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公
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列
影
図
』

に
関
す
る
二
、

三
の
問
題

田

武

繁

は

じ

め

に
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現
在
京
都
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
肖
像
絵
巻
『
公
家
列
影
図
』
は
、
大
和
絵
系
の
写
実
的
な
肖
像
画
、
す
な
わ
ち
似
絵
の
代

表
的
な
作
品
の
一
つ
で
、
こ
れ
と
同
様
に
多
数
の
肖
像
を
集
成
し
た
肖
像
絵
巻
に
、
宮
内
庁
書
陵
部
保
管
の
『
天
子
摂
関
御
影
』
や
徳
川

美
術
館
所
蔵
の
『
天
皇
摂
関
御
影
』
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
い
か
な
る
肖
像
画
の
研
究
に
お
い
て
も
像
主
の
確
定
が
そ
の
最
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か

ろ
う
。
黒
田
日
出
男
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
『
肖
像
画
』
の
歴
史
的
研
究
の
出
発
点
」
な
の
で
あ
り
、
如
上
の
肖
像
絵
巻
の

研
究
に
お
い
て
も
例
外
で
な
い
こ
と
は
、
以
下
に
記
す
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
あ
り
か
た
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
右
の
三
作
品
の
う
ち
、
『
天
子
摂
関
御
影
』
は
、
奥
書
の
記
述
か
ら
肖
像
を
描
い
た
画
家
が
似
絵
の
名
人
と
し
て



咋
公
家
列
影
図
』
に
隠
す
る
…

一
一
一
の
問
題

2 

ヂ公家列影間J (怒分、第…紙より第二紙前半)
京都盟立?専務鑓蔵

4 8 

密 1

F公家列影図.J(部分、第四紙後半より第五紙}
京都鴎立博物館蔵

64 

爵 2
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図 3 r公家列影図J (部分、第七紙末より第九紙前半)
京都国立博物館蔵

57 55 

図 4 r公家列影図J (部分、第八紙末より巻末極め)
京都国立博物館蔵

注 図 1~4 の各肖像の上または下に記した数字は、『公家列影図』の巻首からの

配列の順位を示す。
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『
公
家
列
影
図
』
に
関
す
る
三
、
三
の
問
題

名
高
い
藤
原
隆
信
と
そ
の
子
信
実
を
父
祖
に
も
つ
藤
原
為
信
・
豪
信
父
子
(
系
図
参
照
)
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
ま
た
制
作
の
際
に
各

肖
像
に
付
さ
れ
た
人
名
呼
称
に
よ
り
容
易
に
像
主
が
特
定
し
う
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
や
成
立
に
関
す
る
事
情
に
つ
い
て
説
得
力
の
あ

る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
天
子
摂
関
御
影
』
と
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
最
末
期
に
至
る
約
二
百
年
間
の
天
皇
、

摸
政
・
関
白
、
大
臣
の
肖
像
を
身
位
ご
と
に
巻
を
分
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
・
官
職
へ
の
就
任
順
に
配
列
し
た
一
大
肖
像
絵
巻
で
あ
る
、

と
説
明
し
う
る
の
も
、
ま
た
天
皇
の
追
号
や
制
作
に
関
与
し
た
人
々
の
関
係
か
ら
最
終
的
な
成
立
時
期
が
十
四
世
紀
の
半
ば
と
推
定
さ
れ

る
の
も
、
あ
る
い
は
藤
原
為
信
の
生
年
が
宝
治
二
(
一
二
四
八
)
年
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
描
か
れ
た
肖
像
す
べ
て
が
為
信
・
豪
信
父
子

の
実
写
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
父
祖
隆
信
以
来
こ
の
家
に
集
積
さ
れ
た
下
絵
・
模
写
本
な
ど
の
資
料
が
制
作
に
際
し
て
用
い
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
と
推
測
し
う
る
の
も
、
す
べ
て
制
作
者
と
像
主
を
容
易
に
確
認
し
う
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
似
絵
の
出
現
の
時
期
を
議

論
す
る
際
、
そ
の
時
期
は
十
二
世
紀
前
半
で
あ
る
、
と
す
る
主
張
が
比
較
的
肯
定
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
天
子
巻
、
摂
関
巻
、

大
臣
巻
の
各
巻
の
官
頭
の
肖
像
が
、
そ
れ
ぞ
れ
鳥
羽
天
皇
(
在
位
は
一
一

O
七
一
一
二
三
年
)
、
藤
原
忠
通
(
関
白
就
任
は
一
三
二
年
)
、

花
山
院
家
忠
(
内
大
臣
就
任
は
一
一
一
一
二
年
て
と
い
ず
れ
も
十
二
世
紀
前
半
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
・
官
職
に
就
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
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確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
『
天
皇
摂
関
御
影
』
や
『
公
家
列
影
図
』
に
は
、
そ
れ
自
体
に
制
作
者
や
像
主
の
名
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
は
残

さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
二
つ
の
肖
像
絵
巻
は
、
面
貌
描
写
の
類
似
性
か
ら
右
の
『
天
子
摂
関
御
影
』
と
共
通
の
原
資
料
(
下
絵
・

模
写
本
な
ど
)
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
解
に
基
づ
き
、

そ
れ
ぞ
れ
『
天
子
接
関
御
影
』
と

の
比
較
か
ら
像
主
の
名
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
制
作
者
や
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
右
の
推
定
に
よ
っ
て
判
明
す
る
像
主
の
下
限

を
根
拠
に
推
測
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
構
図
や
表
現
上
の
特
徴
か
ら
作
品
の
性
格
を
考
え
よ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
と
て
、
絵
巻
の
内
容
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
人
々
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
に
つ
い
て
一
定
の
理
解
が
え
ら
れ
た
こ
と
を
前

提
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
二
つ
の
肖
像
絵
巻
の
成
立
事
情
に
関
す
る
説
明
が
説
得
力
を
も
ち
う
る
か
否
か

は
、
像
主
の
推
定
が
正
確
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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幸
い
な
こ
と
に
、
『
天
皇
摂
関
御
影
』
の
像
主
名
に
つ
い
て
は
、
天
皇
影
十
七
体
と
摂
関
影
十
一
体
は
『
天
子
摂
関
御
影
』
と
の
比
較
か

ら
既
に
確
認
さ
れ
、
ま
た
『
天
子
摂
関
御
影
』
に
該
当
す
る
肖
像
が
存
在
し
な
い
た
め
そ
の
名
前
が
不
明
で
あ
っ
た
九
体
の
法
体
の
人
物

像
も
、
近
年
の
黒
田
日
出
男
氏
の
研
究
に
よ
り
、
仁
和
寺
門
跡
の
法
親
王
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
像
主
の
推
定
作
業
は

完
了
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

他
方
、
『
公
家
列
影
図
』
に
つ
い
て
も
、
『
天
子
摂
関
御
影
』
と
の
比
較
に
よ
る
像
主
の
推
定
作
業
が
行
わ
れ
、
大
半
の
肖
像
に
つ
い
て

は
像
主
の
名
が
特
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

い
ま
だ
に
共
通
の
理
解
が
え
ら
れ
て
い
な
い
肖
像
、
す
な
わ
ち
像
、
王
の
名
が
未
確
定
の
肖

像
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
『
公
家
列
影
図
』

に
関
す
る
研
究
は
、
内
容
や
成
立
事
情
を
考
察
す
る
た
め
に
必
要
な
確

固
た
る
土
台
を
築
き
終
え
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
確
定
し
た
像
主
名
か
ら
、
『
天
子
摂
関
御
影
』
に
描
か

北
大
文
学
部
紀
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『
公
家
列
影
図
』
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題

れ
て
い
な
が
ら
こ
の
『
公
家
列
影
図
』

に
描
か
れ
て
い
な
い
人
物
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
何
故

そ
れ
ら
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
か
、

そ
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
描
か
れ
て
い
る
人
々
は
何
を
基
準
に
選
ば
れ
て
い

る
の
か
、

そ
の
基
準
を
考
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、

そ
の
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
と
は
い
い
が
た
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
如
上
の
諸
点
に
お
い
て
研
究
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
感
の
あ
る
『
公
家
列
影
図
』
を
取
り
上
げ
、
描
か
れ
て
い
な
い

人
物
に
つ
い
て
、
描
か
れ
な
か
っ
た
理
由
を
考
え
、
ま
た
像
主
の
名
が
未
確
定
の
肖
像
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
そ
の
名
前
を
推
定
し
、

か
か
る
作
業
の
中
か
ら
こ
の
肖
像
絵
巻
の
成
立
に
関
す
る
諸
事
情
を
考
察
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

「
公
家
列
影
図
」
概
観
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本
節
で
は
、
次
節
以
下
で
行
う
像
主
の
検
討
の
準
備
作
業
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
貴
重
な
成
果
に
導
か
れ
な
が
ら
、
『
公
家
列
影

図
』
の
体
裁
や
、
表
現
上
の
特
徴
か
ら
推
定
さ
れ
る
こ
の
絵
巻
の
性
格
に
つ
い
て
確
認
し
、
さ
ら
に
内
容
に
つ
い
て
の
大
ま
か
な
整
理
と

若
干
の
補
足
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
現
存
す
る
『
公
家
列
影
図
』
の
体
裁
で
あ
る
が
、
こ
の
肖
像
絵
巻
は
十
枚
の
紙
を
横
に
貼
り
継
い
で
作
ら
れ
て
い
る
。
表
1
は、

宮
次
男
氏
が
測
定
さ
れ
た
料
紙
の
寸
法
と
各
料
紙
に
描
か
れ
て
い
る
間
像
の
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
肖
像
が
描
か
れ
て
い
る
第
一
紙
か
ら
第
九
紙
の
そ
れ
ぞ
れ
の
横
幅
は
、
第
一
紙
が
若
干
短
い
ほ
か
は
、
ほ
ぽ
同
じ
長
さ
の
紙
が
用
い

ら
れ
て
お
り
、
絵
巻
の
完
成
後
現
在
に
至
る
ま
で
の
聞
に
、
特
定
の
箇
所
で
切
断
さ
れ
た
よ
う
な
痕
跡
は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
、

一
紙
あ



「公家列影図」の体裁

高さ 36.8 cm 

長さ 521.4 cm 肖像順次 肖像個数1
第 1紙 55.7 cm 1~4 4体

第2紙 58.7 cm 5~11 7体

第3紙 58.3 cm 12~18 7体

第4紙 58.5cm 19~25 7体

第5紙 58.5 cm 26~32 7体

第6紙 58.1 cm 33~40 8体

第7紙 58.0 cm 41~47 7体

第8紙 58.1cm 48~53 6体

第9紙 57.5cm 54~57 4体

巻末極め 17.0 cm 

表 1

た
り
の
肖
像
の
個
数
が
平
均
す
る
と
ほ
ぽ
七
体
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た

ぃ
。
な
お
、
巻
末
の
一
紙
に
「
年
中
行
事
着
座
土
佐
信
実
朝
臣
筆
(
印
)
」
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、
と
れ
は
制
作
当
時
の
も
の
で
は
な
く
、
後
世
貼
り
継
が
れ
た
い
わ
ゆ

で
あ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
現
在

る
極
書
(
鑑
定
書
)

で
は
こ
の
極
書
に
依
拠
し
て
内
容
や
制
作
者
が
議
論
さ
れ
る
と
と
は
な
い
。

次
に
、
構
図
や
表
現
上
の
特
徴
か
ら
知
ら
れ
る
『
公
家
列
影
図
』
の
性
格
を
確

認
し
よ
う
。

第
一
点
と
し
て
は
、
こ
の
肖
像
絵
巻
は
人
物
の
全
身
像
を
描
き
な
が
ら
も
、
制

作
者
の
主
眼
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
面
貌
の
描
写
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
以
下
の
二
つ
の
表
現
上
の
特
徴
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
一
つ
め
は
、
面
貌
描
写
と
装
束
描
写
と
の
著
し

-69-

い
違
い
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
描
か
れ
て
い
る
人
物
は
全
て
束
帯
を
着
す
が
、
頭
部
の
冠
を
除
け
ば
、
抱
や
下
襲
の
裾
、
平
緒
、
太
万
、

拐
な
ど
に
は
彩
色
が
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
墨
線
を
引
く
の
み
の
簡
略
な
描
写
で
す
ま
せ
で
あ
る
の
に
対
し
、
面
貌
描
写
は
、
輪
郭
を
描
く

際
に
細
い
線
を
何
本
も
引
き
重
ね
る
な
ど
似
絵
の
特
徴
的
な
技
法
を
用
い
た
極
め
て
丁
寧
な
仕
事
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
色
彩
的
に

は
概
し
て
単
調
な
こ
の
絵
巻
の
中
で
、
淡
黄
色
に
塗
ら
れ
た
顔
面
や
薄
く
紅
を
き
し
た
唇
、
あ
る
い
は
黒
々
と
し
た
冠
や
髪
、
髭
な
ど
は

一
種
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
り
、
こ
の
絵
巻
を
緒
い
た
者
の
目
を
面
貌
部
分
に
集
中
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
根
拠
の
二
つ
め
は
、
上
下
二
段
に

配
列
さ
れ
た
肖
像
の
う
ち
、
下
段
の
肖
像
の
姿
勢
に
あ
る
。
『
公
家
列
影
図
』
は
、
全
肖
像
を
一
列
に
配
す
る
『
天
子
摂
関
御
影
』
や
『
天
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『
公
家
列
影
図
』
に
関
す
る
こ
、
三
の
問
題

皇
摂
関
御
影
』
と
は
異
な
り
、
全
五
十
七
体
の
肖
像
を
上
段
に
二
十
九
体
、
下
段
に
二
十
八
体
、
と
二
段
に
分
け
、

妻
型
に
配
列
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
上
段
の
肖
像
の
体
の
向
き
は
、
右
の
二
点
の
肖
像
絵
巻
同
様
、
巻
頭
の
人
物
が
画
面
や
や
左
方
向
に
、

他
は
画
面
や
や
右
方
向
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
顔
の
向
き
と
体
の
向
き
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
た
め
、
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
と

一
ヵ
所
を
除
き
、
稲

こ
ろ
が
、
下
段
の
肖
像
は
上
段
の
肖
像
に
対
向
す
る
よ
う
に
背
面
を
見
せ
て
斜
め
右
方
向
に
体
を
向
け
る
一
方
、
首
を
大
き
く
右
に
ね
じ
っ

て
顔
を
正
面
に
向
げ
る
と
い
う
不
自
然
な
姿
勢
を
と
る
。
か
か
る
姿
勢
で
描
か
れ
た
の
は
、
面
貌
描
写
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
か
ら
に

相
違
な
か
ろ
う
。

性
格
の
第
二
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
肖
像
絵
巻
は
、
制
作
者
と
そ
の
家
の
継
承
者
以
外
の
第
三
者
に
見
せ
る
こ
と
を
目
的

に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
換
言
す
れ
ば
、
注
文
主
の
求
め
に
応
じ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
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い
う
の
も
、
「
註
文
主
・
絵
師
・
観
者
た
ち
の
場
合
は
、
像
、
王
の
必
然
と
す
る
装
束
・
装
身
具
の
類
を
熟
知
し
て
い
た
に
相
違
な
い
の
で
あ

り
、
そ
れ
ら
の
あ
い
ま
い
な
描
写
は
不
謹
慎
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
か
れ
な
か
っ
た
L

と
さ
れ
る
鈴
木
敬
三
氏
の
指
摘
に
し
た
が
え
ば
、
立
涌

文
や
飛
雲
文
な
ど
の
ほ
か
に
、
先
例
を
無
視
し
て
蕪
や
大
根
な
ど
通
常
用
い
る
こ
と
の
な
い
文
様
を
抱
に
描
く
『
公
家
列
影
図
』
の
装
束

描
写
の
あ
り
か
た
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
特
定
の
地
位
に
就
い
た
人
物
の
肖
像
画
集
で
あ
る
だ
け
に
、
第
三
者
の
目
に
触
れ
る
と
す
れ
ば
、

ま
さ
に
「
不
謹
慎
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
か
れ
な
」
い
作
品
だ
か
ら
で
あ
り
、

か
か
る
意
味
に
お
い
て
制
作
者
と
そ
の
家
の
継
承
者
以
外
の
第

三
者
の
観
覧
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
知
上
の
推
測
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
伝
来
の
あ
り
か
た
が
参
考
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
管
見

の
及
ぶ
限
り
で
は
、
こ
の
肖
像
絵
巻
が
重
要
美
術
品
に
認
定
さ
れ
た
一
九
三
五
年
当
時
の
所
有
者
が
実
業
家
の
前
山
久
吉
氏
で
あ
っ
た

こ
と
、
戦
後
、
一
九
五
一
年
に
古
美
術
商
の
瀬
津
伊
之
助
氏
か
ら
国
が
買
い
上
げ
、
文
化
財
保
護
委
員
会
の
保
管
を
経
て
京
都
国
立
博
物



館
に
所
蔵
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
、
こ
の
間
の
一
九
五
二
年
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
る
程
度
で
、
当
面
の
問

題
関
心
か
ら
す
る
と
最
も
肝
腎
の
完
成
時
か
ら
前
山
久
吉
氏
の
手
に
至
る
ま
で
の
経
路
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
。

性
格
の
第
三
は
、
こ
の
肖
像
絵
巻
は
、
制
作
者
の
何
ら
か
の
時
代
認
識
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
黒

田
日
出
男
氏
が
『
天
子
摂
関
御
影
』
や
『
天
皇
摂
関
御
影
』
に
関
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
問
、
『
公
家
列
影
図
』
も
こ
の
二
点
同
様
、

巻
頭
の
肖
像
の
視
線
は
巻
末
方
向
に
向
け
ら
れ
、
残
る
肖
像
の
そ
れ
は
巻
頭
の
肖
像
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

一
つ
に
は
全
て
を

同
一
方
向
に
向
け
る
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
な
い
と
い
う
技
法
上
の
問
題
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
制
作
者
に
と
っ
て
特
定
の
意

味
を
も
っ
た
時
代
が
巻
頭
の
人
物
か
ら
始
ま
る
と
い
う
意
識
の
表
れ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
す
れ
ば
、
制
作
者
の
時
代
認
識
、
も
し
く

は
制
作
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
誰
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
、

そ
こ
で
問
題
と
な
る
『
公
家
列
影
図
』

そ
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
平
林
盛
得
氏
の
研
究
が
最
も
詳
し
い
。
平
林
氏

は
、
他
の
研
究
者
同
様
『
天
子
摂
関
御
影
』
と
の
対
比
に
よ
り
、
『
公
家
列
影
図
』
の
全
肖
像
の
像
主
の
名
前
を
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
氏

の
理
解
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
以
下
の
如
く
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
永
久
一
ニ
(
一
一
一
五
)
年
に
内
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
、
保
安

二
(
一
三
二
)
年
に
関
白
に
就
任
し
た
藤
原
忠
通
を
は
じ
め
と
し
て
、
建
長
四
(
一
二
五
二
)
年
に
内
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
花
山
院
定

雅
ま
で
の
総
計
五
十
七
名
の
大
臣
経
験
者
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
五
十
七
体
の
肖
像
の
配
列
の
順
序
は
大
臣
へ
の
初
任

の
順
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
摂
関
就
任
者
も
除
外
せ
ず
大
臣
へ
の
初
任
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
四
に
、
上
限
と
下
限
が
第
一

の
如
く
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
間
に
大
臣
に
就
任
し
な
が
ら
こ
の
絵
巻
に
描
か
れ
て
い
な
い
者
が
若
干
名
い
る
こ
と
、
第
五
に
、
『
天
子

摂
関
御
影
』
と
の
比
較
の
み
で
は
像
主
名
を
確
定
し
き
れ
な
い
肖
像
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
、
第
六
に
、
巻
末
の
肖
像
が
花
山
院
定
雅
で

あ
る
と
す
る
と
、
制
作
年
代
は
建
長
四
年
以
降
で
あ
る
こ
と
、
第
七
に
、
藤
原
信
実
、
為
継
、
伊
信
の
三
代
の
い
ず
れ
か
が
『
公
家
列
影
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『
公
家
列
影
図
』
に
関
す
る
こ
、
三
の
問
題

図
』
も
し
く
は
そ
の
原
資
料
に
関
与
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
作
者
は
確
定
し
え
な
い
こ
と
、
の
七
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
上
述
の
よ

う
に
第
四
と
第
五
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
こ
の
こ
点
に
つ
い
て
一
定
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
か
ぎ

り
、
他
の
論
点
に
言
及
し
て
も
説
得
力
を
も
ち
え
な
い
こ
と
は
、
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
平
林
氏

の
理
解
に
従
い
、
肖
像
の
配
列
順
序
の
原
則
に
か
か
わ
る
第
二
、
第
三
の
論
点
、
お
よ
び
制
作
者
に
関
す
る
第
七
の
論
点
に
つ
い
て
、
若

干
の
補
足
と
考
察
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
第
二
の
論
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
像
主
の
名
が
確
定
し
て
い
る
肖
像
の
配
列
の
あ
り
か
た
を
見
る
か
ぎ
り
、
『
公
家
列
影
図
』

の
肖
像
は
、
平
林
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
初
め
て
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
時
点
を
基
準
に
配
列
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
の
大
臣
の
種
類

や
そ
の
後
の
昇
任
の
如
何
に
よ
る
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
日
付
付
で
二
人
の
人
物
が
大
臣
に
初
め
て
任
ぜ

ら
れ
た
例
が
複
数
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
例
外
な
く
上
席
の
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
の
肖
像
を
先
に
配
列
し
て
い
る
。
こ
の
点
も
考
慮

に
入
れ
、
藤
原
忠
通
以
降
十
三
世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
に
大
臣
に
就
任
し
た
人
物
を
初
任
順
に
、
換
言
す
れ
ば
、
『
公
家
列
影
図
』
の
配
列

原
則
に
し
た
が
っ
て
列
記
し
た
の
が
表
2
で
あ
る
。

次
に
、
第
三
の
論
点
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
こ
こ
で
、
摂
政
・
関
白
に
就
任
し
た
者
も
、
摂
関
へ
の
就
任
順
で
は
な
く
、
他
の
一
般
の

大
臣
同
様
あ
く
ま
で
も
大
臣
へ
の
初
任
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
『
公
家
列
影
図
』
の
配
列
の
あ
り
か
た
に
注
目
す
る
の
は
、
そ
れ

が
こ
の
肖
像
絵
巻
の
性
格
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
如
く
、
『
天
子
摂
関
御
影
』

は
大
臣
経
験
者
を
一
括
せ
ず
に
摂
政
・
関
白
に
就
い
た
者
と
そ
れ
以
外
の
一
般
の
大
臣
と
で
巻
を
分
け
て
お
り
、
ま
た
現
存
す
る
『
天
皇

摂
関
御
影
』
も
少
な
く
と
も
摂
関
と
大
臣
を
意
識
的
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
き
す
れ
ば
、
摂
関
を
特
別
視
し
な
い
如
上

の
配
列
の
あ
り
か
た
は
、
『
公
家
列
影
図
』
を
他
の
肖
像
絵
巻
と
区
別
す
る
重
要
な
特
徴
と
見
倣
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
平
安
時
代
後
期
以
降
、
院
政
の
開
始
や
武
家
政
権
の
誕
生
な
ど
に
よ
る
政
治
構
造
の
変
化
に
と
も
な
い
、
摂
政
・
関
白
の

政
治
的
な
権
力
と
そ
れ
に
基
づ
く
権
威
は
、
全
盛
期
に
比
べ
明
ら
か
に
低
下
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
地
位
は
道
長
・
頼
通
の

直
系
の
子
孫
に
よ
っ
て
独
占
、
世
襲
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
鳥
羽
天
皇
の
外
戚
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
摂
政
に
な
る
こ
と
を
望

ん
だ
閑
院
流
の
藤
原
公
実
に
つ
い
て
、
「
ヒ
ト
エ
ノ
凡
夫
ニ
フ
ル
マ
イ
テ
代
々
ヲ
へ
テ
、
摂
政
ニ
ハ
サ
ヨ
ウ
ノ
人
ノ
イ
ル
ベ
キ
ホ
ド
ノ
ツ
カ

サ
カ
ハ
。
サ
ル
事
ハ
又
ム
カ
シ
モ
イ
マ
モ
ア
ル
ベ
キ
コ
ト
ナ
ラ
ズ
ト
、
親
疎
、
遠
近
、
老
少
中
年
、
貴
賎
、
上
下
、
思
ヒ
タ
ル
」
と
記
す

『
愚
管
抄
』
の
一
節
か
ら
も
容
易
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
摂
政
・
関
白
は
代
々
そ
の
地
位
を
継
承
し
て
き
た
特
定
の
家
に
生
ま
れ
た
者
の
み

が
就
任
し
う
る
特
別
な
官
職
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
九
条
道
家
が
そ
の
惣
処
分
状
に
お
い
て
摂
関
就
任
を
家
領
相
続
の

条
件
に
あ
問
、
後
年
、
こ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
た
一
条
実
経
が
そ
の
時
点
で
未
だ
摂
関
就
任
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
甥
の
前
右
大
臣

九
条
忠
家
に
家
領
の
引
渡
し
を
要
求
し
た
一
件
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
摂
政
・
関
白
は
決
し
て
一
般
の
大
臣
と
同
列
に
扱
う
こ
と
が

で
き
な
い
隔
絶
し
た
地
位
と
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
、

か
か
る
意
識
は
実
際
の
摂
関
の
政
治
的
実
力
に
裏
付
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
観
念
上
、
形
式
上
の
も
の

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
肖
像
の
配
列
と
い
う
ま
さ
に
形
式
上
の
問
題
に
投
影
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
『
公
家
列
影
図
』
が
摂
闘
を
他
の
一
般
の
大
臣
と
同
列
に
配
列
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
は
、
抱
の
文
様
が
故
実
を
無
視
し
て

い
た
の
と
同
じ
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
現
存
す
る
『
公
家
列
影
図
』
は
、
制
作
者
と
そ
の
後
継
者
以
外
の
人

物
が
こ
れ
を
見
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
当
該
期
の
摂
聞
に
つ
い
て
の
社
会
的
通
念
を
無
視
し
て
便
宜
的
に
大
臣
へ
の
初

任
順
に
配
列
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
い
。

次
に
、
こ
の
絵
巻
の
制
作
者
に
関
す
る
第
七
の
論
点
で
あ
る
が
、

は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
制
作
者
を
特
定
し
う
る
『
天
子
摂
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No. 氏 名 大臣初任年月日 種類 年齢

32 徳大寺公継 承元 3(1209). 4 .10 内 35 
33 坊 門 信 清 建暦元 (1211).10. 4 内 53 

34 九 条 道家 建暦2(1212).6.29 内 20 

35 三 条 公 房 建保3(1215) .12.10 内 37 
36 源 実朝 建保6(1218) .10.9 内 27 

37 近 衛 家通 建保 6(1218) .12. 2 内 15 

38 久 我 通光 承久元 (1219). 3 . 4 内 33 

39 西国寺公経 承久 3(1221).⑩.10 内 51 

40 大炊御門師経 貞応元 (1222). 8 .13 内 47 

41 九 条 良平 元仁元 (1224).12.25 内 41 

42 九条教実 安貞元 (1227). 4 . 9 右 18 

43 近 衛 兼経 安貞元(1227). 4 . 9 内 18 
44 西園寺実氏 寛喜3(1231).4.26 内 38 

45 ニ 条 良実 嘉禎元 (1235).10. 2 内 20 

46 土御門定通 嘉禎 2(1236). 6 . 9 内 49 
47 九 条 基家 嘉禎 3(1237) .12.25 内 35 
48 三 条 実親 暦仁元 (1238). 7 .20 右 44 

49 大炊御門家嗣 暦仁元 (1238). 7 .20 内 42 

50 一 条 実経 仁治元 (1240).10.20 右 18 

51 衣 笠 家良 仁治元 (1240).10.20 内 49 

52 鷹 司 兼平 仁治 2(1241). 4 .17 内 14 

53 九条忠家 寛元 2(1244). 6 .13 内 16 

54 徳大寺実基 寛元4(1246) .12.24 内 46 

55 堀 川 具実 建長 2(1250). 5 .17 内 48 

56 二 条 道良 建長 2(1250) .12.15 内 17 

57 花山院定雅 建長4(1252).7.20 内 35 
西園寺公相 建長4(1252) .11.13 内 30 
西園寺公基 建長 6(1254) .12.25 内 35 

近 衛 基平 正嘉 2(1258) .11. 1 内 13 

鷹 司 基忠 弘長2(1262). 1 .26 内 16 

注 (1) No.の欄の数字はr公家列影図』の巻首からの配列の順位を示し、空欄

は該当する肖像が存在しないことを示す。なお第 50像、 52像、 53像、 56
像、 57像の像主については諸説あり。

(2) 人名が太字で表記されたものは摂関就任者。

(3) 大臣初任年月日の欄の丸数字は閏月を示す。

(4) 種類の欄の内は内大臣、右は右大臣を示す。
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表 2 大臣初任表

北
大
文
学
部
紀
要

No. 氏 名 大臣初任年月日 種類 年齢

1 藤原忠通 永久3 (1115). 4 .28 内 19 
花山院家忠 保安3(1122) .12.17 右 61 

2 源 有 仁 保安3(1122) .12.17 内 20 
中御門宗忠 天承元 (1131).12.22 内 70 

3 藤原頼長 保延2(1136) .12. 9 内 17 
4 三 条 実 行 久安5(1149). 7 .28 右 70 
5 源 雅 定 久安5(1149). 7 .28 内 56 
6 徳大寺実能 久安 6(1150).8.21 内 55 
7 中御門宗輔 保元元 (1156). 9 .13 右 80 
8 藤 原 伊 通 保元元 (1156). 9 .13 内 64 
9 藤原基実 保元 2(1157). 8 .19 右 15 
10 三 条 公 教 保元 2(1157). 8 .19 内 55 
11 徳大寺公能 永暦元 (1160). 8 .11 右 46 
12 藤 原 基 房 永暦元 (1160). 8 .11 内 17 
13 中御門宗能 応保元 (1161)• 9 .13 内 78 
14 大炊御門経宗 長寛2(1164)⑩.23 右 46 
15 九条兼実 長寛 2(1164)⑩.23 内 16 
16 平 清 盛 仁安元(1166).11.11 内 49 
17 花山院忠雅 仁安2(1167). 2 .11 内 44 
18 源 雅 通 仁安3(1168).8.10 内 51 
19 藤原師長 安元元 (1175).11. 28 内 38 
20 平 重 盛 治承元 (1177).3.5 内 40 
21 近衛基通 治承3(1179) .11.17 内 20 
22 平 宗 盛 寿永元 (1182).10. 3 内 36 
23 徳大寺実定 寿永 2(1183). 4 . 5 内 45 
24 藤 原 師 家 寿永 2(1183) .11.21 内 12 
25 九条良通 文治 2(1186) .10.29 内 20 

三条実房 文治 5(1189).7.10 右 43 
花山院兼雅 文治 5(1189).7.10 内 42 
藤 原 兼 房 建久元 (1190).7.17 内 38 
中山忠、親 建久 2(1191).3.28 内 61 
九条良経 建久6(1195) .11.10 内 27 
大炊御門頼実 建久9(1198) .11.14 右 44 
近衛家実 正治元 (1199). 6 .22 右 21 

26 源 通 親 正治元 (1199). 6 .22 内 51 
27 藤原隆忠 建仁 2(1202).⑩ 20 内 38 
28 西国寺実宗 元久 2(1205) .11.24 内 61 
29 花山院忠経 建永元(1206). 3 .28 内 34 
30 近 衛 道 経 承元元(1207). 2 .10 内 24 
31 九条良輔 承元2(1208). 7 . 9 内 24 
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『
公
家
列
影
図
』
に
関
す
る
こ
、
三
の
問
題

関
御
影
』
と
こ
の
『
公
家
列
影
図
』
は
共
通
の
原
資
料
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
視
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
藤

原
隆
信
・
信
実
に
始
ま
る
い
わ
ゆ
る
似
絵
の
家
に
属
す
る
者
の
中
に
そ
の
制
作
者
を
求
め
よ
う
と
す
る
先
の
指
摘
は
極
め
て
蓋
然
性
が
高

い
、
と
評
価
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
絵
巻
の
制
作
者
は
隆
信
・
信
実
の
家
系
に
属
す
る
者
と
仮
定
し
て
検
討

を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

『
公
家
列
影
図
』
の
配
列
原
則
と
制
作
者
に
関
す
る
補
足
的
検
討
は
、

ひ
と
ま
ず
以
上
に
と
ど
め
、
次
に
節
を
改
め
て
当
面
の
課
題
で
あ

る
像
主
の
推
定
作
業
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

描
か
れ
な
か
っ
た
人
々

(
そ
の
ご

あ
ら
た
め
て
表
2
を
眺
め
て
み
よ
う
。
こ
の
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
藤
原
忠
通
の
内
大
臣
就
任
か
ら
花
山
院
定
雅
の
内
大
臣
就
任
に
至

る
ま
で
の
約
百
四
十
年
間
に
、
総
計
六
十
六
名
の
人
物
が
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
人
名
呼
称
が
記
さ
れ
た
『
天
子
摂
関

御
影
』
と
の
比
較
の
結
果
、
巻
首
か
ら
の
肖
像
の
順
番
を
示
す
数
字
が
付
さ
れ
て
い
な
い
九
名
|
|
花
山
院
家
忠
、
中
御
門
宗
忠
、
三
条

実
房
、
花
山
院
兼
雅
、
藤
原
兼
房
、
中
山
忠
親
、
九
条
良
経
、
大
炊
御
門
頼
実
、
近
衛
家
実
ー
ー
に
相
当
す
る
肖
像
は
現
存
す
る
『
公
家

列
影
図
』
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
既
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
九
名
の
う
ち
、
十
二
世
紀
前
半
に
大
臣
と
な
っ
た
花
山
院
家
忠
と
中

御
門
宗
忠
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
十
二
世
紀
末
に
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
三
条
実
房
か
ら
近
衛
家
実
ま
で
の

七
名
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
描
か
れ
な
か
っ
た
理
由
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
『
公
家
列
影
図
』
第
お
像
の
像
主
と
推
定
さ
れ
る
九
条
良
通
は
文
治
二
(
一
一
八
六
)
年
十
月
二
十
九
日
に
、

ま
た
、
第
お
像
の



像
主
と
推
定
さ
れ
る
源
通
親
は
正
治
元
こ
一
九
九
)
年
六
月
二
十
二
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
初
め
て
大
臣
に
就
任
し
て
い
る
。
乙
の
聞
に
新

た
に
七
名
が
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
こ
そ
本
節
で
検
討
の
対
象
と
な
る
三
条
実
房
以
下
『
公
家
列
影
図
』
に
該
当
す
る
肖
像

の
な
い
七
人
の
貴
族

|
l
三
条
実
房
、
花
山
院
兼
雅
、
藤
原
兼
房
↑
、
中
山
忠
親
、
九
条
良
経
、
大
炊
御
門
頼
実
、
近
衛
家
実
ー
ー
な
の
で

あ
る
。
『
天
子
摂
関
御
影
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
肖
像
を
載
せ
る
彼
ら
で
は
あ
る
が
、
如
何
な
る
理
由
で
『
公
家
列
影
図
』
に
は
描
か
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
七
名
の
名
字
か
ら
み
て
も
、
特
定
の
家
系
の
者
が
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
、
例
え
ば
政
治
的
な
理
由
な
ど
に
よ
っ
て

排
除
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。

か
か
る
疑
問
に
対
し
て
、
マ
リ
ベ
ス
・
グ
レ

l
ビ
ル
氏
は
制
作
者
側
の
事
情
に
そ
の
理
由
を
求
め
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
条
実

房
以
下
の
七
名
の
う
ち
、
九
条
良
経
と
近
衛
家
実
に
つ
い
て
は
描
か
れ
な
か
っ
た
理
由
は
不
明
と
さ
れ
な
が
ら
的
、
残
る
五
名
に
つ
い
て

は
、
藤
原
信
実
が
『
公
家
列
影
図
』
制
作
の
原
資
料
を
描
い
た
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
、
信
実
の
活
動
が
諸
記
録
か
ら
た
ど
ら
れ
な
く
な
っ

た
時
期
と
彼
ら
の
大
臣
就
任
の
時
期
が
重
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
宮
廷
内
で
の
信
実
の
立
場
が
、
な
ん
ら
か
の
事
情
で
悪
化
し
た
た
め
、
肖

像
を
描
く
機
会
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
想
像
」
さ
れ
、
『
公
家
列
影
図
』
は
「
こ
の
家
系
に
連
な
る
画
家
の
子
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
ス
ケ
ッ

チ
を
利
用
し
て
制
作
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

『
公
家
列
影
図
』
制
作
の
意
味
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
、
如
上
の
氏
の
「
想
像
」
を
支
え
る
の
は
藤
原
信
実
の
動
向
で
あ
る

が
、
治
承
元
ご
一
七
七
)
年
も
し
く
は
安
元
二
こ
一
七
六
)
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
彼
の
生
年
か
ら
す
る
と
、
問
題
の
七
名
の
貴
族

が
大
臣
に
就
任
し
た
一
一
八

0
年
代
末
か
ら
一
一
九

0
年
代
に
か
け
て
、
彼
は
十
代
前
半
か
ら
二
十
代
前
半
の
青
春
期
に
あ
っ
た
。
ま
た
、

(
初
)

朝
廷
内
に
お
け
る
地
位
も
正
治
元
年
八
月
の
時
点
で
寸
無
官
五
位
L

に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
諸
記
録
に
彼
の
活
動
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
「
悪
化
」
と
評
価
し
う
る
ほ
ど
の
立
場
に
は
未
だ
立
ち
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、

北
大
文
学
部
紀
要
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『
公
家
列
影
図
』
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題

七
名
が
措
か
れ
な
か
っ
た
の
は
、
信
実
が
若
年
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
、

と
み
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
公
家
列
影
図
』
の

そ
の
父
隆
信
を
そ
の
一
人
に
想
定
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、

年
代
末
に
は
早
く
も
隆
信
は
老
妻
し
て
い
た
と
さ
れ
る
石
田
善
人
氏
の
指
摘
が
正
し
い
と
し
て
も
、
肖
像
を
描
く
機
会
が
大
臣
就
任
時
の

(
泣
)

み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
ら
、
如
上
の
グ
レ

l
ビ
ル
氏
の
「
想
像
」
は
、
い
さ
さ
か
説
得
力
に
欠
け
る
も
の
と
い
わ

原
資
料
制
作
者
を
信
実
に
限
定
す
る
必
然
性
は
な
く
、

一
一
九

O

ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
り
七
名
は
描
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
、
七
名
中
最
後
に
大
臣
に

就
任
し
た
近
衛
家
実
の
場
合
で
あ
る
。
彼
は
正
治
元
年
六
月
二
十
二
日
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
源
通
親
が
内
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
同
じ
日

の
如
く
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
か
る
素
朴
な
疑
問
を
念
頭
に
お
い
て
、
七
名
の
前
後
に
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
九
条
良
通
と
源
通
親
の
肖
像
に
注
目
し
て
み
よ
う
(
図
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に
権
大
納
言
か
ら
右
大
臣
に
昇
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
大
臣
と
内
大
臣
の
差
こ
そ
あ
れ
、
大
臣
の
初
任
日
が
同
じ
二
人
が
何
故
か
く

2
参
照
)
。

一
見
し
て
気
が
付
く
の
は
、
こ
の
二
体
の
肖
像
の
配
置
の
特
異
さ
で
あ
る
。
九
条
良
通
像
と
推
定
さ
れ
る
第
お
像
は
第
四
紙
左
端
上
部

ま
た
、
源
通
親
像
と
推
定
さ
れ
る
第
加
像
は
、
第
お
像
の
左
隣
に
あ
た
る
第
五
紙
右
端
上
部
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
装
束

の
右
端
は
第
四
紙
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
通
常
『
公
家
列
影
図
』
の
肖
像
は
稲
妻
型
に
配
列
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
本
来
の
配
列
原
則
に
従
え
ば
、
第
お
像
の
次
に
配
置
さ
れ
る
肖
像
は
そ
の
左
な
な
め
下
に
描
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
該
当
す
る
箇

所
に
肖
像
は
な
く
、
上
述
の
如
く
第
お
像
の
す
ぐ
左
隣
に
次
の
第
お
像
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
連
続
す
る
二
体
の
肖
像
が
隣
り
合
っ

て
配
置
さ
れ
た
如
上
の
構
図
は
、
『
公
家
列
影
図
』
に
あ
っ
て
は
例
外
的
に
こ
こ
の
み
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
下
部
の
空
白
部
分

に
描
か
れ
、



そ
こ
に
何
か
し
ら
の
作
為
の
あ
と
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
第
お
像
と
第
お
像
の
下
部
の
空
白
部
分
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
部
分
に
摺
り
消
し
の
跡
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。
こ
の
摺
り
消
し
跡
の
存
在
は
既
に
中
野
玄
三
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
中
野
氏
は
こ
の
摺
り
消
し
を
根
拠
に
、
「
第
四
、
五
紙

の
存
在
と
あ
わ
せ
、

の
聞
に
一
紙
欠
失
し
、
こ
こ
に
実
房
・
兼
雅
・
兼
房
・
忠
親
・
頼
実
の
五
大
臣
影
と
、
後
京
極
摂
政
・
猪
隈
関
白
の
二
摂
関
影
が
描
か
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
第
四
紙
の
左
端
下
段
に
坊
を
捧
持
す
る
人
物
の
前
面
が
、
第
五
紙
の
右
端
下
段
に
裾
が
、
そ
れ
ぞ
れ
摺
り
消

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
確
か
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
傾
聴
す
べ
き
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
話
。
以
下
、
中
野
氏
が
提
起
さ
れ

た
一
紙
欠
落
説
に
つ
い
て
、
補
足
的
な
検
討
を
加
え
な
が
ら
そ
の
妥
当
性
を
考
え
よ
う
。

ま
ず
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
第
四
紙
の
務
を
持
っ
た
人
物
の
右
半
身
の
摺
り
消
し
跡
と
、
第
五
紙
の
下
襲
の
裾
の
摺
り
消
し
跡
は
、
単

一
の
肖
像
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
現
存
す
る
摺
り
消
し
の
跡
に
頭
部
お
よ
び
左
半
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身
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
が
含
ま
れ
て
は
お
ら
ず
、
二
つ
の
摺
り
消
し
跡
を
合
体
さ
せ
て
も
完
全
な
人
物
像
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
第
四
紙
で
摺
り
消
さ
れ
た
肖
像
の
残
り
の
部
分
は
第
五
紙
以
外
の
別
の
紙
の
右
端
下
部
に
、
第
五
紙
の

摺
り
消
し
の
残
り
の
部
分
は
第
四
紙
以
外
の
別
の
紙
の
左
端
下
部
に
、

そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
た
、

と
想
定
さ
れ
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、

第
四
紙
と
第
五
紙
の
聞
に
一
紙
ま
た
は
複
数
の
紙
の
存
在
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、

か
か
る
不
自
然
な
摺
り
消
し
跡
を
合
理
的
に
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

で
は
、

そ
こ
に
何
紙
存
在
し
た
の
か
、

と
い
え
ば
、
九
条
良
通
と
源
通
親
の
聞
に
描
か

れ
て
し
か
る
べ
き
大
臣
経
験
者
が
七
名
と
、
前
節
で
確
認
し
た
一
紙
あ
た
り
の
肖
像
の
平
均
個
数
七
体
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、

欠
落
し
た
の
は
一
紙
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
想
定
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
第
四
紙
の
摺
り
消
し
の
跡
は
九
条
良
通
に
つ
い
で

大
臣
に
就
任
し
た
三
条
実
房
の
肖
像
の
一
部
で
あ
り
、
第
五
紙
の
摺
り
消
し
の
跡
は
源
通
親
が
内
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
同
じ
臼
に
、
上
席
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問
題

の
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
近
衛
家
実
の
肖
像
の
一
部
で
あ
る
、

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
稲
妻
型
の
配
列
原
則
か
ら
、
失
わ

れ
た
一
紙
の
上
段
に
、
花
山
院
兼
雅
、
中
山
忠
親
、
大
炊
御
門
頼
実
の
三
像
が
、
ま
た
下
段
に
は
実
房
、
藤
原
兼
房
、
九
条
良
経
、
家
実

と
推
測
さ
れ
よ
う
。
上
述
の
第
お
像
と
第
お
像
の
特
異
な
配
置
も
、
か
く
の
知
く
上
段
に
三
体
、

の
四
像
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
た
、

下
段
に
四
体
が
配
列
さ
れ
た
一
紙
が
欠
落
し
た
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
得
心
が
い
こ
う
。

か
く
し
て
、
構
図
上
の
特
異
性
を
も
合
理
的
に
説
明
し
う
る
一
紙
欠
落
説
は
極
め
て
蓋
然
性
の
高
い
も
の
と
評
価
で
き
る
よ
う
に
思
う

が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
平
林
盛
得
氏
は
、
第
四
紙
の
第
お
像
の
右
袖
の
先
端
が
第
五
紙
に
続
か
な
い
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
第
五
紙

の
第
お
像
の
装
束
が
第
四
紙
に
続
い
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
七
人
の
肖
像
に
つ
い
て
は
、
「
本
図
制
作
の
は
じ
め
か
ら
欠
落
が
意
識
さ
れ

て
い
た
も
の
で
、
脱
落
に
よ
る
後
欠
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
と
、
如
上
の
一
紙
欠
落
説
を
否
定
さ
れ
、
一
紙
欠
落
説
の
立
論
の
根
拠
で
あ

る
摺
り
消
し
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
「
余
白
で
人
物
が
描
か
れ
て
い
な
い
」
と
の
認
識
を
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
平
林
説
の
主
た
る
論
拠
で
あ
る
第
お
像
の
装
束
の
描
き
方
を
図
版
で
確
認
し
よ
う
。
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問
題
と
な
る
左
半
身
の
装
束
の
輪
郭
線
は
、

る
が
、
全
体
的
な
印
象
か
ら
す
れ
ば
、
右
袖
を
の
び
の
び
と
伸
ば
し
た
右
半
身
に
比
べ
、
左
半
身
は
か
な
り
窮
屈
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
こ

で
、
さ
ら
に
左
袖
の
輪
郭
線
に
注
目
す
る
と
、
第
五
紙
か
ら
第
四
紙
に
入
る
直
前
で
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
画
面
上
方
に
曲
げ
ら
れ
た

一
見
す
る
と
、
肩
か
ら
袖
に
か
け
て
自
然
に
第
四
紙
の
方
に
伸
び
て
い
る
よ
う
に
も
み
え

輪
郭
線
は
、
第
四
紙
に
入
っ
た
途
端
に
、
第
お
像
と
の
間
隔
が
狭
い
た
め
か
、
今
度
は
逆
に
画
面
下
方
に
む
け
て
急
激
に
カ
ー
ブ
し
て
い

る
。
『
公
家
列
影
図
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
第
お
像
の
左
半
身
と
同
様
に
袖
を
極
端
に
曲
げ
た
肖
像
と
し
て
、
藤
原
宗
輔
を
描
い
た
と
想
定

さ
れ
る
第
7
像
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
片
袖
の
み
を
曲
げ
た
前
者
に
対
し
て
、
両
袖
を
曲
げ
た
後
者
の
姿
勢
は
、
大
臣
初
任
時
に

既
に
八
十
歳
で
あ
っ
た
藤
原
宗
輔
の
身
体
的
特
徴
を
写
実
的
に
描
い
た
結
果
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い

図



-
参
照
)
。
つ
ま
り
第
お
像
の
如
く
、
右
袖
を
伸
ば
す
一
方
で
、
左
袖
を
曲
げ
た
例
は
他
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、

装
束
描
写
も
、
他
の
肖
像
の
そ
れ
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
か
な
り
無
理
の
あ
る
描
写
で
あ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
不

自
然
な
装
束
描
写
が
行
わ
れ
た
事
情
を
、
以
下
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
本
来
、
第
お
像
は

現
存
す
る
第
五
紙
と
三
条
実
房
ら
が
描
か
れ
て
い
た
一
紙
に
ま
た
が
っ
て
恰
幅
よ
く
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
紙
が
欠
落
し
た
た

め
、
現
存
す
る
第
四
紙
に
左
袖
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
四
紙
末
の
第
お
像
と
の
間
隔
が
狭
い
た
め
、
左
袖

を
自
然
な
形
に
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
ず
、
補
筆
修
整
し
て
左
袖
を
曲
げ
た
の
で
あ
る
、
と
。
か
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
平

林
氏
が
自
説
の
主
た
る
論
拠
と
さ
れ
た
第
お
像
の
装
束
描
写
の
あ
り
か
た
は
、
む
し
ろ
、
氏
が
批
判
さ
れ
た
一
紙
欠
落
説
の
論
拠
の
一
つ

に
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
平
林
氏
の
見
解
に
は
従
い
が
た
い
、
と
考
え
る
。

以
上
、
本
節
で
は
三
条
実
房
か
ら
近
衛
家
実
に
至
る
七
名
の
大
臣
経
験
者
に
該
当
す
る
肖
像
が
現
存
『
公
家
列
影
図
』
に
存
在
し
な
い

一
見
自
然
に
み
え
る

理
由
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
第
一
に
、
第
お
像
と
第
お
像
の
連
続
す
る
二
体
の
肖
像
が
隣
り
合
っ
て
配
置
さ
れ
た
構
図
と
そ
の
下
部

の
空
白
部
分
の
存
在
は
不
自
然
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
右
の
空
白
部
分
、
す
な
わ
ち
第
四
紙
左
端
下
部
と
第
五
紙
右
端
下
部
に
摺
り
消

し
の
跡
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
描
か
れ
て
い
な
い
人
物
の
数
が
一
紙
当
た
り
の
平
均
値
に
等
し
い
こ
と
、
第
四
に
、
第
お
像
の
左
袖
の

描
写
が
不
自
然
で
あ
る
と
と
、
の
四
点
か
ら
、
七
名
の
肖
像
は
措
か
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
当
初
は
描
か
れ
て
い
た
も
の
の
、
絵
巻

完
成
後
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
七
名
の
肖
像
が
描
か
れ
て
い
た
一
紙
が
欠
落
紛
失
し
て
し
ま
い
、
現
在
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
と
判

断
し
た
い
。
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『
公
家
列
影
図
』
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題

描
か
れ
な
か
っ
た
人
々

(
そ
の
ニ
)

現
存
す
る
『
公
家
列
影
図
』
の
第
一
紙
に
は
、
顔
の
位
置
で
判
断
す
る
と
、
四
体
の
肖
像
が
描
か
れ
て
い
る
(
図
1
参
照
)
。
こ
れ
ら
の

肖
像
の
像
主
は
、
他
の
肖
像
同
様
『
天
子
摂
関
御
影
』
と
の
比
較
か
ら
、
第
1
像
よ
り
順
に
、
藤
原
忠
通
、
源
有
仁
、
藤
原
頼
長
、
三
条

実
行
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
第
2
像
の
像
主
源
有
仁
が
権
大
納
言
か
ら
内
大
臣
に
昇
進
し
た
の
は
保
安
一
一
一
(
一
一
一
一
一
一
)

年
十
二
月
十
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
同
日
付
け
で
新
任
大
臣
が
も
う
一
人
誕
生
し
て
い
る
。
大
納
言
か
ら
右
大
臣
に
進
ん
だ
花
山
院

家
忠
で
あ
る
。
同
日
付
け
の
場
合
、
上
席
の
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
を
先
に
配
列
す
る
と
い
う
『
公
家
列
影
図
』
の
原
則
に
し
た
が
え
ば
、

82 

有
仁
の
前
に
配
置
さ
れ
る
べ
き
は
ず
の
花
山
院
家
忠
の
肖
像
は
『
公
家
列
影
図
』
に
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
大
臣
初
任
順
で
い
え
ば
、

源
有
仁
と
藤
原
頼
長
の
聞
に
位
置
す
る
中
御
門
宗
忠
も
、
彼
に
該
当
す
る
肖
像
を
こ
の
絵
巻
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
両

名
|
|
花
山
院
家
忠
と
中
御
門
宗
忠
ー
ー
は
何
故
『
公
家
列
影
図
』
に
描
か
れ
な
か
っ
た
の
か
、
本
節
で
は
、
そ
の
理
由
を
検
討
し
な
が

ら
、
さ
ら
に
『
公
家
列
影
図
』

の
始
点
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
前
節
の
結
論
の
如
き
可
能
性
|
描
か
れ
て
い
た
部
分
が
欠
落
・
紛
失
し
た
可
能
性
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

上
述
の
よ
う
に
各
像
主
が
推
定
さ
れ
る
四
体
の
肖
像
の
配
列
は
、
第
1
像
の
左
な
な
め
下
に
第
2
像
、
第
2
像
の
左
な
な
め
上
に
第
3

像
、
第
3
像
の
左
な
な
め
下
に
第
4
像
、
と
稲
妻
型
の
配
列
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
画
面
に
は
摺
り
消
し
等
の
細
工
の
跡
も

一
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
特
定
の
箇
所
で
料
紙
が
切
断
さ
れ
た
痕
跡
も
見
出
せ
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
構
図
や
体

存
在
し
な
い
し
、

裁
に
関
し
て
、
該
当
部
分
の
欠
落
・
紛
失
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
不
自
然
さ
は
、
こ
の
第
一
紙
の
画
面
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。



さ
す
れ
ば
、
前
節
で
検
討
し
た
七
名
の
場
合
と
は
異
な
り
、
花
山
院
家
忠
と
中
御
門
宗
忠
の
二
人
は
制
作
当
初
よ
り
描
か
れ
て
い
な
か
っ

た
、
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
画
面
を
み
る
か
ぎ
り
、
『
公
家
列
影
図
』
の
制
作
者
は
こ
の
両
名
を
描
く
つ
も
り
は

な
か
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
何
故
制
作
者
は
こ
の
二
人
を
除
外
し
て
絵
巻
を
制
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、

て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
、
大
臣
初
任
時
に
六
十
一
歳
で
あ
っ
た
花
山
院
家
忠
は
保
延
二
こ
二
三
ハ
)
年
五
月
に
七
五
歳
で
没
し
て
お
り
、

ま
た
同
じ
く
大
臣
初
任
時
に
既
に
七
十
歳
で
あ
っ
た
中
御
門
宗
忠
は
保
延
四
(
一
二
ニ
八
)
年
二
月
に
病
に
よ
り
右
大
臣
を
辞
し
、
三
年

後
の
保
延
七
(
一
一
回
二
年
四
月
に
八
十
歳
で
世
を
去
っ
て
お
り
、
康
治
元
(
一
一
四
一
一
)
年
誕
生
の
藤
原
隆
信
が
直
接
彼
ら
に
対
面

し
て
そ
の
面
貌
を
描
写
し
た
可
能
性
は
全
く
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
グ
レ

l
ビ
ル
氏
の
指
摘
は
正
鵠
を
射
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
『
公
家

列
影
図
』
第
2
像
の
像
、
王
に
推
定
さ
れ
る
源
有
仁
の
没
年
を
考
え
た
場
合
、
い
さ
さ
か
の
疑
念
が
残
る
。
源
有
仁
は
久
安
三
(
一
一
四
七
)

年
正
月
三
十
日
に
病
に
よ
り
左
大
臣
を
辞
し
、
直
後
の
二
月
十
三
日
に
没
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
で
数
え
年
で
わ
ず
か
五
歳
の
隆
信
に

有
仁
の
肖
像
を
描
く
力
量
が
備
わ
っ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
氏
の
指
摘
に
よ
る
か
ぎ
り
、
二
人
が
描
か
れ
な
か
っ
た

ほ
ぽ
同
じ
条
件
の
有
仁
が
何
故
描
か
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
話
。

マ
リ
ベ
ス
・
グ
レ

1
ビ
ル
氏
は
、
こ
の
二
人
が
藤
原
隆
信
の
活
躍
以
前
に
死
没
じ
て
い
る
こ
と
に
そ
の
理
由
を
求
め

-83-

こ
と
は
説
明
で
き
て
も
、

の
性
格
を
考
え
た
際
に
、
巻
頭
の
肖
像
の
視
線
の
み
が
巻
末
方
向
を
向
き
、
他
が
巻
頭
の
肖
像

方
向
に
向
け
ら
れ
た
描
写
の
あ
り
か
た
は
、
巻
頭
の
人
物
を
始
点
と
し
て
特
別
の
意
味
を
も
っ
時
代
が
開
始
す
る
と
い
う
制
作
者
の
時
代

と
こ
ろ
で
、

一
節
で
『
公
家
列
影
図
』

意
識
の
反
映
で
あ
ろ
う
、

と
推
測
し
た
。
か
か
る
推
測
が
首
肯
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
二
人
の
除
外
を
以
下
の
如
く
に
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
花
山
院
家
忠
と
中
御
門
宗
忠
の
二
人
は
、
制
作
者
に
と
っ
て
特
別
の
意
味
を
も
っ
時
代
に
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12世紀前半の廟堂表 3

条
中
御
門
宗
忠

源花
山
院
家
忠

藤
原

j原藤
原

源鳥自

宣
R
p
h
H

有
仁

ー
議参

40 

権中納言

45 5 

藤
原
頼
長

権中納言

55 

権中納言

権大納言

60 160 
右大臣内大臣20権大納言

15 

忠
通

雅
実

忠
実

俊
房羽河

内大臣権中納言権大納言
右大臣献納言・内大E大納言

120 155 

60 

関白辞任 i 関白25

45太政大臣左大臣

165 摂政

出家

69歳

50 10 

65 

25 

65 30 

太政大臣
太政大臣辞世間自

50 

10 
25 75 
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『
公
家
列
影
図
』
に
関
す
る
こ
、
三
の
問
題

は
属
さ
な
い
人
物
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
『
公
家
列
影
図
』
の
制
作
に
あ
た
っ
て
は
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
。

そ
れ
で
は
、
制
作
者
に
と
っ
て
特
別
の
意
味
の
あ
る
時
代
は
い
つ
始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
『
公
家
列
影
図
』
の
始

点
は
い
つ
の
こ
と
と
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
『
公
家
列
影
図
』
境
頭
第
1
像
が
藤
原
忠
通
で
あ
る
以
上
、
忠
通
に
始
ま
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
『
天
子
摂
関
御
影
』
の
始
点
を
考
察
さ
れ
た
村
井
康
彦
氏
は
、
摂
関
巻
第
1
像
の
像
、
王
藤
原
忠
通
が
平
安
末
期
以
降

鎌
倉
時
代
中
期
に
か
け
て
分
立
す
る
近
衛
・
鷹
司
・
九
条
・
二
条
・
一
条
の
い
わ
ゆ
る
五
摂
家
の
共
通
の
祖
で
あ
る
こ
と
を
重
視
さ
れ
、

と
さ
れ
、
天
皇
巻
と
大
臣
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
鳥
羽
天

皇
と
花
山
院
家
忠
を
巻
首
に
お
く
の
は
、
こ
の
摂
関
巻
の
始
点
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
理
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
五
摂
家

「
摂
関
影
が
そ
の
忠
通
か
ら
は
じ
ま
る
の
は
そ
れ
な
り
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
」
る
、

の
共
通
の
祖
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
家
格
の
形
成
に
象
徴
さ
れ
る
貴
族
社
会
の
再
編
成
の
出
発
点
、
も
し
く
は
中
世
公
家
社
会
の
起

点
と
も
評
す
べ
き
藤
原
忠
通
に
注
目
さ
れ
た
村
井
氏
の
理
解
は
、
保
安
一
一
(
一
一
一
一
一
)
年
の
忠
通
の
関
白
就
任
以
後
に
大
臣
に
任
ぜ
ら

れ
た
花
山
院
家
忠
と
中
御
門
宗
忠
の
肖
像
を
収
め
る
『
天
子
摂
関
御
影
』
に
あ
っ
て
は
、
首
肯
す
べ
き
妥
当
な
理
解
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

両
者
を
除
外
し
た
『
公
家
列
影
図
』
の
始
点
の
説
明
と
す
る
に
は
い
さ
さ
か
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
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そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
十
二
世
紀
前
半
の
大
臣
の
補
任
状
況
を
顧
み
る
と
(
表
3
参
照
)
、
『
公
家
列
影
図
』
第
1
像
か
ら
第
3
像
ま
で

の
像
主
、
換
言
す
れ
ば
、
藤
原
忠
通
、
源
有
仁
、
藤
原
頼
長
の
三
者
に
よ
っ
て
廟
堂
が
構
成
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。

す
な
わ
ち
、
中
御
門
宗
忠
が
右
大
臣
を
辞
し
た
保
延
四
年
二
月
二
十
六
日
以
降
、
源
有
仁
が
左
大
臣
を
辞
職
し
た
久
安
三
年
正
月
三
十
日

に
至
る
ま
で
の
約
九
年
間
、
忠
通
が
関
白
も
し
く
は
摂
政
の
座
に
あ
り
、
有
仁
が
左
大
臣
、
頼
長
が
内
大
臣
で
、
他
に
大
臣
は
存
在
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
家
忠
と
宗
忠
の
二
人
の
大
臣
経
験
者
が
除
外
さ
れ
た
理
由
を
制
作
者
の
歴
史
意
識
に
求
め
る
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ



ば
、
両
者
が
と
も
に
廟
堂
か
ら
姿
を
消
す
に
至
っ
た
上
記
保
延
四
年
二
月
二
十
六
日
以
降
に
『
公
家
列
影
図
』
の
始
点
は
求
め
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
絵
巻
に
描
か
れ
た
人
物
の
う
ち
で
最
も
早
く
廟
堂
を
退
い
た
の
が
源
有
仁
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
彼
が
描
か
れ
て
い

る
以
上
、
そ
の
始
点
を
久
安
三
年
正
月
三
十
日
以
後
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
く
の
如
く
、
描
か
れ
な
か
っ
た
家
忠
・
宗
忠
の
退

任
と
描
か
れ
た
有
仁
の
退
任
か
ら
推
し
て
、
『
公
家
列
影
図
』
の
始
点
は
こ
の
間
の
九
年
間
に
存
す
る
、
と
判
断
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま

、A

b

o

、L
V

J
んで

は
、

さ
ら
に
具
体
的
に
時
期
を
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
史
料
綜
覧
』
等
の
年
表
を
繕
く
な
ら
ば
、
ま
ず
、
こ
の

聞
の
永
治
元
(
一
一
四
二
年
十
二
月
七
日
の
近
衛
天
皇
の
受
禅
・
践
昨
や
、
こ
れ
に
先
立
つ
同
年
三
月
十
日
の
鳥
羽
上
皇
の
出
家
が
目

に
つ
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
後
世
の
人
聞
か
ら
み
れ
ば
、
近
衛
天
皇
は
皇
統
の
傍
流
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、

そ
の
践
酢
に
あ
る
特
別
な
時
代
の
開
幕
な
ど
と
い
っ
た
意
義
を
見
出
し
た
と
も
思
え
な
い
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
も
、
『
天
子
摂
関
御
影
』
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天
子
巻
第
1
像
の
鳥
羽
の
法
体
に
思
い
至
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
そ
の
こ
と
自
体
に
時
代
認
識
上
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
先
に
指
摘
し
た
藤
原
隆
信
の
生
年
が
こ
の
間
の
康
治
元
ご
一
四
二
)
年
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
と

い
う
の
も
、

一
節
に
お
い
て
、
文
様
や
摂
関
に
つ
い
て
の
当
該
期
の
社
会
通
念
を
無
視
し
た
描
写
の
あ
り
か
た
か
ら
、
こ
の
絵
巻
は
第
三

者
の
観
覧
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
、

と
推
定
し
た
が
、

か
か
る
私
的
な
性
格
を
も
っ
こ
の
絵
巻
の
制
作
に
あ
た
っ

て
は
、
天
皇
の
践
昨
や
治
天
の
君
の
出
家
と
い
う
が
如
き
公
的
な
出
来
事
を
始
点
と
見
倣
す
よ
り
も
、
制
作
者
の
家
の
家
業
で
あ
る
肖
像

画
制
作
を
創
始
し
た
人
物
の
生
誕
と
い
う
ま
さ
に
私
的
な
出
来
事
を
始
点
と
考
え
る
ほ
う
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
根
拠

隆
信
の
誕
生
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
し
て
は
は
な
は
だ
薄
弱
で
は
あ
る
が
、
絵
巻
の
性
格
か
ら
考
え
て
、
『
公
家
列
影
図
』
の
始
点
は
制
作
者
の
家
の
祖
と
も
い
う
べ
き
藤
原

と
推
測
し
た
い
の
で
あ
る
。
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『
公
家
列
影
図
』
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題

以
上
、
本
節
で
は
花
山
院
家
忠
と
中
御
門
宗
忠
の
肖
像
が
『
公
家
列
影
図
』
に
存
在
し
な
い
理
由
を
考
え
、
そ
の
理
由
が
制
作
者
の
歴

史
意
識
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
想
定
の
も
と
に
、
こ
の
絵
巻
の
始
点
が
ど
の
時
点
に
お
か
れ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ

の
絵
巻
の
制
作
者
は
保
延
四
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
久
安
三
年
正
月
三
十
日
に
至
る
約
九
年
間
の
聞
に
始
点
を
お
い
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
た
。
さ
ら
に
、
根
拠
は
薄
弱
で
は
あ
る
が
、
こ
の
絵
巻
の
性
格
か
ら
み
て
、
そ
の
始
点
は
康
治
元
年
の
藤
原
隆
信
の
誕
生
で
は
な
い
か
、

と
推
測
し
た
。

四

未
確
定
像
主
を
め
ぐ
っ
て

現
存
す
る
『
公
家
列
影
図
』
に
は
、
像
主
の
名
前
に
つ
い
て
研
究
者
の
聞
で
議
論
が
分
か
れ
る
肖
像
や
疑
問
が
投
げ
掛
け
ら
れ
て
い
る
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肖
像
が
複
数
存
在
す
る
。
表
4
は
こ
れ
ら
の
肖
像
に
つ
い
て
の
諸
説
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

問
題
と
な
る
肖
像
は
巻
末
に
集
中
し
て
い
る
。
本
節
の
課
題
は
、
像
主
の
名
前
が
未
だ
確
定
し
て
い
な
い
肖
像
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り

そ
れ
と
同
時
に
、
か
か
る
間
像
が
何
故
巻
末
に
集
中
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
も
問
う
必
要
が
あ

像
主
を
特
定
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
が
、

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
検
討
を
通
し
て
、
『
公
家
列
影
図
』
制
作
の
下
限
を
考
え
て
み
た
い
。

さ
て
、
前
二
節
に
お
い
て
は
、
『
公
家
列
影
図
』
に
該
当
す
る
肖
像
が
存
在
し
な
い
九
名
の
大
臣
経
験
者
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
が
、

そ
こ
で
え
た
結
論
か
ら
『
公
家
列
影
図
』
に
お
け
る
肖
像
の
配
列
に
つ
い
て
、
以
下
の
如
き
仮
説
が
導
き
だ
せ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
公
家

列
影
図
』
は
、
似
絵
の
家
の
創
始
者
で
あ
る
藤
原
隆
信
が
誕
生
し
た
康
治
元
年
を
始
点
に
し
て
、
そ
の
年
に
摂
政
で
あ
っ
た
藤
原
忠
通
と

左
大
臣
の
源
有
仁
、
内
大
臣
の
藤
原
頼
長
の
三
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
年
以
降
の
大
臣
経
験
者
を
も
れ
な
く
初
任
順
に
配
列
し
た
肖



像
総
議
で
あ
る
、

と

か
か
る
理
解
に
立
て
ば
、
大
臣
へ
の
就
校
練
に
合
致
す
る
『
臼
本
肖
像
語
圏
録
』
と
マ
リ
ベ
ス
・

グ
レ
ー
ピ
ル
氏
の
説
が
蓋
黙
牲
が
高
い
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
問
え
ば
小
訟
氏
の

即
し
て
い
え
ば
、
大
臣
へ
の
初
佼
嬢
に
よ
れ
ば
鷹
司
兼
平
像
が
挺
寵
さ
れ
る
べ

向
故
兼
一
千
像
で
は
な
く
鷹
司
基
忠
像
が
翠
置
さ
れ
た
の
か
、

そ
こ
に
覆
極
的
な
理
由
を
見
出
す
こ

か
か
る
先
入
観
は
髄
カ

排
し
て
、
入
門
マ
は
『
天
子
接
関
御
影
恥
と
の
面
貌
描
官
?
の
類
似
牲
の
み
を
手
繰
り
に
、
橡
主
の
提
定

作

業

を

行

お

う

・

4
参
顛
)
。

と
は
非
常
に
菌
畿
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ま
ず
第
mw
像
に
つ
い
て
。

一
条
挺
経
像
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
中
野
玄

こ
の
肖
像
を
鷹

一
一
吋
兼
平
像
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
明
日
中
八
一
子
摂
関
鶴
影
』
の
実
経
像
や
兼
平
像
と
比
較
し
て

み
る
と
、
こ
の
肖
像
の
細
一
躍
の
特
赦
か
ら
み
て
実
経
像
と
制
判
断
し
て
よ
い
よ
う

次
に
、
鷹
司
兼
平
説
と
鷹
町
基
忠
説
に
分
か
れ
る
第
位
一
像
に
つ
い

平
と
基
忠
は
議
の
親
子
で
も
あ
り
、
ぞ
れ
ゆ
え
似
て
い

像
主
に
想
定
さ
れ
る
兼

の
で
あ
ろ
う
か
、
主
人
予
接
関
僻

の
商
像
と
の
比
較
か
ら
は
、
父
の
兼
平
と
も
予
の
基
患
と
も
決
め
が
た
い
よ
う
に
問
ゅ
う
。
ひ

と
ま
、
ず
、
こ
の
山
内
像
に
つ
い
て
は
、
判
新
を
保
蜜
ず
る
。

九
条
患
家
説
が
有
力
視
さ
れ
る
が
、
一
千
林
氏
は
近
衛
基
平
像
の
一
対

能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
に
よ
っ
て
『
天
子
摂
開
例
制
御
影
恥
の
罷
像
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
実
は
こ
の

次
に
、
第
日
像
に
つ
い

北
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人
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詫
兄
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関
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に
あ
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『
公
家
列
影
図
』
に
開
閉
す
る
…

…
一
一
の
問
題

ど
こ
か
し
ら
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
当
紫
な
の
で
は
あ
る
が
、
幾
分
開
き
気
味
に
し
た
口
元
や
目
鼻
は
忠
家
像
の
そ
れ
に
加
似
て
お
り
、

こ
の
像
、
王
は
忠
家
で
あ
る
と
制
判
断
す
る
。

次
に
、
第
間
像
に
つ
い
て
。

条
議
長
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
筆
者
の
日
に
は
コ
火
予
摂
関
制
御
彰
h

ま
た
、
他
に
護
献
し
た
以
内
像
、
そ
鬼
出
す
こ
と
も
で
議
な
い
。
二
条
道
良
設
の
当
否
は
ひ
と
ま
、
ず
保
留
と
す
る
。

、
こ
の
絵
巻
の
巻
末
に
投
盤
す
る
第
幻
像
に
つ
い
て
。
花
山
提
定
雅
説
、
が
有
力
で
は
あ
る
が
、
コ
大
子
接
関
御
影
た
り
定
雄
像
と

比
較
す
る
と
、
第
間
像
州
内
灘
、
同
一
人
物
密
舗
い
た
と
す
る
根
拠
を
見
出
し
が
た
い
。
さ
り
と
て
、
他
に
叡
通
っ
た
肖
像
が
あ
る
わ
診
で

も
な
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
第
訂
像
に
つ
い
て
も
、
判
断
を
保
留
せ
、
ざ
る
を
え
な
い
。

以
上
、
像
主
が
未
破
定
の
五
体
の
肖
像
に
つ
い
て
、
『
天
子
摂
関
制
御
影
』
の
該
当
す
る
詩
像
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
像
主
の
推
定

を
試
み
た
が
、
結
果
は
、
第
却
像
と
第
岱
像
の
像
主
に
つ
い
て
の
み
、
そ
れ
ぞ
れ
一
条
実
経
と
九
条
患
家
で
あ
る
と
判
断
し
え
た
に
過
ぎ

な
い
。
か
く
の
鮪
き
惨
機
た
る
結
果
に
お
わ
っ
た
理
由
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
第
mw
像
と
第
お
像
を
含
む
問
題
の
五
体
の
肖
像

が
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
『
天
子
摂
関
御
影
い
の
肖
像
と
似
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
で
像
主
に
つ
い
て
一
応
の
結
論
を
み
た
第
部
像
、
第
四
ω
像
と
『
天
子
摂
欝
縛
影
』
の
…
条
実
経
像
、
九
条
忠
家
像

と
を
見
比
べ
て
み
よ
う
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
後
者
の
ご
づ
む
肖
像
が
い
ず
れ
も
髭
を
蓄
え
た
壮
年
時
の
相
貌
を
描
い
て
い
る
の

に
対
し
て
、
『
公
家
列
影
間
』
の
一
一
条
実
経
像
は
援
で
あ
る
の
か
簡
閥
的
汚
れ
で
あ
る
の
か
判
判
別
し
が
た
い
ほ
ど
に
濁
い
顎
撃
が
認
め
ら
れ

る
に
と
ど
ま
り
、
九
条
患
家
像
に
怒
っ
て
は
髭
が
全
く
織
か
れ
て
い
な
い
な
ど
、
…
鴎
肖
像
は
い
ず
れ
も
像
主
の
若
年
時
の
槙
貌
そ
措
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
留
意
し
て
、
判
断
を
保
留
し
た
残
る
三
像
を
み
る
と
、
麓
く
こ
と
に
、
第
四
品
像
と
第
部
像
に
は
髭
が
な
く
、

れ
て
お
り
、

の
類
例
似
点
を
あ
げ
る

こ
と
は
難
し
く
、
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第
日
像
の
み
に
ご
く
短
い
口
語
が
描
か
れ
て
い
る
。
念
む
た
め
、
こ
の
三
像
の
像
主
で
あ
る
こ
と



就
任
艇
か
ら
い
っ
て
も
そ
れ
に
相
当
一
す
る
で
あ
ろ
う
騰
湾
兼
平
、
二
条
選
良
、
花
山
競
定
雅
の
一
一

し
て
み
る
と
、
五
像
と
も
成
人
男
子
に
格
認
し
い
髪
を
蓄
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
考
え
れ
ば
、
一
条
実
経
、
購
胃
兼
平
、

『
天
子
摂
関
調
態
い
で
羅

一
条
道
良
、
花
山
協
定
雅
、
以
上
五
人
の
肖
像
そ
措
く
に
際
し
、

と
『
天
子
関
関
制
御
影
』
と
で
は
異
な
る
際
資
料
が
用
い
ら
れ
て
い
た
、
と
軒
定
し
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
吋
公
家
列
彰
鴎

あ
た
っ
て
は
、
こ
と
五
人
の
肖
像
に
関
し
て
は
、
髭
が
生
え
摘
う
以
読
の
相
貌
を
描
い
た
原
資
料
が
熊
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

如
上
の
原
資
科
に
つ
い
て
の
理
解
を
前
艶
に
、
こ
こ
で
は
五
人
の
う
ち
で
最
も
早
く
没
し
た
一
一
条
道
良
に
注
目
し
て
み
た
い
い
)
。

議
述
の
如
く
、
面
貌
撞
写
の
類
例
似
性
を
手
掛
か
り
と
し
た
検
討
で
は
第
部
像
の
像
主
を
道
良
と
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

の
配
郊
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
、
こ

の
制
作
に

る
と
す
れ
ば
、
吋
光
子
摂
関
御
彰
』

肖
像
と
あ
わ
せ
、
道
長
に
は
少
な
く
と
も
二
麗
類
の
符
像
が
る
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
髭
の
な
い
肖
像
と
離
の
あ
る
肖
畿
の
ニ

吋
合
家
列
影
露
』

み
る
こ

の
で
あ

る。

91 

レ
」
ゆ
」
九

d

一
一
条
家
の
鱗
男
と
し
て
生
ま
れ
た
彼
は
、
他
の
摂
関
家
の
子
弟
問
機
、
一
克
服
後
輩
恕
な
ス
ピ
ー
ド
で
昇
進
を
累
ね
、

〈
一
二
五

O〉

月
十
五
呂
、

て
舟
大
臣
の
地
位
に
つ
い
た
。
さ
ら
に
そ
の
ニ
年
後
の
建
長
沼
年
に
は
、
右
大
臣
、

あ
と
は
接
関
就
任
を
待
つ
ば
か
り
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

摂
関
就
任
そ
巣
た
す
こ
と
な
く
、

五
九
)
年
十
一
丹
八
日
、
二
十
六
議
の
若
大
切
で
世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
整
理
さ
れ
る
道
良
の
生
謹
か
ら
す
れ
ば
、
吋
公
家
列
影
霞
』
成
立
の
下
限
を
正
元
元
年
十

月
八
日
以
捧
に
求
め
る
こ
と
は

お
い
て
は
、

J
大
子
接
関
御
E
W
』

は
こ
の
髭
の
あ
る
誇
像
を
原
資
料
に
採
倒
的
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い

っ
た
で
あ
ろ
う
艇
の
あ
る
肖
像
は

で
さ
ま
い
。
な
ん
と
な
ら
ば
、
遅
く
と
も
そ

描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

様宅

会
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吋
公
家
列
影
間
出
L

に
開
附
す
る

さ
の
問
題

は
選
良
の
髭
の
あ
る
尚
換
が
搭
か
れ
る
以
諮
に
兜
成
し
て
い
た
、
と
見
殺
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

あ
ら
た
め
て
確
認
す
れ
ば
、
第
部
像
詞
様
、
足
以
家
列
影
罰
』
の
配
列
旗
開
に
し
た
が
っ
て
、

撞
定
ず
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
『
公
家
売
影
闘
い
は
花
山
院
定
雅
が
内
大
甑
に
慧
を
し

も
正
元
元
(
一
一
五
九
〉
年
十
一
月
八
巴
以
前
に
制
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
い
。

以
上
、
本
館
で
は
、
『
公
家
列
影
開
制
』
の
巻
末
に
集
中
す
る
像
主
の
名
読
が
未
擁
援
の
肖
像
に
つ
い
て
検
討
を
担
え
、
そ
の
一
間
貌
描
写
に

こ
の
肖
像
絵
構
成
立
の
下
援
に
つ
い
て
考
鎖
し
た
。
そ
の
結
果
、
吋
公
家
弼
影
図
』
は
、

同
月
八
日
ま
で
の
詞
に
制
批
げ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
し
た
。

の
第
百
畿
の
像
主
を
花
山
髭
定
雅
と

一
十
日
以
降
、

投
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

自
か
ら
遅
く
と
も
正
元
元
年
十

お

わ

り

に
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以
上
、

は
と
く
に
像
主
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
公
家
列
影
罷
」
の
市
内
容
や
始
点
、
さ
ら
に
は
成
立
の
下
限
な
ど

検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
検
討
の
結
果
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

吋
公
家
持
影
間
』
は
、
似
絵
の
家
の
創
捨
者
で
あ
る
藤
原
騒
倍
が
生
ま
れ
た
康
治
光
年
を
そ
の
始
点
と
し
て
、
こ
の
年
に
摂
政
お
よ
び
大

誌
に
在
職
・
在
任
し
て
い
た
藤
療
忠
通
と
諜
有
仁
、
藤
原
頼
長
の
…
一
一
名
を
管
顕
に
お
き
、
こ
れ
以
降
の
大
臣
読
経
者
そ
も
れ
な
く
拐
任
順

に
癌
創
刊
し
た
山
内
像
絵
巻
で
あ
り
、
現
存
す
る
こ
の
絵
巻
に
該
当
す
る
肖
像
の
な
い
十
一
一
世
記
末
の
七
名
の
大
国
経
験
者
の
肖
像
も
、
製
作

当
初
に
ほ
し
か
る
べ
ぢ
位
震
に
配
制
列
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
絵
巻
の
或
立
の
下
擦
は
、
賠
貌
描
写
の
特
徴
か
ら
み
て
、
建
長
四
年
七

月
二
十
円
ね
か
ら
ま
元
一
克
年
十
一
月
八
詰
ま
で
の
摺
に
求
め
ら
れ
る
。



本
来
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
制
作
者
や
制
作
目
的
な
ど
、
成
立
に
か
か
わ
る
諸
問
題
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、

美
術
史
に
つ
い
て
は
全
く
の
素
人
で
あ
る
筆
者
の
能
力
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
結
論
が
え
ら
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
満
足
し
、
筆
を
摺
く
こ
と

に
し
た
い
。

i主

(
1
)
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
二
六
(
一
九
七
八
年
、
角
川
書
底
)
、
京
都
国
立
博
物
館
編
『
日
本
の
肖
像
』
(
一
九
七
八
年
、
中
央
公
論
社
)
、
『
続
日
本
絵
巻

大
成
』
一
八
二
九
八
三
年
、
小
学
館
)
な
ど
に
全
巻
の
図
版
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(
2
)
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
『
天
子
摂
関
御
影
』
(
一
九
六
八
年
、
宮
内
庁
書
陵
部
)
が
あ
る
ほ
か
、
前
掲
注

(
1
)
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
一
一
六
、
同
『
続
日
本

絵
巻
大
成
』
一
八
な
ど
に
全
巻
の
図
版
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(
3
)
前
掲
注

(
1
)
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
一
一
六
、
同
『
日
本
の
肖
像
』
な
ど
に
全
巻
の
図
版
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(
4
)
黒
田
日
出
男
氏
「
九
人
の
貴
種
の
僧
侶
は
誰
か
|
|
資
料
と
し
て
の
肖
像
画
の
分
析
|
|
L
(
『
歴
史
の
読
み
方
1
絵
画
史
料
の
読
み
方
』
、
一
九
八
八
年
、
朝

日
新
聞
社
、
後
に
黒
田
氏
『
玉
の
身
体
王
の
山
円
像
』
、
一
九
九
三
年
、
平
九
社
、
に
再
録
、
本
稿
で
は
後
者
に
拠
る
)
、
二
二
四
頁
。

(
5
)
宮
内
庁
書
陵
部
「
『
天
子
摂
関
御
影
』
解
題
」
(
一
九
六
八
年
、
宮
内
庁
書
陵
部
)
、
平
林
盛
得
氏
「
天
子
摂
関
御
影
と
公
家
列
影
図
|
|
所
収
入
名
を
中
心

に
し
て
|
|
L
(
前
掲
注

(
1
)
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
一
一
六
、
所
収
)
、
二
O
|
三
二
頁
、
村
井
康
彦
氏
「
列
影
図
巻
と
そ
の
時
代
」
(
向
上
書
、
所
収
)
、

七
O
l
七
八
頁
、
な
ど
。

(
6
)
守
天
皇
摂
関
御
影
』
は
各
肖
像
の
右
上
ま
た
は
真
上
に
、
『
公
家
列
影
図
』
は
各
肖
像
の
左
一
一
屑
に
、
そ
れ
ぞ
れ
像
主
の
人
名
呼
称
を
記
し
た
と
思
わ
れ
る
短
冊

の
貼
付
痕
が
み
ら
れ
る
が
、
現
在
は
剥
落
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
天
皇
摂
関
御
影
』
に
は
奥
書
そ
の
他
の
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
『
公
家
列
影
図
』

の
巻
末
に
貼
り
継
が
れ
た
極
書
(
鑑
定
書
)
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
後
述
。

(
7
)
平
林
氏
前
掲
注

(
5
)
論
文
、
三
O
|
一
二
一
頁
、
中
野
玄
三
氏
「
作
品
解
説
」
(
前
掲
注

(
1
)
『
日
本
の
肖
像
』
、
所
収
)
、
二
七
五
|
二
七
六
頁
、
な
ど
。

(
8
)
黒
田
氏
前
掲
注

(
4
)
論
文
。
な
お
、
同
論
文
に
お
い
て
黒
田
氏
は
、
天
皇
影
の
検
討
か
ら
こ
の
絵
巻
の
制
作
時
期
の
下
限
が
正
安
三
ご
三
O
二
年
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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『
公
家
列
影
図
』
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題

(
9
)
帝
室
博
物
館
編
『
日
本
肖
像
画
図
録
』
(
一
九
三
八
年
、
便
利
堂
)
、
八
八
|
九

O
頁
、
平
林
氏
前
掲
注

(
5
)
論
文
、
三
三
|
三
六
頁
、
宮
次
男
氏
「
図
版

解
説
」
(
前
掲
注

(
1
)
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
二
六
、
所
収
)
、
一

O
四
頁
、
中
野
玄
三
氏
前
掲
注

(
7
)
解
説
、
二
七
六
頁
、
前
掲
注

(
1
)
『
続
日
本

絵
巻
大
成
』
一
八
、
若
杉
準
治
氏
「
作
品
解
説
」
(
京
都
国
立
博
物
館
編
『
王
朝
の
美
ヘ
一
九
九
四
年
、
所
収
)
、
二
三
三
二
三
四
頁
、
マ
リ
ベ
ス
・
グ
レ
ー

ビ
ル
氏
「
家
業
と
し
て
の
絵
画
制
作
|
|
信
実
と
そ
の
後
継
者
の
描
い
た
肖
像
画
|
|
」
(
『
美
術
研
究
』
三
六

O
、
一
九
九
四
年
、
池
田
忍
氏
訳
)
、
三
一
|
三

三
頁
、
な
ど
。

(
叩
)
本
稿
に
お
け
る
像
主
名
の
推
定
作
業
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
同
様
、
基
本
的
に
は
人
名
呼
称
が
記
さ
れ
た
『
天
子
摂
関
御
影
』
と
の
比
較
に
よ
り
こ
れ
を
行
つ

て
い
く
が
、
『
天
子
摂
関
御
影
』
の
人
名
注
記
に
つ
い
て
、
中
野
玄
三
氏
は
そ
の
い
く
つ
か
に
疑
問
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
中
野
氏
寸
日
本
肖
像
画
の

諸
問
題
そ
の
一
」
〈
前
掲
注
(
1
)
『
日
本
の
肖
像
ヘ
所
収
〉
、
二
三
六
1

二
三
七
頁
)
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
以
下
の
考
察
が
説
得
力
を
も
つ
た
め
に
は
、

本
来
な
ら
ば
『
公
家
列
影
図
』
の
検
討
以
前
に
、
『
天
子
摂
関
御
影
』
の
像
主
名
を
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
の
限
ら

れ
た
能
力
で
は
こ
の
課
題
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
『
天
子
摂
関
御
影
』
の
人
名
呼
称
の
表
記
は
正
し
い
、
と
の
仮
定
の
上
で
考

察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

(
日
)
前
掲
注

(
9
)
参
照
。

(
ロ
)
前
掲
注

(
1
)
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
一
一
六
、
一

O
六
頁
所
載
の
宮
次
男
氏
測
定
の
「
法
量
表
し
に
よ
る
。

(
日
)
二
紙
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
て
い
る
肖
像
に
つ
い
て
は
、
顔
の
位
置
に
よ
っ
て
判
断
し
た
。

(
H
)
平
林
氏
前
掲
注

(5)
論
文
、
三
三
貰
、
な
ど
。

(
日
)
鈴
木
敬
三
氏
「
似
絵
の
装
束
に
つ
い
て
し
(
前
掲
注

(
1
)
守
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
一
一
六
、
所
収
)
、
八
二
頁
。

(
日
)
抱
の
文
様
に
関
す
る
故
実
は
、
一
二
三

0
年
代
半
ば
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
中
院
通
方
編
著
『
鰐
抄
』
(
『
群
書
類
従
』
第
八
輯
、
所
収
)
や
十
四
世
紀

前
半
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
鷹
司
冬
平
編
著
『
後
照
念
院
殿
装
束
抄
』
(
同
上
書
、
所
収
)
を
参
照
。

(
口
)
『
重
要
美
術
品
等
認
定
物
件
目
録
』
第
壱
輯
(
一
九
三
六
年
、
文
部
省
)
、
二

O
O頁。

(
凶
)
文
化
財
保
護
委
員
会
編
『
文
化
財
保
護
の
歩
み
』
(
一
九
六

O
年
、
大
蔵
省
印
刷
局
)
、
六
七
六
頁
。

(
四
)
文
化
財
保
護
委
員
会
編
『
指
定
文
化
財
総
合
目
録
』
美
術
工
芸
品
篇
こ
九
五
八
年
、
大
蔵
省
印
刷
局
)
、
一
一
一
二
頁
。

(
初
)
黒
田
日
出
男
氏
「
神
と
人
と
|
|
「
若
狭
国
鎮
守
神
人
絵
系
図
」
を
読
む
|
|
」
(
『
歴
史
の
読
み
方
8
名
前
と
系
図
・
花
押
と
印
章
』
、

新
聞
社
、
後
に
黒
田
氏
前
掲
注

(
4
)
著
書
に
再
録
、
本
稿
で
は
後
者
に
拠
る
)
、
二
二

O
頁。
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(
幻
)
平
林
氏
前
掲
注

(5)
論
文
、
三
三
|
三
六
頁
。

(
幻
)
表
2
・表
3
(後
掲
)
、
お
よ
び
本
文
中
で
言
及
す
る
大
臣
の
初
任
や
昇
任
、
辞
任
、
死
没
な
ど
の
年
月
日
と
年
齢
は
、
『
公
卿
補
任
』
お
よ
び
『
尊
卑
分
隊
』

に
よ
る
。

(
幻
)
『
愚
管
抄
』
巻
第
四
。

(M)
建
長
二
こ
二
五
O
)
年
十
一
月
日
九
条
道
家
初
度
惣
処
分
状
(
『
図
書
寮
叢
刊
九
条
家
文
書
』
一
、
一
九
七
一
年
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
五
山
号
)
に
よ

(
実
経
)
(
忠
家
}

れ
ば
、
九
条
道
家
は
家
領
の
大
半
を
ほ
ぼ
折
半
し
て
一
条
実
経
と
九
条
忠
家
に
譲
っ
て
い
る
が
、
「
於
摂
政
井
右
府
子
孫
、
遂
前
途
、
為
家
長
者
相
伝
領
掌
勿

論
、
若
不
登
大
位
、
混
俗
塵
者
、
専
不
足
其
仁
欺
、
早
返
付
家
長
者
、
可
令
惣
領
」
、
と
述
べ
、
「
前
途
」
を
遂
げ
「
大
位
」
に
登
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
摂
関
に

就
任
す
る
こ
と
が
家
領
相
続
の
必
要
条
件
で
あ
る
乙
と
を
明
記
し
て
い
る
。

(
お
)
年
月
日
未
詳
九
条
忠
家
陳
状
案
(
『
図
書
寮
叢
刊
九
条
家
文
書
』
て
一
一
ー
ー

ω号)。

(
お
)
こ
の
六
十
六
名
は
あ
く
ま
で
も
大
臣
初
任
者
の
数
で
あ
り
、
よ
り
上
席
の
大
臣
に
昇
任
し
た
者
ゃ
、
一
旦
辞
任
も
し
く
は
解
任
さ
れ
た
後
、
も
と
の
地
位
に

任
ぜ
ら
れ
た
還
任
者
の
数
は
、
こ
れ
に
は
含
ま
れ
な
い
。

(
幻
)
グ
レ

1
ビ
ル
氏
前
掲
注

(
9
)
論
文
、
三
八
頁
。

(
お
)
グ
レ

l
ビ
ル
氏
は
描
か
れ
な
か
っ
た
九
人
の
名
を
、
花
山
院
家
忠
、
藤
原
宗
忠
、
三
条
実
房
、
花
山
院
兼
雅
、
藤
原
兼
一
房
、
中
山
忠
親
、
大
炊
御
門
頼
実
、

九
条
良
経
、
近
衛
家
実
、
の
順
に
列
記
さ
れ
、
「
先
に
列
記
し
た
九
名
の
欠
落
者
の
内
、
最
後
の
二
名
が
こ
の
作
品
に
描
か
れ
な
か
っ
た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
(
同
右
)
、
大
臣
初
任
順
に
し
た
が
え
ば
、
本
文
に
明
記
し
た
よ
う
に
大
炊
御
門
頼
実
の
前
に
く
る
九
条
良
経
を
、
グ
レ

l
ビ
ル
氏
が

何
故
頼
実
の
後
に
記
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。

(
m
m
)

米
倉
通
夫
氏
「
藤
原
信
実
考
」
(
『
美
術
研
究
』
二
一
O
五
、
一
九
七
八
年
)
、
二
O
!
一
一
一
頁
。
こ
の
ほ
か
藤
原
信
実
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
井
上
宗
雄
氏
「
藤

原
信
実
年
譜
考
証
|
|
承
久
ま
で
|
|
L
(
森
本
元
子
氏
編
『
和
歌
文
学
新
論
』
、
一
九
八
二
年
、
明
治
書
院
、
所
収
)
、
同
氏
「
藤
原
信
実
年
譜
考
証
|
貞

応
か
ら
仁
治
ま
で
|
|
」
(
国
東
文
麿
氏
編
『
中
世
説
話
と
そ
の
周
辺
』
、
一
九
八
七
年
、
明
治
書
院
、
所
収
)
、
な
ど
を
参
照
。

(
初
)
『
明
月
記
』
正
治
元
年
八
月
四
日
条
。
な
お
、
乙
の
時
点
で
信
実
は
隆
実
と
称
し
て
い
た
。

(
訂
)
石
田
善
人
氏
「
藤
原
隆
信
に
つ
い
て
」
(
小
葉
田
淳
教
授
退
官
記
念
事
業
会
編
『
小
葉
田
淳
教
授
退
官
記
念
国
史
論
集
』
、
一
九
七
O
年
、
所
収
)
、
三
一
九
!

三
二
四
頁
。

(
勾
)
『
吉
記
』
承
安
一
ニ
(
一
一
七
三
)
年
七
月
十
二
日
条
や
『
玉
葉
』
周
年
九
月
九
日
条
・
十
二
月
七
日
条
な
ど
の
記
述
か
ら
、
最
勝
光
院
内
の
後
白
河
院
の
御

北
大
文
学
部
紀
要
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『
公
家
列
影
図
』
に
関
す
る
二
、
=
一
の
問
題

所
の
障
子
に
は
高
野
御
幸
の
模
様
が
、
ま
た
建
春
門
院
の
御
所
の
障
子
に
は
平
野
行
啓
と
日
吉
御
幸
の
有
様
が
描
か
れ
て
お
り
、
藤
原
隆
信
が
そ
れ
ぞ
れ
の
御

幸
・
行
啓
に
供
奉
し
た
人
々
の
面
貌
を
描
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
絵
の
性
格
を
検
討
さ
れ
た
池
田
忍
氏
は
、
そ
の
考
察
の
前
提
と
し
て
平
野

行
啓
と
高
野
御
幸
の
供
奉
者
を
特
定
し
て
お
ら
れ
る
(
池
田
忍
氏
「
院
政
期
に
お
け
る
行
事
絵
制
作
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
三
四
、

一
九
八
八
年
)
。
池
田
氏
が
根
拠
と
さ
れ
た
『
兵
範
記
』
嘉
応
元
こ
二
ハ
九
)
年
三
月
十
三
日
条
・
二
十
六
日
条
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
と
、
高
野
御
幸

に
つ
い
て
は
、
供
奉
者
に
花
山
院
兼
雅
の
名
を
、
御
送
役
の
中
に
大
炊
御
門
頼
実
の
名
を
、
そ
れ
ぞ
れ
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
平
野
行
啓
に
つ
い
て
も
、

三
条
実
房
、
花
山
院
兼
雅
、
大
炊
御
門
頼
実
ら
の
供
奉
が
確
認
で
き
る
。
行
事
の
参
加
者
す
べ
て
が
描
か
れ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
彼
ら
が
描
か

れ
た
可
能
性
ま
で
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
中
野
玄
三
氏
前
掲
注

(7)
解
説
、
二
七
六
頁
。
同
氏
「
公
家
列
影
雑
感
」
(
『
絵
巻
(
守
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
月
報
』
二

O
)
』
、
一
九
七
八
年
、
角
川
書

底
、
所
収
)
、
七
頁
、
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、
摺
り
消
し
に
は
言
及
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
『
日
本
肖
像
画
図
録
』
も
一
紙
の
欠
落
を
想
定
し
て

い
る
(
前
掲
注

(
9
)
『
日
本
肖
像
画
図
録
』
、
八
九
頁
)
。

(
鈍
)
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
『
公
家
列
影
図
』
で
は
同
日
付
け
で
二
人
の
人
物
が
初
め
て
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
場
合
、
上
席
の
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
物
の

肖
像
を
先
に
配
列
し
て
い
る
。
近
衛
家
実
像
と
源
通
親
像
の
配
列
順
序
は
こ
の
原
則
に
合
致
し
て
い
る
。

(
お
)
平
林
氏
前
掲
注

(5)
論
文
、
三
五
頁
。

(
お
)
確
た
る
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
問
題
の
一
紙
の
欠
落
紛
失
は
、
絵
巻
制
作
中
で
は
な
く
、
完
成
後
の
し
か
る
べ
き
時
に
起
き
た
、
と
推
測
し
た
い
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
絵
巻
は
、
完
成
後
、
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
手
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
本
文
で
言
及
し
た
摺
り
消
し
と
第
お
像
の

装
束
の
補
筆
修
正
に
と
ど
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
部
分
に
も
及
ん
だ
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
た

め
、
こ
こ
で
は
、
か
く
の
如
き
検
討
課
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

(
幻
)
前
掲
注
(
幻
)
に
同
じ
。

(
お
)
藤
原
隆
信
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
石
田
氏
前
掲
注
(
氾
)
論
文
の
ほ
か
、
井
上
宗
雄
氏
寸
常
磐
三
寂
年
譜
考
|
1
附
・
藤
原
隆
信
略
年
譜
|
|
」
(
『
国
文
学

研
究
』
一
一
一
、
一
九
六

O
年
)
、
中
村
文
氏
「
藤
原
隆
信
年
譜
|
|
付
・
そ
の
和
歌
に
つ
い
て
|
|
L
(
『
立
教
大
学
日
本
文
学
二
ニ
八
、
一
九
七
七
年
)
、
宮
島

新
一
氏
「
藤
原
隆
信
の
生
涯
と
才
芸
L
(
『
M
U
S
E
U
M
』
三
九
七
、
一
九
八
四
年
)
、
な
ど
を
参
照
。

(
鈎
)
た
だ
し
、
『
公
家
列
影
図
』
の
検
討
に
あ
た
っ
て
、
藤
原
隆
信
の
動
向
や
前
節
で
ふ
れ
た
信
実
の
動
向
に
注
目
さ
れ
た
氏
の
視
点
そ
の
も
の
は
十
分
に
尊
重

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
。
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(ω)
村
井
康
彦
氏
前
掲
注

(5)
論
文
、
七
六
頁
。

(
但
)
本
来
で
あ
れ
ば
、
像
主
確
定
の
根
拠
と
な
る
『
天
子
摂
関
御
影
』
の
各
肖
像
を
掲
載
し
、
大
方
の
批
判
を
仰
ぐ
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
筆
者
自
身
の
不
手

際
か
ら
、
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
御
面
倒
で
も
、
該
当
す
る
肖
像
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注

(
2
)
の
各
種
図
録
等
で
御
確
認
い
た
だ
き
た
い
。

(
必
)
九
条
忠
家
の
実
父
教
実
と
近
衛
家
平
の
実
母
仁
子
は
同
母
兄
弟
で
あ
る
。

(
必
)
前
述
の
如
く
、
九
条
忠
家
像
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
近
衛
基
平
像
で
あ
る
と
す
る
理
解
が
あ
る
。
近
衛
基
平
は
文
永
五
二
二
六
八
)
年
に
二
十
三
歳
の
若

さ
で
亡
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
か
、
『
天
子
摂
関
御
影
』
の
彼
の
肖
像
に
は
髭
が
な
い
。

(
似
)
黒
田
日
出
男
氏
は
絵
画
史
料
に
お
け
る
髭
に
注
目
さ
れ
、
中
世
の
俗
人
男
子
は
基
本
的
に
は
「
有
髭
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
黒
田
氏
「
「
髭
L

の
中
世
と
近
世
|
|
髭
か
ら
何
が
わ
か
る
か
」
〈
前
掲
注

(
4
)
『
歴
史
の
読
み
方
1
絵
画
史
料
の
読
み
方
』
、
所
収
〉
、
二
六
|
三

O
頁)。

(
必
)
五
人
の
う
ち
、
花
山
院
定
雅
を
除
く
四
人
は
摂
関
家
の
子
弟
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
十
代
で
大
臣
に
就
任
し
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
髭
が
生
え

揃
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
十
分
想
定
し
う
る
。
一
方
、
花
山
院
定
雅
の
大
臣
就
任
時
の
年
齢
は
三
十
五
歳
で
あ
り
、
個
人
差
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
髭
を
蓄

え
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
年
齢
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
か
ら
し
で
も
、
第
四
ω
像
の
像
主
を
確
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、
検
討
材
料
に
か
げ
る

た
め
、
乙
こ
で
は
疑
問
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
、
第
幻
像
の
像
主
に
つ
い
て
は
、
『
公
家
列
影
図
』
の
配
列
の
原
則
に
し
た
が
い
、
花
山
院
定
雅
で
あ
る
と
考

え
て
お
く
。

(
必
)
二
条
道
良
以
外
の
四
人
の
没
年
は
、
九
条
忠
家
が
建
治
元
ご
二
七
五
)
年
、

が
永
仁
二
こ
二
九
四
)
年
で
あ
る
。

一
条
実
経
が
弘
安
七
(
一
二
八
四
)
年
、
鷹
司
兼
平
と
花
山
院
定
雅
の
二
人
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〔
付
記
〕

守
公
家
列
影
図
』
の
調
査
や
図
版
の
掲
載
に
つ
い
て
は
、
京
都
国
立
博
物
館
、
お
よ
び
同
館
・
若
杉
準
治
氏
の
格
別
の
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
末
尾
な
が
ら
、

感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
す
。

な
お
、
本
稿
の
主
要
部
分
は
、

一
九
九
四
年
七
月
、
北
大
史
学
会
月
例
会
に
お
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

北
大
文
学
部
紀
要


