ

れ
ば
芳
久
は
多
計
知
と
も
称
し
、
明
治
五
年
以
降
は
名
を
統
一
す
べ

く
楯
津
と
称
し
た
。
千
家
俊
信
に
つ
い
て
国
学
を
学
び
、
の
ち
天
保

五
年
若
山
の
本
居
内
遠
に
就
き
、
神
道
、
和
歌
、
文
法
に
秀
で
、
ま

た
出
雲
風
土
記
の
研
鑽
に
も
努
め
た
。
ま
た
厖
大
な
蔵
書
を
擁
し
（
（
（

こ

の
や
う
な
広
汎
な
国
学
的
素
養
を
有
す
る
芳
久
が
三
種
の
神
器
の
寶

剣
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

本
稿
で
扱
ふ
、『
寶
剣
攻
證
』
は
富
永
芳
久
の
著
で
あ
り
、
架
蔵

（「
柿
之
舎
文
庫
」）
の
写
本
一
冊
で
あ
る
。
な
ほ
本
書
は
『
国
書
総
目

録
』
に
記
載
が
な
い
。
巻
末
に
「
慶
應
四
年
三
月
朔
日　

天
日
隅
宮

神
官　

富
永
芳
久
謹
稿
」
と
あ
り
、
明
治
維
新
の
直
前
に
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
慶
應
四
年
三
月
の
松
本
元
裕
（
巌
）、

同
じ
く
六
月
の
近
藤
芳
樹
の
序
文
が
あ
る
。
ま
た
本
編
の
ほ
か
に
大

國
主
神
の
天
の
広
矛
を
注
解
し
た
「
附
録
」
を
付
し
て
ゐ
る
。
芳
樹

は
本
書
に
目
を
通
し
た
と
み
え
、
一
箇
所
「
芳
樹
云
」
と
書
い
た
割

り
注
が
存
す
る
。
書
誌
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

書
誌

　

写
本
、
一
冊
、
法
量
縦
二
四
糎
×
横
一
七
糎
、
楮
紙
（
薄
様
）、

黄
色
表
紙
の
左
肩
に
子
持
枠
題
簽
紙
「
寶
剣
攻
證　

全
」（
墨
書
）

貼
付
、
書
名
寶
剣
攻
證
、
内
題
同
じ
（
但
し
近
藤
芳
樹
序
文
に
は
「
寶

剣
代
達
上
考
序
」
と
あ
り
）
※
書
名
の
「
攻
證
」
は
「
攷
證
」
が
正
し

い
か
と
も
思
料
さ
れ
る
が
、
一
貫
し
て
「
攻
證
」
と
記
し
て
あ
る
の

で
そ
れ
に
従
つ
た
。
こ
の
用
字
が
あ
る
の
か
、
不
明
。

　

丁
数
全
三
六
丁
、
遊
び
紙
一
丁
、
序
文
三
丁
（
松
本
元
裕
一
丁
、
近

藤
芳
樹
二
丁
）、
本
文
一
五
丁
、
附
録
一
七
丁
、
蔵
書
印
、
本
文
一
丁

に
四
角
朱
印
「
齋
藤
宗
家
之
章
」
と
あ
る
も
伝
来
不
明
。
大
変
謹
厳

な
字
体
で
書
か
れ
て
を
り
、
近
藤
芳
樹
の
序
文
な
ど
は
芳
樹
の
字
体

そ
の
も
の
で
あ
り
、
透
き
写
し
に
し
た
も
の
と
思
料
さ
れ
、
出
版
の

為
の
版
下
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

　

参
考
の
た
め
二
つ
の
序
文
を
次
ぎ
に
翻
刻
す
る
。

　

天
下
第
一
大
事　

神
為
第
一
要
務
輒
以
数
葉
小
冊
子
攻
證
焉

　

而
確
其
辞
迺
短
而
圓
其
意
則
活
而
長
可
不
謂
之　

自
今
第
一

奇
書
哉

　

慶
應
戊
辰
三
月
初
吉

　
　
　
　
　
　
　
　

古
風
書
院
主
人
松
本
裕マ

撰マ　

於
松
江
客
楼

　

　

寶
剣
代
達
上
考
序

三
種
の
神
寶
の
事
は
し
も
、
お
の
れ
は
や
く
職
原
抄
標
注
の
別
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記
に
く
は
し
く
し
る
し
て
、
ま
た
さ
ら
に
徴
し
の
こ
せ
る
く
ま

は
あ
ら
じ
と
思
ひ
ゐ
た
り
し
に
、
此
考
を
見
れ
ば
、
猶
井
に
ゐ

て
天
を
は
か
る
の
譏
を
え
の
が
れ
ぬ
お
ろ
か
さ
に
な
ん
あ
り
け

る
、
さ
る
は
後
の
醍
醐
の
天
皇
の
隠
岐
國
よ
り
か
へ
ら
せ
給
へ

る
時
、
大
社
の
神
官
に
詔
下
し
給
ひ
て
、
彼
宮
な
る
神
剣
を
奉

ら
し
め
た
ま
へ
り
し
證
文
の
、
神
庫
に
蔵
ま
れ
る
を
見
れ
ば
、

今
の
う
つ
ゝ
に
傳
へ
さ
せ
給
へ
る
寶
剣
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
な

る
事
、
い
は
ん
も
更
に
て
、
長
門
の
海
の
潮
沫
の
ゆ
ゝ
し
く
は

か
な
き
後
の
論
ひ
も
、
芳
野
の
山
の
花
の
雪
の
、
行
方
空
し
き

あ
と
の
さ
だ
め
も
、
た
ゞ
書
の
う
へ
の
こ
と
の
み
な
ん
あ
り
け

る
。
あ
は
れ
磯
城
の
瑞
籬
宮
の
御
代
に
、
う
つ
し
つ
く
ら
せ
給

へ
る
も
、
此
大
社
な
り
し
も
、
共
に
神
代
な
が
ら
の
物
實
に
し

あ
ら
ね
ば
、
か
れ
の
か
は
り
に
是
を
用
ゐ
て
、
御
代
官
と
あ
が

め
さ
せ
給
は
ん
に
、
何
の
あ
か
ぬ
事
か
は
あ
る
べ
き
、
そ
の
よ

し
を
、
世
の
人
あ
ま
ね
く
知
て
、
三
種
な
が
ら
備
は
り
給
へ
る

大
御
寶
に
紛
を
い
れ
ず
な
り
な
む
は
、
こ
れ
は
た
大
朝
廷
の
御

稜
威
、
い
に
し
へ
に
立
か
へ
り
盛
え
た
ま
は
ん
時
の
、
い
た
れ

る
し
る
し
な
ら
ざ
ら
め
か
も
、
穴
か
し
こ
、

　
　
　
　

戊
辰
の
と
し
み
な
月　
　

長
門
の
殿
人　

藤
原
芳
樹

　

こ
の
序
文
の
作
者
で
あ
る
松
本
元
裕
は
巌
と
も
称
し
（
以
下
巌
と

称
す
）、
松
江
藩
士
で
あ
り
且
つ
儒
者
で
も
あ
つ
た
人
物
で
あ
る
（
（
（

。

そ
の
た
め
幕
末
時
に
は
千
家
北
島
両
国
造
家
の
漢
学
の
師
で
も
あ
つ

た
と
も
言
ふ
。
松
江
藩
は
松
平
氏
で
あ
り
徳
川
氏
と
は
関
係
が
あ
る

藩
で
あ
つ
た
。
そ
れ
ゆ
ゑ
維
新
時
に
松
江
藩
が
徳
川
方
に
荷
担
せ
ず
、

朝
廷
に
対
し
て
恭
順
を
表
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
申
し
開
き
に

山
陰
鎮
撫
使
の
西
園
寺
公
望
の
も
と
へ
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の

が
こ
の
巌
で
あ
つ
て
、
当
時
の
中
央
と
繋
が
り
が
あ
つ
た
人
物
で
あ

つ
た
や
う
で
あ
る
。
芳
久
が
巌
に
序
文
を
依
頼
し
た
の
も
両
国
造
家

や
、
こ
の
や
う
な
人
間
関
係
を
重
視
し
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
巌
は
大
社
の
神
職
で
あ
る
中
村
守
手
（
守
臣
養
子
）
と
と
も
に

明
治
元
年
十
二
月
に
は
千
家
北
島
両
国
造
家
の
調
定
合
一
策
を
建
白

す
る
な
ど
の
働
き
を
し
て
ゐ
る
（
5
（

。

　

な
ほ
芳
久
後
裔
の
富
永
幸
子
氏
（
出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
）
所
蔵
の

文
書
に
、
こ
の
序
文
を
書
い
た
松
本
裕
（
巌
）
が
、
こ
の
序
文
の
原

稿
を
芳
久
の
も
と
へ
送
つ
た
と
き
の
、
慶
應
三
年
十
月
五
日
付
け
の

書
翰
が
残
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
架
蔵
本
の
序
文
に
「
慶
應
戊
辰
三
月

初
吉
」
と
あ
る
日
付
が
、「
慶
應
丁
卯
十
二
月
朔
旦
」
と
な
つ
て
ゐ

る
相
違
が
あ
る
。
十
月
五
日
付
け
の
書
翰
の
中
に
同
年
の
十
二
月
一

日
の
日
付
の
序
文
が
あ
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
、
初
期
の

脱
稿
完
成
は
こ
の
こ
ろ
が
目
途
と
さ
れ
て
ゐ
た
為
に
、
序
文
の
依
頼

時
に
こ
の
日
付
を
指
定
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
実
際
に
脱
稿
完

成
は
年
を
越
し
て
翌
年
の
早
く
で
あ
つ
た
と
見
え
、「
三
月
初
吉
」

と
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
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い
ま
一
つ
の
序
文
の
作
者
で
あ
る
近
藤
芳
樹
は
本
居
大
平
門
下
の

山
口
の
国
学
者
で
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
活
躍
し
、
晩
年

は
宮
内
省
文
学
御
用
掛
と
な
つ
た
人
物
で
あ
り
、
明
治
十
三
年
に
逝

い
て
ゐ
る
。
芳
樹
は
徳
川
時
代
後
期
の
萩
を
基
点
と
し
て
大
阪
や
若

山
な
ど
、
主
に
関
西
方
面
で
そ
の
才
能
、
頭
角
を
表
し
た
が
出
雲
大

社
と
の
関
係
は
な
ほ
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
安
政
三
年
に
大
社
に
詣

で
、
自
著
『
大
祓
詞
中
執
抄
』
の
序
文
を
国
造
尊
孫
か
ら
頂
い
て
ゐ

て
、
こ
の
仲
介
を
し
た
の
が
同
じ
本
居
家
の
門
弟
で
あ
つ
た
芳
久
で

は
な
か
ら
う
か
。
ま
た
芳
久
は
大
社
の
神
札
を
配
札
す
る
な
ど
の
関

係
か
ら
若
山
や
大
坂
へ
往
来
し
た
の
で
あ
つ
て
、
在
坂
中
の
芳
樹
と

相
識
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
芳
久
の
在
坂
の
定
宿
は
中
之
島
近

く
の
松
江
藩
蔵
屋
敷
（
白
子
裏
町
）
の
出
雲
屋
儀
右
衛
門
方
で
あ
つ

た
（
（
（

。
何
れ
に
せ
よ
何
か
し
ら
の
関
係
で
序
文
を
依
頼
し
、
芳
久
の
著

作
を
高
く
評
価
す
る
文
章
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
書
い
た
明

治
元
年
の
六
月
に
は
芳
樹
は
京
都
に
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　

先
掲
の
「
富
永
楯
津
履
歴
」
に
は
そ
の
著
書
と
し
て
本
書
の
名
が

記
載
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
本
書
は
先
述
の
通
り
『
国
書
総
目
録
』
に
記

載
は
な
く
、
他
の
伝
本
（
写
本
）
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
太

田
正
弘
『
神
道
関
係
図
書
資
料
目
録
』
補
訂
版
に
昭
和
十
一
年
の
謄

写
版
の
存
在
が
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
謄
写
版
本
は
乾
坤
二
冊
の

体
裁
（
太
田
正
弘
氏
蔵
本　

乾
坤
二
冊
の
坤
は
架
蔵
本
の
附
録
に
当
た
る
も

の
を
一
册
に
し
た
も
の
。）
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
架
蔵
本
と
同
じ
で

あ
る
（
但
し
架
蔵
本
の
割
り
注
が
二
行
書
き
で
あ
る
の
に
謄
写
本
は
本
文
と

同
じ
大
き
さ
で
「　

」
で
括
つ
て
あ
る
）
が
、
こ
ち
ら
に
は
千
家
尊
福

の
明
治
七
年
の
序
文
が
あ
る
。
ま
た
松
本
巌
の
序
文
が
跋
文
と
し
て

巻
末
に
配
さ
れ
て
ゐ
る
相
違
が
あ
る
が
、
そ
の
近
藤
芳
樹
、
松
本
巌

の
字
体
は
謄
写
版
と
は
言
へ
架
蔵
本
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

　

架
蔵
本
に
な
い
千
家
尊
福
の
序
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

寶
剣
攷
證
序

元
弘
天
皇
の
伯
耆
國
の
船
上
山
に
行
幸
し
ゝ
ほ
ど
に
大
神
の
御

剣
を
請
は
せ
給
ひ
し
そ
の
綸
旨
我
家
に
も
ち
傳
へ
た
る
を　

今

内
侍
所
に
い
つ
き
給
ふ
は　

や
が
て
そ
の
御
剣
な
ら
む
と
お
も

ひ
ま
つ
ら
る
ゝ
よ
し
は　

は
や
く
遠
祖
國
造
尊
光
の
家
記
に
し

る
さ
れ
た
る
を　

こ
た
び
富
永
楯
津
こ
こ
ら
の
古
記
を
考
へ
あ

か
し
て
こ
の
書
を
あ
ら
は
し
た
る
は　

い
そ
し
く
よ
ろ
こ
ば
し

き
わ
ざ
に
な
む　

お
の
れ
こ
の
書
を
み
て
お
も
へ
ら
く
元
弘
の

む
か
し
御
剣
の
我
大
宮
よ
り
い
で
た
る
よ
し
は
世
に
た
へ
て
し

る
人
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば　

か
れ
こ
れ
と
紛
は
し
き
説
さ
へ
い

で
く
め
る
を　

か
く
つ
ば
ら
な
る
攷
證
の
い
で
こ
し
う
へ
は
今

よ
り
後
誰
し
の
人
も
お
も
ひ
ま
ど
ふ
こ
と
は
あ
ら
じ
と
い
と
い

と
う
れ
し
う
な
む　

さ
て
我
大
宮
に
は
同
じ
か
た
の
神
剣
二
振

有
け
る
を　

元
弘
三
年
の
三
月
に
詔
の
ま
に
ま
に
一
振
奉
り
し

か
ど
今
一
振
は
猶
大
神
の
内
宮
に
い
つ
き
奉
り
て　

い
に
し
明

治
五
年
の
六
月
に
こ
の
御
剣
の
あ
り
か
た
を
模
写
し
奉
る
べ
き
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よ
し
教
部
省
よ
り
下
書
あ
り
け
れ
ば　

そ
は
や
が
て
奉
り
し
か

ど　

な
ほ
此
書
を
公
に
し
て
い
み
じ
き
神
寶
な
る
ゆ
ゑ
よ
し
を

普
く
世
に
し
ら
せ
ま
ほ
し
く
思
ふ
ま
に
ま
に　

そ
の
よ
し
か
き

し
る
し
た
る
に
な
む

　
　

�

御
剣
を
お
な
じ
出
雲
に
こ
は
し
ゝ
は
神
世
の
あ
と
や
ふ
み

給
ひ
け
む

　
　
　

明
治
七
年
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
雲
大
社
大
宮
司
従
五
位　

千
家
尊
福

　

ま
た
架
蔵
本
の
巻
末
の
芳
久
の
署
名
の
「
慶
應
四
年
三
月
朔
日　

天
日
隅
宮
神
官　

富
永
芳
久
謹
稿
」
が
謄
写
本
で
は
年
月
は
同
じ
で

あ
る
が
「
富
永
楯
津
謹
稿
」
と
な
つ
て
ゐ
る
。
芳
久
が
楯
津
と
名
を

統
一
し
た
の
は
明
治
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。（
先
掲
「
富
永
楯
津
履
歴
」

に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
従
来
多
用
し
て
ゐ
た
名
は
一
名
に
せ
よ
と
の
命
が
あ
つ

た
由
）
こ
れ
に
よ
り
本
書
は
慶
應
三
年
こ
ろ
に
書
か
れ
、
四
年
三
月

の
脱
稿
後
、
松
本
、
近
藤
の
序
文
を
付
し
刊
行
の
予
定
で
ゐ
た
も
の

の
維
新
時
の
混
乱
で
見
送
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
形
の
も
の
が

架
蔵
本
で
あ
る
。
そ
の
後
明
治
五
年
に
大
社
収
蔵
の
御
剣
を
模
写
し

て
教
部
省
へ
奉
つ
た
が
、
そ
の
折
に
本
書
の
公
刊
を
期
し
、
七
年
に

尊
福
の
序
文
を
付
し
て
刊
行
が
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し

明
治
十
三
年
に
は
芳
久
が
逝
き
そ
の
刊
行
も
空
し
く
な
り
、
版
下
の

ま
ま
保
存
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
漸
く
昭
和
十
一
年

に
な
つ
て
謄
写
版
の
形
で
世
に
出
た
の
で
あ
る
。
こ
の
謄
写
本
は
巻

末
に
芳
久
の
略
歴
と
著
述
目
録
を
載
せ
る
の
み
で
本
書
の
刊
行
の
経

緯
等
に
つ
い
て
は
書
く
と
こ
ろ
が
な
い
。
奥
付
に
は
「
昭
和
十
一
年

十
二
月
六
日
印
刷
／
昭
和
十
一
年
十
二
月
十
三
日
發
行
／
著
述
者
相

続
人　

島
根
県
大
社
町
杵
築
東　

冨
永
敏
夫
／
印
刷
者　

京
都
市
中

京
区
河
原
町
竹
屋
町　

山
川
傳
太
郎
／
發
行
者　

京
都
市
中
京
区
寺

町
通
三
條
北　

三
浦
良
吉
／
發
兌　

書
林
其
中
堂
／
本
店　

名
古
屋

市
中
区
門
前
町
／
支
店
京
都
市
寺
町
通
三
條
北
」
と
あ
つ
て
、
京
都

の
其
中
堂
支
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
事
が
わ
か
る
。
こ
の
本
も
謄
写
版

油
印
の
た
め
、
そ
れ
ほ
ど
部
数
が
あ
つ
た
と
も
思
は
れ
ず
、
稀
覯
書

で
あ
る
。
ま
た
架
蔵
本
と
こ
の
本
と
の
間
に
木
版
本
が
あ
つ
た
と
は
、

そ
の
伝
存
が
皆
無
の
た
め
思
は
れ
な
い
。

三

　

徳
川
時
代
中
期
に
千
家
俊
信
に
よ
つ
て
出
雲
に
将
来
さ
れ
た
国
学

の
思
想
は
、
西
岡
和
彦
氏
の
指
摘
す
る
ご
と
く
既
に
出
雲
に
定
着
し

て
ゐ
た
垂
加
の
教
へ
と
も
重
な
り
、
我
が
国
体
を
顧
み
る
機
会
を
与

へ
、
ひ
い
て
は
国
造
家
と
朝
廷
と
の
関
係
や
あ
り
方
を
考
へ
る
こ
と

に
繋
が
っ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

　

出
雲
大
社
の
御
祭
神
に
つ
い
て
も
、
長
ら
く
素
盞
嗚
尊
と
さ
れ

て
き
た
の
が
、
大
已
貴
命
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
改
ま
り
、
更

に
『
古
事
記
』
記
載
の
表
記
で
あ
る
「
大
國
主
神
」
と
改
ま
る
の
も

『
古
事
記
』
へ
注
目
し
て
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
当
然
な
が
ら
国
造
家
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が
天
照
大
御
神
の
御
弟
で
あ
る
天
穂
日
命
の
血
筋
を
今
に
伝
へ
て
ゐ

る
と
の
認
識
が
再
確
認
さ
れ
て
い
や
が
上
に
も
高
ま
つ
て
い
つ
た
時

代
で
も
あ
つ
た
。
そ
の
や
う
な
回
顧
は
古
代
に
於
け
る
出
雲
国
造
に

よ
る
神
賀
詞
奉
献
奏
上
の
古
事
に
行
き
着
き
、
天
皇
ま
た
皇
室
の
弥

栄
を
祈
つ
て
来
た
過
去
を
想
ひ
、
大
國
主
神
の
御
霊
の
幸
に
よ
る
朝

廷
の
守
護
の
復
活
へ
向
け
た
思
想
形
成
へ
と
な
つ
て
い
つ
た
の
で
あ

る
。
出
雲
大
社
の
祭
祀
は
出
雲
国
造
に
よ
る
祭
祀
で
あ
つ
て
、
そ
れ

は
国
家
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
芽
生
え
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

　

芳
久
と
同
じ
頃
の
大
社
の
神
職
で
あ
る
中
村
守
臣
は
『
神
籬
傳
』

を
書
き
、
垂
加
神
道
の
「
神
籬
磐
境
傳
」
と
も
似
た
皇
統
の
守
護
を

主
張
し
た
の
で
あ
る
。
守
臣
は
国
造
り
を
な
し
終
へ
た
大
國
主
神
は

高
皇
産
霊
尊
か
ら
産
霊
を
授
け
ら
れ
、
名
を
大
物
主
神
と
改
め
、
ま

た
こ
の
こ
と
に
よ
つ
て
高
皇
産
霊
尊
は
高
木
神
と
称
し
た
と
説
き
、

「
幽
冥
事
の
霊
験
に
よ
り
て
顕
露
事
を
行
は
せ
賜
へ
れ
ば
、
皇
居
を

し
ば
ら
く
も
離
れ
玉
は
ず
、
い
つ
か
れ
給
ふ
事
な
り
、
故
神
籬
の
祭

は
皇
朝
第
一
の
祭
事
、
皇
国
第
一
の
大
道
な
り
」
と
言
ふ
の
で
あ
つ

た
。
大
物
主
神
（
大
國
主
神
）
は
顕
事
の
政
事
を
皇
孫
命
に
譲
り
、

自
身
は
幽
事
、
神
事
の
政
事
を
行
な
ふ
こ
と
を
高
皇
産
霊
尊
に
約
し
、

皇
室
を
守
護
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
既
に

西
岡
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
（
先
掲
、
西
岡
氏
著
書
）
で
あ
り
、
私
も

拙
稿
に
お
い
て
、
そ
の
遺
言
が
そ
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を

述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
同
様
に
北
島
国
造
家
の
上
官
で
あ
つ
た
富
永

芳
久
も
こ
の
『
寶
剣
攻
證
』
を
著
し
て
そ
れ
同
様
に
出
雲
の
大
神
が

皇
室
を
守
る
深
い
関
係
に
あ
る
と
の
思
想
を
発
展
せ
し
め
た
の
で
あ

る
。

四

　
『
寶
剣
攻
證
』
の
大
凡
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
づ
天
叢
雲
剣
に
神
璽
、
神
鏡
を
併
せ
て
「
三
種
の
神
器
と
て
朝

廷
の
い
み
じ
き
御
寶
な
る
事
は
世
に
あ
ま
ね
く
知
る
と
こ
ろ
な
り
」

と
そ
の
神
器
の
重
要
性
を
述
べ
、
し
か
し
な
が
ら
宝
剣
は
安
徳
天
皇

と
と
も
に
西
海
に
没
し
、「
寶
剣
は
失
せ
て
其
後
は
寶
剣
の
代
に
清

涼
殿
の
御
剣
を
用
」
ゐ
た
が
、
の
ち
「
ま
た
伊
勢
よ
り
奉
り
し
剣
」

を
そ
れ
に
準
じ
て
用
ゐ
給
う
た
と
そ
の
歴
史
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
い
で
後
醍
醐
天
皇
と
出
雲
大
社
と
の
関
係
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。

元
弘
二
年
三
月
後
醍
醐
天
皇
の
隠
岐
御
遷
幸
の
途
次
、
美
保
関
に
て

「
出
雲
大
社
の
事
を
思
し
出
さ
せ
給
ひ
供
奉
の
人
々
に
此
の
御
神
は

素
戔
鳴
尊
と
申
し
て
（
大
社
は
大
國
主
神
の
鎮
座
す
る
を
素
戔
鳴
尊
と
詔

給
る
は
中
古
よ
り
の
説
に
よ
り
て
詔
給
ひ
し
な
る
べ
し
）
簸
の
川
上
の
大

蛇
を
獲
り
給
ひ
て
三
種
の
神
器
の
中
に
て
第
一
の
寶
剣
を
得
給
ひ
し

天
神
な
る
よ
し
仰
せ
ら
れ
て
涙
数
行
に
お
よ
ば
せ
給
ひ
け
る
」
こ
と

が
梅
松
論
に
あ
る
（
（
（

と
言
ひ
、
寿
永
に
失
つ
た
寶
剣
の
こ
と
を
深
く
思

召
さ
れ
た
こ
と
に
「
髪
逆
立
つ
ば
か
り
思
ひ
や
り
奉
ら
る
」
と
後
醍

醐
天
皇
へ
の
追
懐
を
述
べ
る
の
で
あ
つ
た
。



幕末の出雲大社における朝廷守護の思想（中澤）179

　

更
に
翌
三
年
三
月
十
四
日
に
出
雲
大
社
に
王
道
再
興
を
祈
願
す
る

綸
旨
を
国
造
孝
時
宿
禰
に
下
賜
さ
れ
た
（「
大
日
本
史
記
載
、
出
雲
日

御
碕
小
野
尊
範
文
書
」）
こ
と
に
ふ
れ
、

右
王
道
之
再
興
者
專
神
明
之
加
護
也　

殊
仰
當
社
冥
助
欲
致
四

海
之
太
平　

仍
退
逆
臣
為
令
復
正
理　

擧
義
兵
所
被
企
征
伐
也

　

速
得
官
軍
戦
勝
之
利　

可
帰
朝
廷
静
謐
之
化　

旨
凝
精
誠
可

祈
申　

勅
願
令
成
就
勧
賞
可
依
請
云
依　

天
気
状
如
件

　
　
　
　

元
弘
三
年
三
月
十
四
日　
　
　
　

左
中
将

　
　

杵
築
社
神
主
館

と
そ
の
綸
旨
を
掲
げ
る
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
、『
異
本
伯
耆
巻
』

（『
続
群
書
類
従
』
所
収
）
に
も
同
様
の
も
の
を
載
せ
て
ゐ
る
。
次
い
で

十
七
日
に
は
昨
年
寶
剣
の
事
を
思
召
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
「
大
社
へ

寶
剣
勅
望
あ
ら
せ
ら
れ
」
た
の
で
あ
つ
て
、
ま
た
「
為
被
用
寶
剣
代

旧
神
寶
内
有
御
剣
可
奉
渡
者
綸
旨
如
此
悉
此
」
と
杵
築
社
神
主
館
宛

の
左
中
将
判
の
綸
旨
を
掲
げ
る
の
で
あ
つ
た
。
出
雲
は
寶
剣
所
縁
の

地
で
あ
る
ゆ
ゑ
、
そ
の
代
は
り
と
な
る
剣
を
神
寶
の
な
か
か
ら
献
上

せ
よ
と
の
仰
せ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
国
造
孝
時
宿
禰
は
大
社
の
御

本
殿
に
蔵
さ
れ
る
神
代
伝
来
の
神
剣
二
柄
の
内
一
柄
を
献
上
し
た
の

で
あ
つ
た
と
説
く
。

　

芳
久
は
代
用
さ
れ
て
ゐ
た
伊
勢
か
ら
献
じ
た
御
剣
は
、
草
薙
剣
と

何
ら
因
縁
の
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
更
に
続
け
て
言
ふ

ゆ
く
り
な
く
も
素
戔
鳴
尊
の
草
薙
剣
を
得
給
ひ
し
出
雲
簸
川
上

な
る
鳥
髪
地
近
き
安
来
郷
に
遷
幸
ま
し
ま
し
て
は
寿
永
に
寶
剣

の
失
に
し
よ
り
皇
威
の
衰
へ
さ
せ
給
ひ
し
よ
し
な
ど
つ
ら
つ
ら

思
し
出
さ
せ　

給
ひ
ぬ
べ
き
御
剣
も
あ
ら
ば
と
大
社
へ
勅
望
あ

ら
せ
ら
れ
し
は
時
情
を
推
量
り
奉
る
に
さ
り
ぬ
べ
き
理
と
ぞ
思

ひ
奉
ら
る
る

と
、
即
ち
寶
剣
の
喪
失
が
皇
威
の
衰
弱
を
示
す
の
で
あ
れ
ば
、
再
び

寶
剣
を
出
雲
か
ら
献
じ
る
こ
と
に
よ
つ
て
皇
威
が
旺
盛
と
な
る
と
す

る
考
へ
が
伺
へ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
寶
剣
奉
献
の
こ
と
は
『
雲
陽
志
』
や
『
懐
橘
談
』
な
ど
に
見

え
、
こ
の
賞
に
よ
り
建
武
元
年
に
は
大
社
の
御
造
営
を
仰
せ
出
さ
れ
、

ま
た
二
年
に
は
肥
後
国
八
代
郷
を
大
社
に
寄
進
さ
れ
た
の
だ
と
説
明

し
て
ゐ
る
。
龍
虎
を
描
い
た
琵
琶
「
谷
風
」
を
御
奉
納
に
な
つ
た
の

も
、
こ
の
奉
謝
と
し
て
で
あ
つ
た
。

　

一
方
で
『
伯
耆
巻
』（『
群
書
類
従
』
所
収
本
）
に
は

四
月
一
日
、
大
仙
寺
に
（
省
略
）
勅
諚
あ
り
け
る
は
、
御
在
所

内
の
し
か
じ
か
な
る
剣
可
有
、
取
て
進
ぜ
よ
と
被
仰
下
罷
帰
て

奉
見
ば
、
品
々
の
剣
も
候
け
る
が
、
如
勅
諚
な
る
剣
は
な
し
。

乍
去
と
て
似
た
る
剣
を
取
て
進
ら
す
、
是
に
は
あ
ら
ず
、
能
々

見
て
参
れ
（
省
略
）
御
神
体
の
御
膝
の
下
に
何
の
代
よ
り
納
り

た
り
と
も
知
ら
ず
御
剣
あ
り
。
是
に
て
渡
ら
せ
給
け
り
。

と
寶
剣
の
献
上
を
伯
耆
の
大
仙
寺
の
で
き
ご
と
と
し
て
記
し
て
ゐ
る

が
、
芳
久
は
こ
の
大
仙
寺
こ
そ
出
雲
大
社
の
誤
記
で
あ
る
と
す
る
の
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で
あ
る
（
（
（

。

　

以
来
、
こ
の
時
に
献
上
し
た
御
剣
が
宮
中
に
あ
る
三
種
の
神
器
の

寶
剣
と
し
て
伝
来
し
て
来
て
ゐ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

考
証
と
し
て
、
ま
づ
大
社
に
現
存
し
て
ゐ
る
神
剣
一
柄
が
こ
の
時
の

二
柄
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
形
に
つ
い
て
は
大
社
の
上
官
で
あ
つ
た

佐
草
自
清
が
『
佐
草
自
清
筆
記
』
に
書
い
て
ゐ
る
と
し
て
次
の
や
う

に
引
用
し
て
ゐ
る
。

今
所
在
大
社
之
神
剣　

奇
代
之
神
寶
也　

柄
長
五
寸
七
分　

有

鐔
横
出
剣
口
旁
其
横
八
分
其
縦
二
寸
一
分　

自
柄
頭
至
底
二
尺

九
寸
七
分
室
長
二
尺
四
寸
以
鉄
製
之
漆
其
表　

且
有
蒔
絵

按
崇
神
紀
武
日
照
命
（
私
云　

天
穂
日
命
ノ
子　

又
名
武
夷
鳥
命
）

従
天
将
来
神
寶　

蔵
出
雲
大
神
宮
矣　

所
謂
其
神
寶
之
一
ツ
乎

雖
為
國
造
敬
遠
之
不
能
抜
見
之　

以
刀
室
形
量
之
偏
刀
也　

謹

考
三
種
神
器
之
一
ノ
剣
モ
偏
刀
也

　

自
清
は
六
十
四
代
国
造
慶
勝
の
曾
孫
で
当
代
随
一
の
学
者
で
あ
つ

た
。
長
男
直
清
は
佐
草
家
を
継
い
だ
が
、
二
子
宗
敏
は
七
十
一
代
国

造
と
な
つ
た
。

　

ま
た
こ
の
神
剣
を
寛
文
四
年
五
月
二
十
五
日
に
大
社
に
参
詣
し
た

松
江
藩
主
松
平
直
政
が
拝
観
し
た
こ
と
が
大
社
の
記
録
に
あ
る
と
言

ひ
、
そ
の
時
に
直
政
が
昨
年
寛
文
三
年
の
霊
元
天
皇
御
即
位
の
時
に

参
内
し
、
三
種
の
神
器
の
寶
剣
を
拝
観
し
た
こ
と
を
も
載
せ
、「
禁

中
に
て
御
寶
剣
を
い
た
だ
き
申
候　

其
御
剣
の
柄
鍔
こ
の
御
神
剣
に

少
し
も
無
相
違
候　

併
御
神
剣
は
柄
鍔
と
も
に
か
ね
に
て
打
延
候　

禁
中
の
御
寶
剣
は
柄
鍔
の
文
形
は
如
斯
に
木
鞘
に
て
有
之
候
」
と
述

べ
た
証
を
挙
げ
て
、
大
社
の
神
剣
と
宮
中
の
寶
剣
は
同
じ
物
で
あ
つ

て
、
後
醍
醐
天
皇
以
来
天
皇
の
ご
守
護
の
御
剣
と
し
て
今
日
ま
で
宮

中
に
な
ほ
伝
来
し
て
ゐ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
寶
剣
に

は
「
神
代
に
大
國
主
神
の
廣
矛
を
授
け
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
此
の
矛

を
も
ち
て
天
神
御
子
國
を
治
め
給
は
ば
平
安
く
ま
し
な
む
と
申
し
給

ひ
し
御
霊
も
添
り
給
へ
る
に
や
と
深
く
思
合
さ
る
る
」
と
書
く
の
で

あ
つ
た
。

　

附
録
は
日
本
書
紀
に
あ
る
、
大
己
貴
神
（
大
國
主
神
）
の
国
譲
り

の
段
の
、
平
国
の
廣
矛
の
考
証
で
あ
る
（
（
（

。
こ
の
廣
矛
を
派
遣
さ
れ
て

来
た
経
津
主
神
、
武
甕
槌
神
に
献
上
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
廣
矛
を

用
ゐ
て
国
を
治
め
た
な
ら
平
安
と
な
る
と
寿
い
だ
こ
と
や
、
自
ら
の

和
魂
を
倭
大
物
主
櫛
玉
命
と
し
て
大
三
輪
の
神
奈
備
に
祀
ら
せ
た
こ

と
な
ど
も
み
な
朝
廷
守
護
の
御
意
思
で
あ
つ
た
と
し
、
そ
の
最
後
に

全
て
を
締
め
括
つ
て

寿
永
に
逸
に
し
寶
剣
の
代
に
大
社
よ
り
献
ら
れ
た
る
神
剣
の
三

種
の
神
器
に
備
り
給
ひ
て
天
地
の
共
常
磐
堅
磐
に
天
下
し
ろ
し

め
す
天
皇
命
の
御
代
御
代
の
璽
と
な
ら
せ
給
へ
る
は
あ
な
か
し

こ
大
國
主
神
の
御
霊
も
添
は
り
給
ひ
て
深
く
天
皇
朝
廷
を
衛
護

り
給
へ
る
神
慮
よ
り
発
た
る
幽
理
あ
る
事
に
ぞ
あ
り
け
ら
し
と

弥
畏
く
も
尊
く
も
思
ひ
奉
ら
れ
て
な
む
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と
結
ぶ
の
で
あ
つ
た
。
要
は
こ
の
宮
中
の
三
種
の
神
器
の
寶
剣
に

は
出
雲
の
大
國
主
神
の
御
霊
が
籠
も
り
、
天
皇
の
御
身
近
く
の
御
守

護
の
御
剣
と
な
つ
て
ゐ
る
と
言
ふ
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
神
慮
よ
り

発
た
る
幽
理
あ
る
事
」
な
の
だ
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

五

　

と
こ
ろ
で
徳
川
時
代
後
期
の
出
雲
大
社
と
朝
廷
と
の
関
係
は
ど
の

や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

　

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
第
七
十
八
代
国
造
千
家
尊
孫
に
つ
い
て
考
へ

る
必
要
が
あ
る
。
尊
孫
は
寛
政
五
年
か
ら
明
治
六
年
ま
で
長
ら
へ
、

三
十
八
年
間
國
造
の
職
に
あ
り
、
幕
末
か
ら
維
新
直
後
の
出
雲
大
社

の
中
心
的
な
人
物
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
そ
の
間
に
天
皇
、
皇
室
と
の

繋
が
り
が
次
第
に
認
識
さ
れ
て
い
く
時
代
で
も
あ
つ
た
。
ま
た
尊
孫

が
歌
人
と
し
て
著
名
で
あ
つ
た
こ
と
は
先
掲
の
拙
著
に
お
い
て
明
ら

か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
芳
久
も
ま
た
尊
孫
に
つ
い
て
歌
学
び
を

し
た
人
物
で
あ
つ
た
。
維
新
後
に
活
躍
し
た
千
家
尊
福
は
尊
孫
の
孫

で
あ
り
、
若
年
時
に
は
尊
孫
に
つ
い
て
和
歌
や
国
学
の
教
へ
を
受
け

た
の
で
あ
つ
た
。

　

そ
の
尊
孫
の
歌
集
『
自
点
眞
璞
集
』
の
神
祇
の
部
に
寛
文
七
年
の

出
雲
大
社
の
失
地
回
復
の
機
縁
と
な
つ
た
「
永
宣
旨
」
に
つ
い
て
触

れ
、「
寛
文
七
年
五
月
七
日
尊
光
國
造
に
朝
廷
よ
り
賜
は
り
け
る
永

宣
旨
」
と
題
し
て
そ
の
全
文
を
掲
げ
、
つ
い
で
「
か
か
る
賢
き
御
こ

と
の
り
を
か
し
こ
み　

は
た
遠
祖
の
い
さ
を
ゝ
よ
ろ
こ
び
て
」
と
詞

書
き
し
て

あ
り
が
た
き
こ
れ
の
御
書
は
玉
か
が
み
剣
に
も
ま
す
我
が
家
の

た
か
ら

家
に
い
さ
を
た
か
く
も
た
て
し
尊
光
の
祖
は
あ
ふ
が
む
万
代
ま

で
に

と
詠
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
永
宣
旨
と
は
寛
文
五
年
、
幕
府
は

全
国
の
神
社
社
家
が
京
都
の
吉
田
家
の
支
配
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る

と
の
触
れ
を
出
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
出
雲
大
社
は
古
来
朝
廷

と
の
関
係
が
あ
り
、
ま
た
天
穂
日
命
以
来
の
伝
統
が
あ
る
た
め
、
特

殊
な
例
と
し
て
、
吉
田
家
の
支
配
を
受
け
な
い
と
幕
府
に
願
ひ
出
て
、

遂
に
霊
元
天
皇
か
ら
寛
文
七
年
に
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
出
雲
國
造
本
奏
壽
詞
恒
異
潔
敬
為
神
自
重
乃
須
永
掌
鞅
職
也
」

と
書
き
始
め
、
大
社
の
神
職
で
あ
る
国
造
が
神
壽
詞
を
以
て
宝
祚
無

窮
を
祈
念
し
た
こ
と
を
重
視
し
た
も
の
で
も
あ
つ
た
。
こ
の
百
五
十

年
以
上
の
昔
の
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
歌
集
に
そ
の
全
文
を
も
載

せ
、
遠
祖
六
十
八
代
尊
光
国
造
を
仰
ぎ
奉
る
の
は
、
朝
廷
と
の
関
係

と
言
ふ
こ
と
も
あ
つ
て
、
尊
孫
に
と
つ
て
そ
れ
な
り
の
自
覚
と
理
由

と
が
存
し
た
わ
け
で
あ
る
。
先
に
見
た
尊
福
の
序
文
に
も
尊
光
国
造

へ
言
及
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
、
尊
光
国
造
は
大
社
中
興
の
祖
と
し

て
当
時
仰
が
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
（
（（
（

。

　

ま
た
同
歌
集
に
は
後
醍
醐
天
皇
が
奉
納
さ
れ
、
長
く
大
社
に
襲
蔵
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し
て
き
た
神
宝
の
琵
琶
を
、
文
政
十
一
年
に
仁
孝
天
皇
の
叡
覧
に
供

し
た
と
き
に
そ
の
守
護
と
し
て
島
重
老
を
遣
は
し
、
そ
の
餞
に
歌
つ

た
歌
が
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
（
（（
（

。
尊
孫
は
天
保
三
年
に
国
造
を
襲
職
す
る

の
で
あ
つ
て
、
文
政
十
一
年
は
そ
の
四
年
前
、
尊
孫
三
十
二
歳
の
と

き
で
あ
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
身
近
に
お
い
て
尊
孫
が
朝
廷
を
認
識
す

る
こ
と
と
な
つ
た
の
は
自
明
で
あ
り
、
既
に
千
家
国
造
家
で
は
国
造

の
妻
を
公
卿
の
息
女
か
ら
娶
る
こ
と
が
行
な
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ

て
、
尊
孫
の
父
の
尊
之
の
妻
は
唐
橋
在
家
女
梅
子
で
あ
り
、
尊
孫
の

妻
は
園
基
理
女
、
子
尊
澄
の
妻
は
広
橋
光
成
女
婦
美
子
で
あ
つ
た
。

尊
孫
ほ
か
二
人
の
千
家
一
門
が
公
卿
で
歌
人
の
千
種
有
功
に
入
門
す

る
に
当
た
り
、
そ
の
仲
介
を
し
た
の
が
広
橋
家
で
あ
つ
た
（
（（
（

。
ま
た
、

出
雲
大
社
の
寺
社
伝
奏
は
柳
原
家
で
あ
つ
た
。

　

そ
れ
ゆ
ゑ
に
そ
の
感
動
は
今
ひ
と
つ
の
尊
孫
の
歌
集
『
類
題
眞
璞

集
』
に
は
更
に
細
か
く
「
文
政
十
一
年
我
大
神
の
宮
な
る
神
宝
琵
琶

の
こ
と
を
叡
覧
あ
り
け
る
時
頭
弁
隆
光
朝
臣
の
も
と
へ
よ
み
て
遣
は

し
け
る
」
と
題
し
て
、

よ
つ
の
緒
の
か
か
る
か
し
こ
き
御
世
に
社こ

そ

神
の
光
も
い
や
増
る

ら
む

と
詠
み
、
ま
た
こ
れ
に
対
す
る
柳
原
隆
光
の
返
歌
を
も
載
せ
て
あ
る

の
で
あ
つ
た
。「
よ
つ
の
緒
」
と
は
こ
の
琵
琶
の
こ
と
で
あ
る
。
叡

覧
に
供
し
た
琵
琶
は
文
政
十
三
年
九
月
に
戻
つ
て
き
た
。
こ
の
と
き

の
朝
廷
か
ら
の
添
へ
状
が
ま
た
こ
の
歌
集
に
転
載
さ
れ
て
ゐ
る
。

か
く
て
同
十
三
年
か
へ
し
奉
ら
せ
給
ひ
け
る
時　

御
仰
詞

出
雲
国
大
社
神
宝
の
琵
琶
今
度
備
天
覧
之
所　

殊
勝
之
古
物　

叡
覧
尤
深　

仍
更
令
加
修
復
調
袋
而
被
奉
返
納
永
可
為
神
御
之

重
宝
旨　

天
気
所
候
且
供
神
物
黄
金
二
十
両
被
副
奉
之　

國
造

等
承
知
弥
可
奉
守
護
者

　
　
　

文
政
十
三
年
九
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

議
奏　

延
光　

日
野
西
前
中
納
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
翰　

園
池
前
中
納
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隆
純　

鷲
尾
前
大
納
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

暉
房　

池
尻
前
大
納
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

實
堅　

徳
大
寺
大
納
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

傳
奏　

國
長　

甘
露
寺
一
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

胤
定　

広
橋
一
位

　
　
　
　
　
　
　

頭
弁
殿　
　

柳
原

こ
れ
に
よ
る
と
朝
廷
で
は
叡
覧
に
供
し
た
と
こ
ろ
御
感
斜
め
な
ら
ず
、

修
理
を
加
へ
、
袋
を
新
調
し
て
返
納
の
上
、
二
十
両
を
添
え
て
下
賜

あ
ら
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
よ
つ
て
尊
孫
は
そ
の
感
激
を
「
か
か

る
賢
き
叡
慮
を
畏
こ
み
て
」
と
題
し

有
が
た
き
御
こ
と
の
り
社こ

そ

や
が
て
こ
の
な
か
は
の
月
の
光
な
り

け
れ

大
君
の
御
手
に
ふ
れ
け
ん
四
の
緒
は
う
べ
世
に
高
く
名
ぞ
ひ
び

き
け
る
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と
詠
ん
だ
の
で
あ
つ
た
。

　

こ
こ
に
傳
奏
と
し
て
名
前
の
見
え
る
広
橋
胤
定
は
の
ち
に
尊
孫
の

男
尊
澄
の
妻
の
祖
父
に
あ
た
る
関
係
と
な
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
婚

姻
は
慶
應
二
年
で
あ
つ
た
（
（（
（

。

　

こ
の
や
う
な
関
係
が
尊
孫
に
と
つ
て
朝
廷
と
の
繋
が
り
と
な
つ
て

認
識
さ
れ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

　

出
雲
大
社
は
新
春
に
江
戸
幕
府
へ
の
神
札
献
上
を
江
戸
開
府
の
早

い
時
期
か
ら
恒
と
し
た
が
、
こ
れ
は
領
地
の
安
堵
と
関
係
が
あ
る
の

で
あ
ら
う
。
千
家
俊
信
は
本
居
宣
長
の
上
京
に
当
た
り
二
度
ほ
ど
京

都
に
参
上
し
て
ゐ
る
が
、
朝
廷
の
関
係
者
と
交
は
つ
た
か
は
不
明
で

あ
る
。
朝
廷
と
出
雲
大
社
と
の
関
係
が
緊
密
に
な
る
の
は
こ
の
や
う

な
事
を
経
て
黒
船
の
来
航
が
大
き
く
関
は
つ
て
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

嘉
永
六
年
十
一
月
、
朝
廷
は
黒
船
来
航
を
受
け
て
出
雲
大
社
両
国
造

館
宛
に
夷
類
討
滅
神
明
冥
助
の
御
祈
願
を
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
朝
廷

と
関
係
深
い
諸
社
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
出
雲
大
社
で

は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
何
れ
も
尊
孫
國
造
の
時
で
あ
つ
た
。
以

来
嘉
永
、
安
政
、
文
久
と
た
び
た
び
御
祈
願
の
こ
と
が
あ
り
、
ま
た

公
武
御
一
体
の
御
祈
願
も
あ
つ
た
。
千
家
尊
福
著
『
出
雲
大
神
』
に

よ
る
と
安
政
二
年
九
月
に
禁
裡
御
所
御
撫
物
を
出
雲
大
社
に
奉
納
、

御
祈
祷
下
知
、
翌
年
正
月
に
両
国
造
名
代
各
一
人
が
上
京
、
御
撫
物

を
返
上
、
御
玉
串
を
献
上
す
べ
く
追
伸
と
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
尊
孫

は
未
研
磨
の
出
雲
の
玉
を
献
じ
、
孝
明
天
皇
は
そ
れ
を
束
帯
の
石
帯

の
料
に
用
ゐ
ら
れ
、
ご
自
身
の
お
守
り
に
な
さ
れ
た
と
言
ふ
。

　

か
や
う
に
朝
廷
に
対
し
て
の
思
ひ
は
、
古
典
の
研
究
に
よ
る
出
雲

の
再
理
解
や
、
こ
の
や
う
な
関
係
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ

て
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
古
代
の
国
造
が
神
賀
詞
を
奉
献
し
宝
祚
無
窮

を
祈
念
し
た
の
と
同
じ
、
朝
廷
守
護
の
思
ひ
が
再
び
認
識
さ
れ
た
の

は
当
然
の
帰
結
で
あ
つ
た
。
ま
た
皇
室
に
お
い
て
も
出
雲
大
社
の
格

別
の
神
位
を
深
く
思
召
し
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

六

　

折
し
も
本
書
『
寳
剣
攻
證
』
の
脱
稿
が
明
治
維
新
と
重
な
つ
た
の

で
あ
り
、
ま
た
は
そ
れ
を
故
意
に
意
識
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
こ
に
天
皇
を
中
心
と
す
る
新
国
家
の
発
足
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

折
か
ら
皇
位
に
つ
い
て
そ
の
神
聖
性
を
示
す
三
種
の
神
器
へ
の
関
心

が
高
ま
る
の
も
当
然
で
あ
つ
た
。
芳
久
は
本
書
を
朝
廷
に
献
上
し
、

そ
の
寶
剣
が
出
雲
所
縁
の
品
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
う
と
し
た
の
で
あ

つ
た
。

　

富
永
家
所
蔵
文
書
の
松
本
巌
書
翰
（
年
欠
、
二
月
十
九
日
付
け
）
に

こ
の
こ
と
に
関
し
た
次
の
や
う
な
も
の
が
あ
る
。

拝
見　

愈
御
健
適　

為
恭
賀
候　

御
大
事
万
々
御
厄
介
奉
万
謝

申
上
候　

寶
剣
攻
證　
　

朝
廷
へ
御
さ
し
出
候
儀
幾
重
に
も
私

は
周
旋
可
仕
候
間
、
何
時
に
て
も
御
登
せ
被
成
度
候　

相
成
候

は
ば
三
本
斗
り
な
れ
ば
猶
妙
と
奉
存
候　

何
れ
岩
倉
殿
か
徳
大
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寺
殿
の
御
手
よ
り
と
存
候
へ
ば　

か
の
公
へ
も
一
本
と
又
下
取

　

殿
へ
も
一
本
と
奉
存
候　

風
邪
伏
枕　

且
大
取
込
中
、
御
家

中
様
万
々
御
傳
声
奉
願
上
候

と
あ
つ
て
、
芳
久
は
本
書
を
序
文
を
書
い
た
松
本
巌
の
周
旋
で
「
朝

廷
へ
御
さ
し
出
」
し
し
よ
う
と
考
へ
、
そ
の
こ
と
を
巌
に
請
う
た
の

で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
対
し
巌
は
岩
倉
具
視
か
徳
大
寺
實
則
を
経
由
し

て
朝
廷
へ
差
し
上
げ
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
、
三
本
（
三
册
）
清
書

し
て
整
へ
て
出
す
や
う
に
奨
め
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
書
翰
は

い
つ
の
年
次
か
不
明
だ
が
、
何
れ
に
せ
よ
明
治
初
年
の
こ
と
で
あ
ら

う
と
思
は
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
頃
に
こ
の
や
う
な
計
画
が
あ
つ

た
こ
と
が
伺
へ
る
の
で
あ
る
。
尊
福
は
明
治
五
年
に
大
教
正
に
任
じ

ら
れ
、
西
部
神
道
管
長
を
兼
ね
た
。
尊
福
が
序
文
を
付
け
た
明
治
七

年
以
降
で
あ
れ
ば
、
そ
の
頃
に
は
尊
福
自
身
に
よ
る
中
央
と
の
交
流

が
あ
つ
て
、
何
も
巌
に
頼
る
必
要
も
な
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た

巌
は
明
治
十
一
年
、
芳
久
は
十
三
年
に
逝
い
て
を
り
、
や
は
り
維
新

後
の
早
い
時
期
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
岩
倉
具
視
の
欧
米
視
察
は

明
治
四
年
秋
か
ら
六
年
九
月
ま
で
の
約
二
年
で
あ
り
、
徳
大
寺
實
則

は
明
治
四
年
に
侍
従
、
ま
た
宮
内
卿
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
遅
く
と

も
四
年
の
春
夏
ま
で
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
と
推
測
す
る
の
で
あ

る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
実
際
に
実
行
さ
れ
た
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い

ま
ま
で
あ
る
が
、
朝
廷
へ
の
献
納
が
芳
久
に
と
つ
て
大
き
な
意
義
が

あ
る
と
と
も
に
、
本
書
の
主
張
は
芳
久
に
と
つ
て
も
重
要
な
も
の
で

あ
つ
た
。

　

先
に
も
述
べ
た
が
本
書
に
は
出
雲
大
社
と
朝
廷
と
の
古
来
の
所
縁

を
記
し
、
ま
た
天
穂
日
命
以
来
の
伝
統
の
あ
る
国
造
家
に
つ
い
て
の

認
識
を
新
た
に
さ
せ
る
意
図
が
汲
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
明
治
天
皇

の
御
即
位
に
あ
た
り
、
古
来
の
出
雲
神
賀
詞
奏
上
は
叶
は
な
か
つ
た

と
し
て
も
、
尊
孫
は
出
雲
の
特
産
物
を
献
じ
、
ま
た
千
家
北
島
両
国

造
に
対
し
従
五
位
下
（
追
つ
て
四
位
下
に
昇
叙
）
の
宣
下
が
あ
つ
た
の

は
明
治
二
年
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
本
書
献
上
の
気
運
は
こ
の
や
う
な

中
で
取
り
沙
汰
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

七

　

芳
久
の
視
点
は
、
宮
中
に
あ
る
と
こ
ろ
の
三
種
の
神
器
の
一
で
あ

る
宝
剣
は
寿
永
の
平
家
滅
亡
と
共
に
西
海
に
沈
み
、
そ
の
後
伊
勢
の

神
宮
か
ら
奉
献
さ
れ
た
太
刀
を
そ
の
代
り
に
用
ゐ
て
ゐ
た
が
、
後
醍

醐
天
皇
の
隠
岐
御
遷
幸
の
帰
途
、
出
雲
大
社
に
太
刀
を
奉
献
す
べ
く

勅
が
あ
り
、
神
代
伝
来
の
古
刀
を
献
上
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
来

こ
れ
を
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
と
言
ふ
事
に
あ
る
。
即
ち
須
佐

之
男
命
が
八
岐
大
蛇
を
退
治
し
た
と
き
に
そ
の
末
尾
か
ら
出
た
天
叢

雲
剣
は
出
雲
の
産
で
あ
り
、
大
國
主
神
の
御
霊
の
籠
も
る
も
の
で
あ

つ
て
、
皇
室
は
天
照
大
御
神
の
御
霊
の
御
鏡
と
こ
の
出
雲
の
大
神
の

御
霊
の
御
剣
の
二
つ
に
よ
つ
て
守
護
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同

殿
共
床
を
畏
ま
れ
た
崇
神
天
皇
に
よ
る
複
製
の
剣
が
壇
ノ
浦
に
行
方
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不
明
と
な
つ
た
以
上
、
そ
の
代
器
は
出
雲
か
ら
献
上
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
ゆ
ゑ
に
後
醍
醐
天
皇
は
出
雲
大
社
に
こ
の
こ
と
を
所
望
さ
れ
た

の
で
あ
つ
た
と
の
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
「
天
皇
朝
廷
を
衛

護
り
給
へ
る
神
慮
よ
り
発
た
る
幽
理
あ
る
事
」
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
矜
恃
と
誇
り
と
が
幕
末
期
の
出
雲
大
社
の
国
造
を
は
じ
め
社
家

の
間
に
考
へ
ら
れ
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

天
照
大
御
神
の
御
霊
（
御
鏡
）
と
大
國
主
神
（
御
剣
）
に
よ
つ
て

天
皇
皇
室
が
守
護
さ
れ
る
と
の
解
釈
、
ま
た
そ
の
神
に
自
ら
が
奉
仕

す
る
の
で
あ
る
と
の
自
負
は
、
こ
れ
ま
た
古
代
出
雲
国
造
の
神
賀
詞

の
考
へ
と
同
じ
で
あ
り
、
大
國
主
神
の
御
霊
を
宮
中
近
く
に
鎮
祭
し

そ
の
守
護
と
し
た
の
に
重
な
る
思
想
で
あ
り
、
朝
廷
と
の
関
係
を
顧

慮
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
天
長
十
年
を
以
て
絶
え
た
「
出
雲
國
造
神
賀

詞
」
復
活
へ
道
を
開
く
伏
線
に
な
る
も
の
で
あ
つ
た
と
言
へ
よ
う
。

　

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
富
永
芳
久
後
裔
の
富
永
幸
子
様
に
は
ご

所
蔵
の
書
翰
等
の
資
料
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ま
た
出
雲
市
文

化
財
課
の
八
幡
一
寛
氏
か
ら
も
ご
協
力
を
頂
い
た
。
と
も
に
記
し
て

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
謄
写
本
の
『
寶
剣
攷
證
』
は
太
田
正
弘

氏
の
ご
所
蔵
で
あ
り
、
ま
た
書
翰
の
解
読
に
つ
い
て
ご
協
力
い
た
だ

い
た
こ
と
に
対
し
て
も
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
註（（

）　�

そ
の
『
神
籬
傳
』
に
つ
い
て
は
西
岡
和
彦
氏
に
よ
る
研
究
（『
近

世
出
雲
大
社
の
基
礎
的
研
究
』
大
明
堂
刊
所
収
）
が
備
は
る
。
ま

た
中
村
守
臣
の
皇
統
守
護
の
思
想
に
つ
い
て
は
拙
著
（『
徳
川
時

代
後
期
出
雲
歌
壇
と
國
學
』
錦
正
社
刊
）
に
の
べ
た
。

（
2
）　�

富
永
家
蔵　

拙
稿
「
富
永
芳
久
宛
河
内
屋
茂
兵
衛
書
簡
の
一
考
察
」

「
大
社
町
史
研
究
紀
要
七
号
」
に
翻
刻
。
な
ほ
富
永
家
は
「
冨4

永
」

と
書
い
た
時
代
も
あ
る
。

（
（
）　�

現
在
は
散
逸
し
、
そ
の
蔵
書
目
録
の
み
伝
存
。
こ
の
目
録
に
つ
い

て
は
拙
稿
「
富
永
芳
久
旧
蔵
『
楯
之
舎
書
籍
目
録
』
の
一
考
察
」

「
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
九
十
七
輯
」
参
照
。
ま
た
、

名
古
屋
（
京
都
）
の
古
書
肆
其
中
堂
の
『
其
中
堂
發
賣
書
目
』
六

十
一
號
（
昭
和
十
六
年
）
に
「
富
永
楯
津
自
筆
稿
本
」
と
題
し
て

一
五
九
種
の
書
目
が
賣
値
と
共
に
記
さ
れ
て
ゐ
て
、
そ
こ
に
は

『
楯
之
舎
書
籍
目
録
』
未
記
載
の
も
の
も
幾
つ
か
あ
り
、
蔵
書
が

さ
ら
に
あ
つ
た
事
が
伺
へ
る
。
芳
久
の
蔵
書
は
こ
の
頃
に
売
立
て

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ほ
架
蔵
の
写
本
『
庄
園
御
厨
大
略
』

は
該
目
録
に
記
載
の
あ
る
芳
久
が
内
遠
の
も
と
で
書
写
し
た
旧
蔵

自
筆
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
日
本
古
書
通
信
」

七
十
八
巻
八
号
（
平
成
二
十
五
年
八
月
）
の
拙
稿
参
照
。

（
（
）　�

松
本
巌
は
元
裕
、
士
龍
、
古
堂
と
称
し
、
通
称
を
暢
玄
と
言
う
た
。

八
束
郡
森
山
の
医
松
本
元
朗
の
男
、
嘉
永
五
年
か
ら
北
島
国
造
家

に
仕
へ
、
ま
た
私
塾
勇
塾
開
き
門
弟
を
養
成
し
た
。
出
雲
大
社
参

道
に
「
謹
王
士
松
本
巌
遺
跡
」
の
碑
が
立
つ
。

（
5
）　�

佐
野
正
巳
『
近
世
国
学
新
資
料
集
解
』
所
収
の
史
料
に
よ
る
。

（
（
）　�
た
と
へ
ば
萩
原
広
道
と
芳
久
は
大
坂
で
出
会
つ
た
や
う
で
、
大
坂

で
の
交
流
を
示
す
書
簡
が
富
永
家
に
存
す
る
。

（
（
）　�『
梅
松
論
』
本
文
は
「
去
程
に
夜
も
明
し
か
ば
供
奉
の
人
に
仰
せ

ら
れ
け
る
は　

是
よ
り
大
社
へ
は
い
か
ほ
ど
あ
る
や
ら
ん
と
は
御
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尋
有
け
れ
ば　

道
は
る
か
に
へ
だ
た
り
候
由
申
上
げ
た
り
け
れ
ば

　

武
士
共
に
向
て
勅
し
て
宣
く
、
汝
等
知
や　

此
御
神
を
ば
素
戔

鳴
尊
と
申
也　

む
か
し
稲
田
姫
を
娶
て
日
の
川
上
の
大
蛇
を
命
に

替
て
是
を
殺
し
て
剣
を
得　

姫
を
偕
て
宮
作
し
て　

八
雲
立
つ
と

い
へ
る
三
十
一
字
の
詠
を
残
し
て
今
に
跡
を
た
れ
給
ふ　

朝
家
に

三
種
の
寶
の
中
に
第
一
の
寶
剣
は
此
御
神
の
得
給
ひ
し
ぞ
か
し
と

て
御
泪
せ
き
あ
へ
ず
し
て
龍
顔
誠
御
愁
あ
る
体
也
（『
群
書
類
従
』

所
収
本
）」

（
（
）　�

こ
れ
は
や
や
飛
躍
し
た
考
へ
で
あ
り
、
考
証
に
乏
し
い
が
、
芳
久

の
思
ひ
の
察
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ほ
『
古
事
類
苑
』
帝
王

部
二　

神
器
上
の
項
で
こ
の
「
伯
耆
巻
」
を
引
き
、「
按
ズ
ル
ニ
、

富
永
芳
久
ノ
寶
剣
考
證
ニ
、
大
仙
権
現
ヲ
以
テ
出
雲
大
社
ノ
事
ト

ス
レ
ド
モ
今
ハ
取
ラ
ズ
」
と
あ
る
。『
古
事
類
苑
』
の
編
者
は
こ

の
著
に
目
を
通
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。

（
（
）　�

こ
の
広
矛
の
考
証
に
あ
た
り
、
長
澤
伴
雄
の
『
広
矛
考
証
』
を
用

ゐ
て
ゐ
る
。
こ
の
書
は
芳
久
の
蔵
書
目
録
で
あ
る
『
楯
之
舎
書
籍

目
録
』
に
見
え
、
芳
久
の
手
元
に
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
伴

雄
の
著
作
と
し
て
は
こ
こ
に
し
か
見
え
な
い
本
な
の
で
特
筆
し
て

お
く
。

（
（0
）　�

詳
細
は
『
大
社
町
史
』
中
巻
、
ま
た
『
出
雲
國
造
伝
統
略
』
参
照

（
（（
）　�

千
家
尊
福
著
『
出
雲
大
神
』
二
八
七
頁
に
は
後
醍
醐
天
皇
奉
納
の

琵
琶
谷
風
を
こ
の
年
の
二
月
に
ご
所
望
さ
れ
十
一
月
に
奉
献
し
た

と
あ
る
。

（
（2
）　�

大
阪
市
立
大
学
森
文
庫
所
蔵
「
有
功
卿
御
門
人
方
校
名
并
居
処
之

扣
」
の
記
載
に
よ
る
。

（
（（
）　�

出
雲
歌
人
武
田
道
年
が
三
河
の
村
上
忠
順
に
あ
て
て
送
つ
た
歌
稿

（
刈
谷
市
中
央
図
書
館
村
上
文
庫
蔵
『
出
雲
詠
草
』）
に
「
慶
應
二

年
二
月
末
の
十
日
ば
か
り
広
橋
殿
の
菊
姫
君
千
家
殿
に
は
い
ら
せ

ら
れ
け
る
御
よ
ろ
こ
び
に
よ
み
て
奉
り
け
る
」
と
詞
書
き
の
あ
る

歌
が
あ
る
。

（
東
京
都
立
小
岩
高
等
学
校
主
幹
教
諭
）


