
　

伏
見
宮
旧
蔵
文
書
二
題

末　

柄　
　

豊

　　　

は
じ
め
に

京
都
御
所
東
山
御
文
庫
に
は
、
中
世
の
禁
裏
文
書
が
多
数
残
さ
れ
て
あ
り
、
東
山
御
文
庫
所

蔵
文
書
こ
そ
が
今
日
ま
で
伝
わ
る
禁
裏
文
書
の
中
核
部
分
を
占
め
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

だ
が
同
時
に
、
江
戸
時
代
の
前
半
に
禁
裏
か
ら
他
所
に
分
与
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
文
書
が
、

各
所
に
多
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
禁
裏
文
書
の
少
な
か
ら
ぬ

部
分
は
、
散
在
し
た
か
た
ち
で
伝
存
し
て
い
る
と
い

（

）

え
る
。

伝
存
に
お
け
る
散
在
性
の
高
さ
と
い
う
特
徴
を
禁
裏
文
書
以
上
に
顕
著
に
示
し
て
い
る
の

が
伏
見
宮
旧
蔵
文
書
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
江
戸
時
代
の
う
ち
か
ら
分
散
を
遂
げ
た
ら
し
く
、
宮

内
庁
書
陵
部
所
蔵
伏
見

（

）

宮
本
の
な
か
に
残
さ
れ
て
あ
る
文
書
は
、
現
存
す
る
も
の
の
一
部
に

過
ぎ
な
い
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
伏
見
宮
旧
蔵
文
書
は
、
各
所
に
所
蔵
さ
れ
る
手
鑑
や
蒐
集
文
書

の
な
か
に
少
な
か
ら
ず
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
、
伏
見
宮
旧
蔵
文
書
に
つ
い
て
、
所
在
に
関
す
る
情
報
を
収
集

し
、
本
来
の
文
書
群
と
し
て
の
面
目
の
復
元
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
動
き
は
存
在
し
な
か
っ

た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
伏
見
宮
本
に
含
ま

れ
て
い
る
文
書
に
限
っ
て
も
、『
宸
翰
英
華
』　　
に
収
め
ら
れ
た
歴
代
天
皇
の
書
状
・
消
息
の
類
、

『
図
書
寮
叢
刊

伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
』
一
に
収
め
ら
れ
た
伏
見
宮
歴
代
ほ
か
が
受
け
た
琵
琶

や
箏
の
秘
曲
伝
授
状
の
類
、
お
よ
び
飯
倉
晴
武
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
伏
見
宮
貞
成
親
王
（
の

ち
後
崇
光
院
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
単
に
貞
成
と
称
す
る
）
の
書
状
・
消
息

（

）

の
類
以
外
は
、
あ
ま
り

利
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
伏
見
宮
旧
蔵
文
書
は
、
同
じ
く
旧
蔵
に
か
か
る
記
録
典

籍
類
に
比
べ
る
と
、
著
し
く
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

伏
見
宮
旧
蔵
の
中
世
文
書
、
特
に
貞
成
の
時
期
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
記
『
看
聞
日

記
』
に
関
連
す
る
記
事
が
存
在
し
て
い
る
場
合
も
多
く
、
断
片
的
な
書
状
で
あ
っ
て
も
、
史
料

と
し
て
の
利
用
価
値
は
必
ず
し
も
低
く
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
禁
裏
文
書
に
関
し
て
は
、
そ
の
中

核
を
な
す
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
所
蔵
文
書
と
と
も
に
、
散
在
し
て
伝
来
す
る
文
書
に
も
注

目
す
べ
き
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
が
、
伏
見
宮
旧
蔵
文
書
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
を

強
調
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
各
所
の
手
鑑
な
ど
の
な
か
に
残
っ
て
い
る
伏
見
宮
旧
蔵
の
書
状
・
消

息
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
見
る
こ
と
で
史
料
と
し
て
よ
り
有
効
に
利
用
で
き
る
こ

と
を
指
摘
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
分
散
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
伏
見
宮
旧
蔵
文



書
に
対
す
る
認
識
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
高
め
、　　
そ
の
活
用
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。一　

足
利
義
教
御
内
書

尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
旧
武
家

（

）

手
鑑
』
に
以
下
の
よ
う
な
書
状
が
収
め
ら
れ
て
あ
る
。

（
端
裏
書
）

　
「　（

足
利
義
教
）

室
町
殿
御
文
玉
葉
集
進
事

永
享
七
八
廿
八

」

如
仰
此
間
御
心
静
御
座
、
祝
着
千
万
候
、
抑
玉
葉
集
正
本
拝
領
、
畏
悦
無
極
候
、
可
秘
蔵

仕
候
、
将
又

（
後
花
園
天
皇
）

　
禁
裏
様
御
笙
初
珍
重
存
候
、
貴
札
時
分
既
罷
出
之
間
、
則
不
能
』
御
報
恐
存

候
也
、
誠
恐
謹
言
、

（
永
享
七
年
）

　
八
月
廿
八
日

（
足
利
）

　
義
教

○
後

闕
く
、

ま
ず
は
現
代
語
訳
を
加
え
て
お
こ
う
。
お
言
葉
の
と
お
り
、
こ
の
間
は
ゆ
っ
た
り
と
お
過

ご
し
い
た
だ
き
、
非
常
に
結
構
な
こ
と
で
し
た
。
さ
て
、
玉
葉
和
歌
集
の
正
本
を
い
た
だ
き
、

恐
縮
し
な
が
ら
も
う
れ
し
さ
に
限
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
大
事
に
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
禁

裏
様
の
御
笙
始
め
も
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
手
紙
を
い
た
だ
い
た
の
が
出
か
け
た

あ
と
で
し
た
の
で
、
す
ぐ
に
御
返
事
を
お
送
り
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
申
し
訳
な
く
思
っ
て

い
ま
す
。
誠
恐
謹
言
。

端
裏
書
を
見
る
こ
と
で
、
こ
の
書
状
が
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
八
月
二
十
八
日
に
将
軍
足

利
義
教
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
御
内
書
で
あ
る
こ
と
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
知
ら
れ
る
。
充
所
が
書

か
れ
て
い
た
部
分
が
切
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
仮
に
残
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、「
人
々

御
中
」
と
あ
る
に
過
ぎ
ま
い
。
従
一
位
左
大
臣
で
あ
っ
た
義
教
が
こ
の
よ
う
な
丁
重
な
形
式

で
書
札
を
認
め
て
い
る
こ
と
だ
け
で
も
、
充
所
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
内
容
に

就
く
ま
で
も
な
く
、
端
裏
書
の
筆
跡
を
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
『
看
聞
日
記
』
に
よ
っ
て
見
慣

れ
た
貞
成
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、『
看
聞
日
記
』
を
繙
く
と
、　　
あ
た
か
も
同
日
条
に
「

（
足
利
義
教
）

　
室
町
殿
昨
日
御
返
事
有
御
札
、

玉
葉
殊
畏
悦
、
可
秘
蔵
之
由
承
、
初
雁
一
給
、
御
返
事

（
正
親
町
三
条
実
雅
）

　
三
条
へ
令
申
」
と
見
え
て
お
り
、
ま

さ
し
く
こ
の
日
に
貞
成
が
義
教
か
ら
受
け
取
っ
た
返
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
昨
日
返

事
」
と
見
え
て
い
る
よ
う
に
、
貞
成
は
こ
の
前
日
に
義
教
に
充
て
て
『
玉
葉
和
歌
集
』
の
正

本
（
撰
進
を
命
じ
た
伏
見
上
皇
が
撰
者
京
極
為
兼
か
ら
奏
覧
を
受
け
た
原
本
）
を
贈
っ
た
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
る
。『
看
聞
日
記
』
か
ら
関
連
す
る
部
分
を
掲
げ
て
お
く
。

（
八
月
）

　
廿
五
日
、
朝
晴
、
夕
雨
降
、
○
中

略

抑
今
日
御
雑
談
之
次
、
自
南
朝

（
聖
承
）

　
小
倉
殿
、
後
朱
雀
院
・

後
三
条
院両

代
之

　
宸
筆
御
記
二
合
、

（
足
利
義
教
）

　
室
町
殿
へ
被
進
、
則

（
後
花
園
天
皇
）

　
内
裏
へ
被
進
云
々

、
其
次
玉
葉
集
奏
覧

之
正
本
令
所
持
、
可
入
見
参
之
由
申
入
、
雖
秘
蔵
、
今
度
之
報
謝
ニ

可
進
之
由
、
き
と
存

て
申
出
了
、
○
下

略

廿
七
日
、
晴
、（

庭
田
重
有
）

　
源
宰
相
為
御
使

（
正
親
町
三
条
実
雅
）

　
三
条
へ
行
、（

足
利
義
教
）

　
公
方
へ
進
状
、
此
間
之
御
礼
申
、
玉
葉
集
正

本
一
合
納
樗
櫃
、
奏
覧
手
箱
紛
失
畢
、
第
十

七
欠
、
有
十
九
巻
、　（

藤
原
）

定
成
朝
臣
筆
、

進
之
、
此
集
伏
見
院
以
来
相
伝
秘
蔵
、
雖
然
今
度
之
儀

厚
恩
為
謝
申
進
之
、
風
雅
集
正
本
清
書（

尊
円
親
王
）

　
青
蓮
院
二
品
親
王
也
、

納
手
箱
、
殊
勝
之
物
也
、

先
年

（
栄
仁
親
王
）

　
大
通
院
御
時

（
足
利
義
満
）

　
鹿
苑
院
殿
へ
被

進
訖
、
于
今
有
御
所
持
云
々

、
但
手
箱
紛
失
云
々

、
無
念
也
、
両
代
集
相
伝
雖
秘
蔵
皆
進
入

了
、
○
中

略

公
方
外
へ

御
出
之
時
分
之
間
、
御
返
事
自
是
云
々

、
○
下

略

同
月
六
日
、
義
教
の
側
近
公
卿
で
あ
っ
た
正
親
町
三
条
実
雅
は
、
何
の
予
告
も
な
し
に
伏
見

に
貞
成
を
訪
ね
て
き
た
。
こ
れ
は
、
前
々
年
に
歿
し
た
後
小
松
院
の
仙
洞
御
所
を
隣
接
地
（
一

条
東
洞
院
）
に
移
築
し
、
貞
成
の
御
所
と
し
て
進
上
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
が
如
何
、
と
い
う

義
教
の
意
を
伝
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
貞
成
に
と
っ
て
は
、
京
都
へ
の
帰
還
と
い
う

「
多
年
本
望
」
が
叶
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
義
政
の
申
し
出
に
よ
り
、
二
十
二
日
か
ら
三

日
間
、
方
違
の
た
め
に
室
町
殿
に
滞
在
し
、
非
常
な
歓
待
を
う
け
た
。
二
十
五
日
の
晩
に
は
伏

見
に
戻
っ
て
お
り
（
実
際
に
京
都
の
新
御
所
に
転
居
し
た
の
は
、
同
年
十
二
月
十
九
日
）
、
京
都
に

お
け
る
生
活
の
試
行
と
も
い
う
べ
き
滞
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

二
十
五
日
条
に
見
え
る
の
は
、
室
町
殿
に
お
け
る
義
教
と
の
対
話
の
一
齣
で
あ
る
。
南
朝



の
後
裔
小
倉
宮
聖
承
か
ら
後
朱
雀
・
後
三
条
両
天
皇
の
自
筆
日
記
を
贈
ら
れ
た
義
教
が
、　　
こ

れ
を
後
花
園
天
皇
に
贈
っ
た
こ
と
を
語
っ
た
際
、
貞
成
は
、『
玉
葉
和
歌
集
』
の
奏
覧
さ
れ
た

正
本
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
お
目
に
懸
け
ま
し
ょ
う
、
と
述
べ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ

は
、
御
所
の
造
営
に
関
す
る
義
教
の
厚
意
に
報
い
る
た
め
、
贈
与
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
発

言
で
あ
っ
た
と
の
注
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

伏
見
に
戻
っ
て
一
日
を
お
い
た
二
十
七
日
、
貞
成
は
庭
田
重
有
を
使
者
と
し
て
実
雅
の
許

に
送
り
、
義
教
に
対
す
る
礼
状
と
『
玉
葉
和
歌
集
』
十
九
巻
一
箱
を
届
け
て
い
る
。
義
教
は

ち
ょ
う
ど
外
出
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、
返
事
は
重
有
に
渡
さ
ず
に
、
こ
ち
ら
か
ら
改
め

て
送
る
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
翌
日
義
教
か
ら
届
け
ら
れ
た
返
事
に
「
如
仰
此
間
御
心
静

御
座
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
貞
成
は
こ
の
間
心
静
か
に
（
ゆ
っ
く
り
と
、
落
ち
着
い
て
）
過
ご
す

こ
と
が
で
き
感
謝
し
て
い
る
、
と
い
う
趣
旨
の
礼
状
を
送
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
は
た
し
て
、

こ
の
礼
状
に
つ
い
て
、
貞
成
の
自
筆
に
か
か
る
案
文
が
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
伏
見
宮
本
『
後

崇
光
院
御

（

）

文
類
』
二
（
伏

七
六
五
）
の
う
ち
に
残
さ
れ
て
お
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

（
端
裏
書
）

　
「　（

足
利
義
教
）

室
町
殿
へ
文
案
永
享
七
八
廿
七

」

此
際
心
静
参
候
之
式
、
祝
着
千
万
候
、
毎
事
被
懸
御
意
候
、
面
目
之
至
、
余
身
忝
恐
悦
存

候
、
御
重
宝
共
拝
領
、
過
分
旁
厚
恩
、
更
以
難
及
謝
言
候
、
』
老
後
之
思
出
、
不
知
手
足

舞
踏
候
、
心
中
歓
喜
、
可
有
賢
察
候
、
抑
玉
葉
集
一
合
十
九
巻
、

一
巻
欠
、

正
本
入
見
参
候
、
代
々
相

伝
御
秘
蔵
候
之
間
、
殊
更
進
入
候
、
奏
覧
手
箱
紛
失
候
之
間
、
無
念
存
候
、
兼
又

（
後
花
園
天
皇
）

　
禁
裏
様

御
笙
初
、
目
出
承
悦
候
、
楽
道
繁
昌
之
基
、
珍
重
候
、
心
事
猶
期
参
入
之
時
候
也
、
誠

恐
謹
言
、

（
永
享
七
年
）

　
八
月
廿
七
日

（
伏
見
宮
貞
成
親
王
）

　
道
欽

　
　

人
々
御
中

こ
の
お
り
は
、
ゆ
っ
た
り
と
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
大
変
に
結
構
で
し
た
。
何
く
れ
と
な

く
お
心
づ
く
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
非
常
に
面
目
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
身
に
余
る
忝
さ

に
恐
縮
し
な
が
ら
も
嬉
し
く
存
じ
て
い
ま
す
。　　
結
構
な
物
も
い
た
だ
き
、
過
分
に
し
て
ご
厚

意
の
ほ
ど
、
ま
っ
た
く
感
謝
の
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
老
後
の
よ
い
思
い
出
と
、
喜
び

を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
心
中
の
歓
喜
に
つ
い
て
、
お
察
し
い
た
だ
け
る
か
と
存
じ

ま
す
。
さ
て
玉
葉
集
一
箱
（
十
九
巻
、
一
巻
欠
）
の
正
本
を
お
目
に
懸
け
ま
す
。
代
々
受
け
継

い
で
秘
蔵
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
か
ら
、
特
別
に
お
贈
り
い
た
し
ま
す
。
奏
覧
の
手
箱
が
無

く
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
残
念
な
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
禁
裏
様
の
御
笙
始
と
の
こ
と
で
喜

ば
し
い
こ
と
で
す
。
楽
道
繁
昌
に
つ
な
が
る
も
の
と
結
構
に
存
じ
ま
す
。
思
う
と
こ
ろ
は
ま

た
お
伺
い
し
た
お
り
に
述
べ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
誠
恐
謹
言
。

義
教
の
返
事
と
見
事
に
文
言
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
書
札

礼
上
は
、
両
人
が
ま
さ
し
く
対
等
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
貞
成
は
、
義
教
か
ら
届

い
た
返
事
を
、
送
付
に
際
し
て
わ
ざ
わ
ざ
手
許
に
残
し
た
礼
状
の
控
え
と
一
具
の
も
の
と
し

て
保
管
し
て
お
い
た
に
違
い
あ
る
ま
い
（『
後
崇
光
院
御
文
類
』
と
い
う
現
状
は
、
宮
内
庁
書
陵
部

に
お
い
て
貞
成
の
書
状
・
消
息
の
案
文
・
土
代
の
み
を
抜
き
出
し
て
編
成
し
た
も
の
な
の
で
、
そ
れ
以
前

は
捲
り
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
。
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
の
伏
見
宮
家
に
お
い
て
、

同
家
に
と
っ
て
相
対
的
に
重
要
度
の
低
い
文
書
を
処
分
し
た
際
、
義
教
か
ら
の
返
事
も
流
出

し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
貞
成
の
書
状
案
や
『
看
聞
日
記
』
と
合
わ
せ
見
る
こ
と
で
、
両
人
の

や
り
と
り
が
生
々
し
く
復
元
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

二　

正
親
町
三
条
実
雅
仮
名
消
息

京
都
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
『
古
文
書

（

）

手
鑑
』（

甲
一
〇
七
八
、
服
部
玄
三
氏
旧
蔵
）
に

以
下
の
よ
う
な
仮
名
消
息
が
収
め
ら
れ
て
あ
る
。

（
端
裏
書
）

　
「
国
衙
事

（
嘉
吉
元
年
）

　
壬
九
十
七

」

国
衙
の
御
代
官
職
の
事
、
昨
日
も
申
入
候
こ
と
く
、
わ
た
く
し
よ
り
は
更（

×
に
）

　
れ●

う
け
ん
候

は
す
候
、

（
豊
原
）

　
家
秋

（
返
シ
書
）

　
申
入
候
け
る
者
は
、
無
沙
汰
な
と
は

（
上
）

　
仕
ま
し
き
者
に
て
候
、
さ
り
な
か



ら
そ
れ
も
秋
よ
り
申
付
候
へ
き
事
は
斟
酌
に
て
候
、
家
秋
な
と
を
』
め
さ
れ
候
て
、　　
仰
談

せ
ら
れ
候
は
ゝ
、
し
か
る
へ
く
存
候
、
又
僧
な
と
に
て
も
候
へ
、
し
か
と
し
た
る
者
に
て

た
に
も
候
は
ゝ
、
し
か
る
へ
く
存
候
、
い
か
さ
ま
に
も
わ
た
く
し
よ
り
申
つ
け
候
へ
き
事

は
、

（
裏
紙
上
）

　
か
た

く
斟
酌
に
て
候
、
よ
き
や
う
に
御
れ
う
け
ん
わ
た
ら
せ
を
は
し
ま
し
候
へ

く
候
よ
し
、
御
心
え
候
て
、
御
ひ
ろ
う
候
へ
く
候
、
あ
な
か
し
く
、

（
切
封
ウ
ハ
書
）

　
「

（
正
親
町
三
条
実
雅
）

　
さ
ね
雅
」

ま
ず
は
、
現
代
語
訳
を
加
え
よ
う
。
国
衙
の
御
代
官
職
の
事
に
つ
い
て
、
昨
日
も
申
し
入
れ

ま
し
た
と
お
り
、
私
か
ら
取
り
は
か
ら
う
こ
と
は
思
い
も
寄
り
ま
せ
ん
。
家
秋
が
申
し
入
れ

ま
し
た
者
は
、
納
入
を
怠
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
者
だ
と
存
じ
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
も
秋

か
ら
申
し
付
け
る
と
い
う
の
は
憚
ら
れ
ま
す
。
家
秋
な
ど
を
お
呼
び
に
な
り
、
ご
相
談
な
さ

れ
ば
よ
ろ
し
い
か
と
存
じ
ま
す
。
ま
た
僧
侶
な
ど
で
あ
っ
て
も
、
し
っ
か
り
と
し
た
者
で
さ
え

あ
れ
ば
、
結
構
か
と
存
じ
ま
す
。
ど
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
私
よ
り
申
し
付
け
る
よ
う
な
こ
と

は
、
出
来
か
ね
ま
す
。
適
切
に
お
取
り
計
ら
い
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
、
ご
理
解
い
た
だ
い

て
、
ご
披
露
下
さ
い
。
あ
な
か
し
こ
。

そ
し
て
、
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
所
蔵
『
古
文
書
大

（

）

手
鑑
』
に
収
め
ら
れ
る
以
下
の
仮
名
消

息
は
、
右
の
文
書
の
直
後
に
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

か
さ
ね
て
仰
下
さ
れ
候
、
か
し
こ
ま
り
入
候
、

（
豊
原
）

　
家
秋
申
入
候
者
は
、
さ
ら
に
無
沙
汰
な

と
仕
候
へ
き
者
に
て
は
候
は
す
候
、

（
返
シ
書
）

　
な
に
事
に
つ
け
候
て
も

（
上
）

　
こ
れ
は
し
か
る
へ
き
物
と

存
候
、
梵
寿
都
寺
と
や
ら
ん
は
、
心
う
つ
く
し
く
存
知
仕
候
は
ぬ
物
に
て
候
ほ
と
に
、』
是

非
を
申
入
か
た
く
候
、
と
も
か
く
も
し
か
る
へ
き
や
う
に
御
た
つ
ね
候
て
、
仰
付
ら
れ

候
へ
く
候
、
な
を

く
い
ま
の
家
秋
申
入
候
物
は
、
し
せ
ん
我
ら
催
促
な
と
に

（
裏
紙
上
）

　
つ
け
候

て
も
、
か
た

く
し
か
る
へ
き
物
と
存
候
よ
し
、
御
心
え
候
て
、
御
ひ
ろ
う
候
へ
く
候
、

か
し
く
、（

切
封
ウ
ハ
書
）

　
「

（
正
親
町
三
条
実
雅
）

　
さ
ね
雅
」

　　
こ
れ
も
、
現
代
語
訳
を
加
え
て
お
こ
う
。
重
ね
て
仰
せ
下
さ
れ
ま
し
た
。
恐
れ
入
り
ま
す
。

家
秋
が
申
し
入
れ
ま
し
た
者
は
、
全
く
以
て
納
入
を
怠
る
よ
う
な
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん

な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
適
切
な
者
だ
と
存
じ
ま
す
。
梵
寿
都
寺
と
か
い
う
者
は
、
は
っ

き
り
と
は
知
ら
な
い
者
で
す
の
で
、
良
い
も
悪
い
も
申
し
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
と

も
か
く
適
切
に
お
尋
ね
の
う
え
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
な
お
、
今
回
家
秋

が
申
し
入
れ
ま
し
た
者
は
、
私
が
徴
収
を
依
頼
す
る
に
も
、
必
ず
や
適
切
な
者
だ
と
存
じ
て

お
り
ま
す
こ
と
を
、
ご
理
解
い
た
だ
い
て
、
ご
披
露
下
さ
い
。
か
し
こ
。

二
通
と
も
、
先
に
義
教
の
使
者
と
し
て
貞
成
の
許
に
赴
い
た
こ
と
を
み
た
正
親
町
三
条
実

雅
（
一
四
〇
九
～
六
七
）
の
仮
名
消
息
で
あ
る
。
前
者
の
端
裏
書
に
閏
九
月
と
見
え
る
の
で
、
実

雅
の
活
動
期
間
中
で
唯
一
同
月
の
存
在
す
る
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
（
寛
正
四
年
〔
一
四
六
三
〕
に
も
閏
九
月
が
あ
る
が
、
実
雅
は
同
二
年
に
出
家
し
て
い
る
の

で
該
当
し
な
い
）
。

権
大
納
言
の
実
雅
が
女
房
に
対
し
て
披
露
を
依
頼
す
る
消
息
を
以
て
意
思
を
伝
え
て
い
る

こ
と
か
ら
み
て
、
実
質
的
な
充
所
は
摂
関
家
よ
り
も
上
位
に
位
置
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

後
花
園
天
皇
ま
た
は
貞
成
、
さ
も
な
く
ば
尼
門
跡
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
某
国
の

国
衙
領
を
知
行
し
て
お
り
、
代
官
職
の
適
任
者
を
推
薦
し
て
い
る
地
下
楽
人
の
豊
原
家
秋
と

直
接
に
相
談
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
後
花
園
天
皇
で
は
な
く
、
播
磨
国
衙
領

を
知
行
し
て
い
た
貞
成
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
い
ず
れ
の

手
鑑
に
も
伏
見
宮
旧
蔵
と
目
さ
れ
る
文
書
が
少
な
か
ら
ず
収
め
ら
れ
て

（

）

お
り
、
こ
の
二
通
に

つ
い
て
も
、
伏
見
宮
旧
蔵
文
書
と
考
え
て
不
都
合
が
な
い
。
た
だ
し
、『
看
聞
日
記
』
嘉
吉
元

年
記
は
、
正
月
か
ら
六
月
ま
で
の
半
年
分
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
同
記
に
よ
っ
て
裏

付
け
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
内
容
は
、
国
衙
領
の
代
官
職
の
人
選
に
関
わ
る
も
の
だ
が
、
前
者
に
「
秋
よ
り
申
付
候

へ
き
事
は
斟
酌
に
て
候
」
と
述
べ
る
と
お
り
、
収
納
期
に
至
っ
て
新
任
が
話
題
に
の
ぼ
る
と



い
う
、
時
期
的
に
異
例
な
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
異
例
の
出
来
し
た
こ
と
は
、　　
こ
れ
が
嘉
吉

元
年
閏
九
月
の
播
磨
国
衙
領
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
得
心
が
行
く
。

す
な
わ
ち
、
同
年
六
月
二
十
四
日
、
播
磨
・
備
前
・
美
作
の
三
箇
国
守
護
で
あ
っ
た
赤
松

満
祐
は
、
あ
た
か
も
自
邸
に
来
訪
し
た
将
軍
足
利
義
教
を
殺
害
し
た
う
え
、
一
族
を
率
い
て

即
日
播
磨
に
下
向
し
て
し
ま
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
嘉
吉
の
変
で
あ
る
。
様
々
な
思
惑
を
有
す
る
大

名
た
ち
が
牽
制
を
繰
り
広
げ
、
満
祐
の
討
伐
が
本
格
化
す
る
ま
で
に
少
な
か
ら
ぬ
時
間
を
要

し
た
。
そ
の
た
め
、
山
名
持
豊
の
積
極
的
な
攻
勢
に
よ
っ
て
満
祐
以
下
の
赤
松
一
族
が
播
磨

木
山
城
に
自
刃
を
遂
げ
た
の
は
九
月
十
日
の
こ
と
で
、
掃
討
戦
を
終
え
て
諸
将
が
帰
京
を
果

た
し
た
の
は
閏
九
月
二
十
一
日
の
こ
と
と
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
実
雅
の
消
息
が
書
か
れ
た
閏
九
月
十
七
日
と
は
、
播
磨
が
よ
う
や
く
戦
乱
状
況

を
脱
し
た
時
期
な
の
で
あ
る
。
持
豊
が
播
磨
の
新
守
護
に
な
っ
た
の
も
同
月
で
あ
り
、
戦
後

処
理
が
開
始
さ
れ
る
時
期
と
も
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
同
国
の
国
衙
領
を
主
要
な
所
領
の

ひ
と
つ
と
し
て
い
た
伏
見
宮
に
と
っ
て
は
、
当
年
の
収
取
が
ど
の
程
度
可
能
に
な
る
か
は
大

問
題
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

実
は
、
実
雅
は
こ
れ
以
前
、
播
磨
国
衙
領
の
奉
行
職
を
つ
と
め
て
い
た
。
伏
見
宮
に
よ
る

同
国
の
国
衙
領
の
経
営
に
つ
い
て
は
市
沢
哲
の

（

）

研
究
に
詳
し
い
が
、
奉
行
職
と
は
、
国
衙
領

の
知
行
主
貞
成
の
も
と
、
現
地
の
代
官
と
交
渉
し
て
年
貢
の
徴
収
に
あ
た
る
公
卿
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
奉
行
職
は
、
光
厳
院
の
時
以
来
勧
修
寺
家
が
相
承
し
て
い
た
が
、
永
享
五
年
十

二
月
二
十
六
日
、
勧
修
寺
経
成
（
初
名
経
興
）
が
義
教
の
勘
気
に
触
れ
て
解
任
さ
れ
る
と
、
同

じ
く
義
教
の
意
思
で
実
雅
が
補
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
現
地
に
あ
っ
て
国
衙
領
の
代

官
職
を
つ
と
め
て
い
た
の
は
、
在
庁
官
人
の
流
れ
を
汲
み
、
赤
松
氏
被
官
と
な
っ
て
い
た
小

河
氏
で
あ
り
、
赤
松
氏
の
没
落
に
と
も
な
い
、
そ
れ
ま
で
の
国
衙
領
支
配
の
あ
り
よ
う
は
一

旦
解
消
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
消
息
を
み
る
限
り
、
貞
成
は
、
実
雅
の
責
任
で
代
官
職
の
任
命
を
果
た
す
よ
う

に
迫
っ
た
よ
う
だ
が
、
実
雅
は
そ
れ
は
無
理
だ
と
答
え
て
い
る
。　　
さ
ら
に
実
雅
は
、
貞
成
が
候

補
と
し
て
あ
げ
た
梵
寿
な
る
禅
僧
に
つ
い
て
は
当
否
の
判
断
材
料
が
な
い
と
す
る
一
方
、
家

秋
の
推
薦
す
る
者
を
適
任
だ
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
代
官
職
の
補
任
に
あ
た
っ
て
は
、
伏

見
宮
の
責
任
で
お
こ
な
う
こ
と
を
求
め
て
い
た
。

実
雅
は
、
義
教
の
恩
顧
を
背
景
に
、
播
磨
国
衙
領
の
み
な
ら
ず
多
数
の
禁
裏
御
料
所
の
奉

行
職
を
つ

（

）

と
め
、
各
所
の
代
官
や
、
そ
こ
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
守
護
以
下
の
武
家
勢
力
と

の
交
渉
を
持
ち
な
が
ら
、
代
官
職
の
任
に
堪
え
る
複
数
の
人
物
と
つ
な
が
り
を
有
す
る
な
ど
、

所
領
経
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
て
い
た
だ
け
に
、
貞
成
も
期
待
を
寄
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
実
雅
に
あ
っ
て
は
、
義
教
の
死
歿
の
な
か
で
自
ら
の
権
勢
を
ど
こ
ま
で
維
持
で
き
る

か
不
安
を
抱
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
播
磨
国
衙
領
の
支
配
の
再
建
に
つ
い

て
は
、
状
況
が
あ
ま
り
に
流
動
的
で
、
誰
も
責
を
が
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
実
雅
は
こ
れ
以
前
に
収
納
を
保
証
で
き
な
い
と
し
て
奉
行
職
を
辞
去
し
よ

う
と
し

（

）

た
が
、
貞
成
は
こ
れ
を
慰
留
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

伏
見
宮
旧
蔵
の
二
通
の
正
親
町
三
条
実
雅
仮
名
消
息
を
合
わ
せ
て
読
み
解
く
こ
と
で
、
嘉

吉
の
変
直
後
に
お
け
る
播
磨
国
衙
領
の
支
配
の
再
建
を
目
指
す
動
き
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

前
者
の
冒
頭
近
く
に
「
昨
日
も
申
し
入
れ
候
こ
と
く
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
、

少
な
く
と
も
さ
ら
に
一
通
の
実
雅
の
消
息
が
ど
こ
か
に
残
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

本
稿
で
は
、
わ
ず
か
四
通
の
文
書
を
取
り
扱
っ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
伏
見
宮
旧
蔵
文
書
の

所
在
情
報
を
収
集
し
、
文
書
群
と
し
て
の
復
元
を
試
み
る
こ
と
は
、
小
さ
か
ら
ぬ
成
果
を
も

た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
〔
註
〕

（

）
末
柄
豊
校
訂
『
京
都
御
所
東
山

御
文

庫

所

蔵

地
下
文
書
（
史
料
纂
集
古
文
書
編
）
』（
八
木
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
の

解
題
を
参
照
。



（

）　　
小
倉
慈
司
「
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
伏
見
宮
本
目
録
」（
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
三

輯
〔
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
〕
所
収
）
。

（

）
飯
倉
晴
武
「
後
崇
光
院
御
文
類
」（『
書
陵
部
紀
要
』
一
九
号
、
一
九
六
七
年
）
。

（

）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
（
以
下
、
史
料
写
真
帳
の
よ
う
に
略
す
）
『
旧
武
家
手
鑑
』

一
（
六
〇
七
一
・
〇
二

二
四

二
）
に
よ
る
。

（

）
前
註

。
史
料
写
真
帳
『
後
崇
光
院
御
文
類
』
（
六
一
七
一
・
〇
四

四
）
も
参
照
。

（

）
二
〇
一
一
年
二
月
二
十
三
日
に
原
本
の
調
査
を
行
っ
た
。
史
料
写
真
帳
『
手
鑑
』（
六
一
七
一
・

〇
二

一
五
）、
史
料
影
写
本
『
服
部
玄
三
氏
所
蔵
文
書
』
一
（
三
〇
七
一
・
三
六

二
九

一
）
も

参
照
。

（

）
史
料
影
写
本
『
岩
崎
小
弥
太
氏
所
蔵
文
書
』
二
（
三
〇
七
一
・
三
六

一
九

二
）
に
よ
る
。

（

）
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
『
古
文
書
手
鑑
』
に
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
文
書
が
見
え
る
。

（
端
裏
書
）

　
「
四
辻
前
中
納
言
返
事
文
安
二

八　

十

」

秘
曲
御
伝
受
日
次
如
此
治
定
、
返
々
珍
重
候
、
祝
着
又
過
賢
察
候
、
勘
文
加
一
見
、
則
返
納
候
、

御
器
沙
汰
出
候
て
可
持
参
候
、
且
先
目
出
候
由
、
可
得
御
意
候
、
必
々
可
参
申
入
候
、
委
曲
』

期
参
拝
候
、
恐
々
謹
言
、

（
文
安
二
年
）

　
八
月
十
日

（
四
辻
）

　
季
保

（
切
封
ウ
ハ
書
）

　
「

〔
季

保
〕

　　
　

」
○
伏
見
宮
貞
常
親
王
の
箏
蘇
合
第
四
帖
楽
拍
子
伝
受
に
か
か
る

も
の
な
り
。
書
陵
部
伏
見
宮
本
十
三
絃
秘
曲
伝
受
次
第
を
参
看
。

就　
（
伏
見
宮
邦
輔
王
）

　
若
宮
御
元
服
之
儀
、
先
日
為
御
使
来
臨
候
、
毎
事
与
未
練
与
不
便
相
兼
候
間
、
存
斟
酌
之

旨
令
覚
悟
候
様
候
、
雖
然
且
本
望
候
間
、
可
構
参
候
、
此
由
可
令
申
給
候
也
、
謹
言
、

（
享
禄
四
年
）

　
四
月
十
九
日

（
転
法
輪
三
条
実
香
）

　
（
花
押
）

（
重
親
）

　
庭
田
殿

長
講
堂
領
山
城
国
伏
見
御
領
可
令
奉
行
給
之
由

○
平
出

　
御
気
色
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

康
応
元
年
八
月
廿
一
日

（
葉
室
長
顕
）

　
（
花
押
）

　
　

綾
少
路
新
少
将
殿

　

ま
た
、
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
所
蔵
『
古
文
書
大
手
鑑
』
に
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
文
書
が

見
え
る
。

被
仰
下
候
之
趣
跪
以
拝
見
仕
候
畢
、

（
今
出
川
公
直
）

　
前
内
府
所
労
事
、
既
及
数
月
候
之
間
、
云
日
来
内
損
、
云

当
座
窮
屈
、　　
以
外
候
之
間
、
心
苦
相
存
候
之
処
、
此
間
聊
得
少
減
候
之
間
安
堵
仕
候
、
如
此
委

細
被
仰
下
候
、』
殊
忝
畏
入
候
之
由
申
入
候
、
世
上
事
誠
以
外
難
儀
之
様
謳
歌
之
間
、
驚
存
候
つ
、

善
悪
之
浮
説
朝
暮
変
化
之
間
、
無
定
量
之
分
候
、
然
而
此
間
雖
静
謐
之
体
候
、
猶
無
落
居
之
思

之
由
奉
及
候
、

（
綾
小
路
）

　
信
俊
朝
臣
数
日
祗
候
御
前
之
儀
以
下
御
床
敷
察
申
上
候
、
参
上
頗
以
無
其
期
、

不
仕
及
累
年
候
之
条
、
真
実
々
々
恐
歎
存
候
、
就
無
殊
題
目
細
々
不
申
入
、
雖
相
似
緩
怠
候
、

心
中
更
不
存
等
閑
、
併
仰
上
察
候
、
尚
々
委
細
被
仰
下
候
、
畏
存
候
、
参
仕
言
上
之
間
、
且
可

然
之
様
、
可
令
洩
披
露
給
、

十
一
月
十
五
日

（
今
出
川
）

　
実
直
上

　
　

綾
少
路
新
少
将
殿

（
切
封
墨
引
）

委
細
謹
以
承
候
了
、
抑
一
巻
被
返
下
候
了
、
御
歌
合
事
、
何
様
人
々
ニ

申
談
候
て
張
行
可
仕
候
、

仰
之
趣

（
西
大
路
）

　
隆
躬
朝
臣
即
令
申
候
き
、
』
殊
以
祝
着
畏
入
候
、
祝
詞
等
猶
難
尽
紙
上
存
候
、
今
春
者

早
々
可
参
賀
言
上
仕
候
、
此
等
次
第
以
機
嫌
可
令
計
披
露
給
、

正
月
十
日

（
今
出
川
）

　
公
行
上

　
　

綾
少
路
新
中
将
殿

（

）
市
沢
哲
「
伏
見
宮
家
の
経
営
と
播
磨
国
国
衙
領
―
『
徴
古
雑
抄
』
所
収
「
播
磨
国
国
衙
領
目
録
」

の
研
究
―
」（
同
『
日
本
中
世
公
家
政
治
史
の
研
究
』〔
校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
〕
第
十
章
、
初
出

は
二
〇
〇
八
年
）
。

（

）
末
柄
豊
「
禁
裏
文
書
に
み
る
室
町
幕
府
と
朝
廷
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
三
〇
号
、
二
〇
一
二
年
）
。

（

）
『
建
内
記
』
嘉
吉
元
年
九
月
十
四
日
条
に
、
実
雅
が
同
じ
く
赤
松
領
国
に
所
在
し
た
禁
裏
御
料
所

備
前
国
鳥
取
荘
に
つ
い
て
奉
行
職
の
就
任
を
打
診
さ
れ
た
が
、
辞
退
し
た
と
見
え
る
こ
と
を
参
照
。


