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成
陽
宮
の
威
容

―
『咸
陽
宮
』
絵
巻
と
説
話
の
世
界
―

一　
成
陽
宮
の
位
置

現
存
す
る

「成
陽
宮
」
絵
巻
の
諸
本
は
大
き
く
二
系
統
に
分
れ
る
も
の
の
、

内
容
に
お
い
て
相
互
に
緊
密
な
関
連
性
を
持
ち
な
が
ら
、
ま
た
各
伝
本
間
で
独

自
な
説
話
を
内
抱
し
、
複
雑
な
物
語
の
展
開
を
す
る
こ
と
な
ど
は
す
で
に
述
べ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
中
に
あ
っ
て
、
穂
久
通
文
庫
本
は
絵
草
子
屋

城
殿
の
製
作
で
あ
る
だ
け
に
、
近
世
初
期
に
お
け
る
平
均
的
な
享
受
の
実
態
を

示
し
て
も
い
る
は
ず
で
、
そ
の
物
語
の
方
法
を
知
る
こ
と
は
成
立
の
背
景
や
基

盤
、
さ
ら
に
は
他
の
本
文
と
の
影
響
関
係
の
解
明
に
も
通
じ
る
に
違
い
な
い
。

ま
ず
、
穂
久
邁
本
の
冒
頭
は
、

そ
も
／
ヽ
か
ん
陽
宮
と
申
は
、
秦
の
始
皇
て
い
の
み
や
こ
也
。
内
裏
の
た

か
さ
は
三
里
有
、
城
の
め
ぐ
り
は

一
万
八
千
三
百
八
十
四
里
と
ぞ
聞
え
し
。

と
、
成
陽
宮
の
概
略
を
述
べ
、
以
下
戦
国
時
代
と
七
大
国
の
争
い
な
ど
、
歴
史

的
な
背
景
を
示
し
な
が
ら
秦
の
天
下
統

一
へ
と
話
題
を
導
い
て
い
く
。
こ
こ
で

は
咸
陽
宮
の
概
略
が
示
さ
れ
る
だ
け
だ
が
、
さ
ら
に
具
体
的
な
規
模
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
の
は
、
刺
客
の
剤
朝

・
秦
舞
陽
が
秦
国
入
り
し
て
目
に
し
た
威
容
と

伊

井

春

し
て
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。

宮
城
の
め
ぐ
り

一
万
八
千
よ
里
と
き
け
ば
、
ま
こ
と
に
は
る
ば
る
の
み
ち

の
ほ
ど
也
。
そ
の
う
ち
に
た
か
さ
三
里
の
山
を
つ
き
、
そ
の
う
へ
に
御
殿

を
た
て
ら
れ
た
れ
ば
、
雲
よ
り
空
に
そ
び
え
つ
ゝ
、
天
と
ひ
と
し
う
見
え

に
け
り
。
だ
い
り
の
め
ぐ
り
に
は
、
た
か
さ
三
十
丈
、
め
ぐ
り
九
千
里
の

あ
か
ゞ
ね
の
つ
い
ぢ
を
つ
か
れ
た
り
。
つ
ゐ
ぢ
の
う
ら
に
ま
ど
を
ひ
ら
け

り
。
こ
れ
を
が
ん
も
ん
と
が
う
す
。
さ
れ
ば
し
よ
く
山
と
い
ふ
た
か
き
山
、

ゐ
す
い
と
い
ふ
大
河
も
大
り
の
う
ち
に
ぞ
侍
け
る
。
し
く
は
う
て
い
の
お

は
し
ま
す
御
殿
は
、
あ
ば
う
で
ん
と
申
は
、
東
西
五
百
け
ん
、
な
ん
ぼ
く

は
五
十
丈
、
あ
か
が
ね
の
は
し
ら
、
こ
が
ね
の
た
か
き
じ
ゆ
ぎ
よ
く
を
ち

り
ば
め
、
七
ほ
う
を
か
ざ
り
た
れ
ば
、
心
も
こ
と
ば
も
を
よ
ば
ざ
る
け
し

き
な
り
。

そ
う
じ
て
だ
い
り
へ
の
ぼ
る
み
ち
、
は
る
ば
る
の
ほ
と
り
な
り
。
そ
の
あ

ひ
だ
川
に
は
は
し
を
わ
た
し
、
山
に
は
か
け
は
し
を
つ
く
り
か
け
、　
一
町

に

一
所
づ

ゝ
ら
う
か
く
を
つ
く
ら
れ
、
ゑ
い
し
官
人
、
左
右
に
し
こ
う
し

て
日
夜
を
わ
か
つ
て
し
ゆ
ご
を
な
す
。

こ
の
規
模
を
ま
と
め
る
と
、
成
陽
の
周
囲
は

一
万
八
千
余
里
、
そ
の
中
に
高

樹



さ
三
里
の
山
を
築
き
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
建
て
た
御
殿

（内
裏
）
は
雲
よ
り
も

空
に
そ
び
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
内
裏
の
巡
り
に
は
高
さ
三
十
丈
、
周
囲
九
千

里
の

「あ
か
が
ね
」
（銅
）
の
築
地
を
も
う
け
た
の
だ
が
、
他
の
説
話
と
同
じ

な
の
で
あ
ろ
う
、
雁
の
飛
行
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
と
、
雁
門
と
い
う
窓
を
開
け

た
と
す
る
。
「
し
よ
く
山
」
（蜀
山
力
）
や
渭
水
も
内
裏
の
内
に
あ
る
と
い
う
の

だ
か
ら
、
そ
の
広
大
さ
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
始
皇
帝
の
住
む
の
は
阿
房
殿

で
、
こ
れ
は
東
西
五
百
間
、
南
北
五
十
丈
、
銅
の
柱
で
支
え
ら
れ
る
い
う
構
造

と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
建
物
を
含
む
内
裏
へ
の
道
は
容
易
で
は
な
く
、
途
中
の

川
に
は
橋
を
渡
し
、
山
に
は
か
け
橋
が
架
け
ら
れ
、　
一
町
に

一
所
ず
つ
の
棲
閣

が
置
か
れ
て
衛
士
や
官
人
が
日
夜
守
護
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
俯
厳
図
は
な

か
な
か
想
念
に
浮
ば
な
い
の
だ
が
、
歴
史
的
な
事
実
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と

し
て
、
成
陽
の
地
の
周
囲
が

一
万
八
千
余
里
、
さ
ら
に
九
千
里
の
築
地
に
囲
ま

れ
て
高
さ
三
里
の
山
が
築
か
れ
、
頂
上
に
内
裏

（成
陽
城
）
が
響
え
る
と
い
っ

た
構
造
の
よ
う
で
、
そ
の
建
物
群
の

一
つ
に
阿
房
殿
も
存
在
し
た
と
い
う
の
で

あ
ろ
つヽ
。

献
公
即
位
の
二
年
に
榛
陽
城
が
築
か
れ
、
さ
ら
に
子
の
孝
公
十
二
年

（前
三

五
〇
年
）
に
は

「作
為
咸
陽
、
築
糞
開
、
秦
徒
都
之
」
牟
史
記
』
秦
本
紀
）
と
、

新
し
い
秦
の
都
と
し
て
成
陽
の
地
が
選
ば
れ
る
。
成
陽
を
本
格
的
な
城
郭
都
市

と
し
た
の
は
始
皇
帝
三
十
八
歳
の
二
十
六
年

（前
三
二

一
年
）
、
そ
れ
ま
で
対

立
し
て
い
た
五
カ
国
を
す
べ
て
減
ぼ
し
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
の
強
大
な
天
下
統

一
に
よ
る
国
家
を
出
現
さ
せ
て
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
始
皇
帝
と
称
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
も
こ
の
年
か
ら
で
、
以
後
没
す
る
五
十
歳
ま
で
の
十
数
年
、
古
代

国
家
の
建
設
に
も
っ
と
も
邁
進
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
「史
記
』

（秦
始
皇
本
紀
）
に
よ
っ
て
概
略
示
す
と
、
国
内
を
三
十
六
郡
と
し
、
世
の
富

家
十
二
万
戸
を
成
陽
に
移
す
と
と
も
に
、
滅
ぼ
し
た
国
々
の
官
室
を
模
倣
し
た

建
物
を
再
建
し
、
そ
れ
ま
で
の
渭
水
北
の
成
陽
宮
か
ら
渭
南
の
信
宮

（極
廟
）

へ
と
比
重
を
移
す
都
市
改
造
の
計
画
を
実
行
す
る
。
三
十
五
年
、
狭
陰
と
な
っ

た
咸
陽
か
ら
本
格
的
に
渭
南
の
地
に
朝
宮

（正
殿
）
の
建
設
に
着
手
、
そ
の
前

殿
と
し
て
阿
房
の
地
に
官
殿
が
建
造
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
東
西
五
百
歩
、

南
北
五
十
丈
、
上
に
は

一
万
人
が
座
れ
る
広
さ
、
床
下
は
五
丈
の
旗
が
立
て
ら

れ
る
ほ
ど
の
高
さ
が
あ
っ
た
。
各
建
物
は
廊
下
で
通
じ
、
そ
の
南
に
位
置
す
る

南
山
に
は
回
廊
伝
い
で
至
り
、
阿
房
宮
か
ら
は
渭
水
を
渡
っ
て
成
陽
の
官
殿
と

も
連
絡
が
で
き
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
、
罪
人
十
七
万
人
が
二
手
に
分
れ
、　
一

方
は
阿
房
官
を
、
残
り
は
郡
山
の
造
営
に
当
た
ら
せ
た
い
う
。
阿
房
宮
弘
、
現

代
の
寸
法
に
す
る
と
東
西
約
七
百
メ
ー
ト
ル
、
南
北
は
百
二
十
メ
ー
ト
ル
も
あ

っ
た
と
い
う
壮
大
さ
で
、
ほ
か
に
関
中
の
宮
殿
は
三
百
を
数
え
た
と
も
記
す
。

こ
れ
ら
の
史
実
と
絵
巻
の
本
文
と
を
比
較
し
て
違
い
を
検
証
す
る
つ
も
り
な

ど
な
い
が
、
お
お
よ
そ
の
建
物
の
配
置
や
規
模
な
ど
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
物

語
で
描
こ
う
と
し
た
宮
殿
の
方
法
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
は
ず
で

あ
る
。
他
の
説
話
資
料
と
の
関
連
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
「成
陽
宮
』
絵
巻
の

諸
本
で
の
違
い
を
み
る
と
、
大
阪
青
山
短
期
大
学
本
で
は
、
後
々
の
要
害
の
た

め
に
と
、
広
さ

「
三
百
め
ぐ
り
、
九
千
里
」
の
鉄

（く
ろ
が
ね
）
の
築
地
を
設

け
、
雁
の
飛
行
の
た
め
に
雁
門
と
称
す
る
窓
を
開
け
た
こ
と
を
述
べ
、
「お
よ

そ
か
ん
や
う
き
う
の
高
さ
三
里
を
九
ぢ
う
に
つ
き
あ
げ
、
め
ぐ
り

一
万
八
千
三

百
八
十
余
里
に
こ
し
ら
へ
た
り
。
そ
の
中
に
四
十
六
の
ぜ
ん
で
ん
、
三
十
六
の

こ
う
き
う
、
雲
を
つ
ら
ぬ
き
、
長
生
不
老
の
ぜ
ん
も
ん
、
万
戸
に
じ
の
ご
と
く

に
と
を
り
、
き
り
ん
、
ほ
う
わ
う
あ
ひ
む
か
ひ
、
玉
の
う
つ
ば
り
、
こ
が
ね
の

こ
じ
り
、
日
り
ん
月
光
か
が
や
き
わ
た
れ
ば
、
ろ
う
か
く
た
が
い
に
え
い
て
つ

し
云
々
」
と
、
穂
久
通
本
と
重
な
り
な
が
ら
も
、
ま
た
異
な
っ
た
成
陽
宮
の
様

相
を
伝
え
よ
う
と
す
る
。
周
囲
の
長
さ
は
ほ
ぼ

一
致
す
る
と
は
い
え
、
高
さ
は



三
里
を
九
重
に
し
た
と
す
る
の
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
化
す
れ

ば
よ
い
の
か
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
こ
の
ま
ま
単
純
に
掛
け
算
す
る
と
二
十

七
里
に
も
な
っ
て
し
ま
う
が
、
と
も
か
く
そ
の
頂
上
に
は
四
十
六
の
前
殿
、
三

十
六
の
後
宮
が
雲
を
貫
く
よ
う
に
建
ち
並
び
、
長
生
殿
や
不
老
門
な
ど
が
あ
る

と
す
る
な
ど
、
そ
の
は
な
や
か
さ
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

中
に
も
、
ぜ
ん
で
ん
の
あ
ば
う
き
う
こ
そ
お
び
た
だ
し
け
れ
。
此
で
ん

の
ひ
ろ
き
こ
と
、
と
う
ざ
い
五
百
ほ
、
な
ん
ぼ
く
へ
三
百
ほ
、
た
か
さ
三

十
丈
な
り
。
大
床
の
下
に
は
五
ぢ
や
う
の
は
た
ほ
こ
を
た
て
な
ら
べ
、
庭

に
は
き
ん
ぎ
ん
の
い
さ
ご
、
る
り
の
い
さ
ご
、
し
ん
じ
ゆ
の
い
さ
ご
、
を

の
を
の
十
ま
ん
ご
く
を
ま
き
ち
ら
し
た
り
。

と
、
「史
記
」
で
の
阿
房
宮
が
東
西
五
百
里
、
南
北
五
十
丈
と
す
る
の
と
、

「
ほ
」
（歩
）
と
す
る
長
さ
の
単
位
と
と
も
に
す
こ
し
異
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

こ
こ
で
は
穂
久
邁
本
に
は
見
え
な
い
高
さ
三
十
丈
も
あ
る
と
い
う
床
下
に
は
旗

や
鉾
を
立
て
並
べ
、
庭
に
は
金
銀
や
瑠
璃
、
真
珠
の
砂
を
十
万
石
も
ま
き
散
ら

し
た
と
す
る
描
写
が
加
わ
る
。

専
修
寺
本
も
引
用
し
て
お
く
と
、

し
く
は
う
て
い
の
御
時
に
、
天
下
を
三
十
六
ぐ
ん
と
さ
だ
め
、
か
ん
や

う
き
う
を
お
び
た
だ
し
く
ひ
ろ
げ
て
、
た
か
さ
三
里
の
山
を
つ
き
あ
げ
、

そ
の
う

へ
に
大
り
を
つ
く
り
て
、
め
ぐ
り
九
千
里
に
は
あ
か
が
ね
の
つ
い

ぢ
を
つ
き
、
が
ん
も
ん
を
ひ
ら
か
れ
た
り
。
し
く
は
う
て
い
の
お
は
し
ま

す
御
て
ん
は
あ
ば
う
宮
と
申
て
、
東
西
五
百
け
ん
、
な
ん
ぼ
く
五
町
、
た

か
さ
二
十
ぢ
や
う
な
れ
ば
、
や
へ
た
つ
雲
の
う
へ
な
る
べ
し
。
そ
れ
よ
り

き
ん
も
ん
ま
で
は
三
百
里
あ
り
。
そ
の
間
に
い
す
い
と
い
ふ
川
な
が
れ
た

り
。
三
百
里
の
間
に
は
ふ
だ
う
と
申
て
、
た
か
さ
十
ぢ
や
う
の
ら
う
か
を

つ
く
り
つ
づ
け
、
と
う
ざ
い
に
す
百
の
く
う
で
ん
を
た
て
な
ら
べ
た
り
。

そ
の
き
れ
い
し
や
う
ご
ん
は
、
い
づ
れ
も
を
ろ
そ
か
な
ら
ず
、
王
の
い
ら

か
、
こ
が
ね
の
う
つ
ば
り
、
し
ろ
が
ね
を
も
つ
て
た
る
木
と
し
、
あ
か
が

ね
を
も
つ
て
は
じ
ら
と
す
。
に
は
に
は
し
ん
じ
ゆ
の
い
さ
ご
を
ま
き
、
戸

ぼ
そ
は
七
ほ
う
を
ち
り
ば
め
た
り
。

と
、
前
半
の
内
裏
の
様
相
は
ほ
ぼ
三
本
共
通
す
る
も
の
の
、
三
里
の
山
を
築
き

あ
げ
た
と
か
、
九
千
里
の

「あ
か
が
ね
」
の
築
地
と
い
う
の
は
穂
久
通
本
と
表

現
が
重
な
る
。
阿
房
宮
か
ら
禁
門
ま
で
は
三
百
里
、
途
中
に
渭
水
と
い
う
川
が

流
れ
て
お
り
、
両
者
の
間
は
高
さ
十
丈
の
廊
閣
で
結
び
、
百
の
空
殿
を
建
て
並

べ
た
と
い
う
の
は
、
「史
記
』
の
記
述
や
、
穂
久
通
本
と
の
関
連
も
連
想
さ
せ

る
。
ま
た
、
阿
房
宮
の
描
写
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
「玉
の
莞
、
黄
金
の
う
つ
ば

り
、
白
銀
を
も
つ
て
垂
木
と
し
、
あ
か
が
ね
を
も
つ
て
柱
と
す
…
…
戸
ぼ
そ
は

七
宝
を
ち
り
ば
め
た
り
」
は
、
穂
久
邁
本
の

「あ
か
が
ね
の
柱
、
黄
金
の
高
き

珠
玉
を
ち
り
ば
め
、
七
宝
を
か
ざ
り
た
れ
ば
」
に
近
く
、
間
に
あ
る

「庭
に
は

真
珠
の
い
さ
ご
を
撤
き
」
は
、
青
山
短
大
本
と

一
致
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
成
陽
宮
の
規
模
に
つ
い
て
三
本
を
比
べ
た
だ
け
で
も
そ
れ
ぞ

れ
独
自
の
描
写
の
世
界
を
持
ち
な
が
ら
複
雑
に
絡
ま
っ
て
お
り
、
に
わ
か
に
伝

本
間
の
関
係
を
判
断
す
る
の
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
が
、
す
く
な
く
と
も
こ
こ

で
は
穂
久
題
本
と
青
山
短
大
本
は
対
立
し
、
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
の
が
専
修

寺
本
で
あ
る
と
の
図
式
は
導
き
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
説
話
の
世
界
と
ど

の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
、
別
の
資
料
に
よ
っ
て
物
語
の
位
置
づ
け
を
す
こ
し

探
っ
て
み
た
い
。

二
　
咸
陽
宮
講
の
広
が
り

成
陽
宮
の
壮
麗
さ
は

『史
記
」
に
よ
っ
て
日
本
の
文
学
の
世
界
に
も
た
ら
さ



れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
影
響
を
及
ぼ
し
な
が
ら
表
現
に

一
つ
の
パ
タ
ー
ン
を

生
む
と
と
も
に
、
ま
た
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
も
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
謡
曲
の

「成
陽
官
』
で
は
、

抑
も
こ
の
成
陽
官
と
申
す
は
、
都
の
ま
は
り

一
万
八
千
三
百
余
里
。
内

裏
は
地
よ
り
三
里
高
く
。
雲
を
凌
ぎ
て
築
き
あ
げ
て
。
鉄
の
築
地
四
十
里
。

又
は
高
さ
も
百
余
丈
。
雲
路
を
渡
る
雁
が
ね
も
。
雁
門
な
く
て
は
過
ぎ
が

た
し
。
内
に
三
十
六
宮
あ
り
。
真
珠
の
砂
、
瑠
璃
の
砂
。
黄
金
の
砂
を
地

に
は
敷
き
。
長
生
不
老
の
日
月
ま
で
。
莞
を
並
べ
て
彩
し
。
帝
の
御
殿
は

阿
房
宮
。
銅
の
柱
三
十
六
丈
。
東
西
九
町
、
南
北
五
町
、
五
丈
の
旗
矛
、

龍
車
の
雲
居
、
さ
な
が
ら
天
に
瓢
り
、
登
れ
ば
王
の
階
の
云
々
。

と
、
数
値
に
は
か
な
り
異
な
り
を
見
せ
る
も
の
の
、
基
本
的
な
叙
述
方
法
は
す

で
に
示
し
た
物
語
の
三
本
と
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

こ
の
よ
う
な
中
世
に
お
け
る

「史
記
』
の
解
釈
に
よ
る
成
陽
宮
の
理
解
が
広
く

伝
承
さ
れ
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
描
写
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作

品
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
咸
陽
官
と
は
な
く
て
も
、
中
世
の
物
語

に
は

「地
よ
り
は
三
里
高
く
、
八
十
ち
や
う
の
く
ろ
が
ね
の
築
地
、
く
ろ
が
ね

の
網
を
は
り
、
く
ろ
が
ね
の
門
を
た
て
た
り
け
り
」
翁
御
曹
子
島
渡
し
、
「次

第
々
に
砂
の
色
を
見
れ
ば
、
み
な
金
の
如
く
也
。
銀
の
間
を
た
て
、
金
の
間
を

た
て
、
見
れ
ば
金
の
砂
、　
一
町
ば
か
り
敷
き
満
て
り
」
牟
梵
天
国
し

な
ど
と
、

そ
の
荘
厳
な
姿
が
転
用
さ
れ
も
す
る
。

成
陽
官
に
関
し
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
記
述
さ
れ
た
早
い
時
期
の
資
料
と
し
て

は

『平
家
物
語
』
が
あ
る
よ
う
で
、
延
慶
本

（大
東
急
記
念
文
庫
）
の
本
文
を

示
す
と
、都

ノ
周

一
万
八
千
三
百
八
十
里
ニ
ツ
モ
レ
リ
。
内
裏
ヲ
バ
、
地
ヨ
リ
三

里
タ
カ
ク
ツ
キ
上
テ
、
其
上
二
立
タ
リ
。
長
生
殿
、
不
老
門
ア
リ
。
金
ヲ

以
テ
日
ヲ
作
り
、
銀
ヲ
以
テ
月
を
造
レ
リ
。
真
珠
ノ
砂
、
瑠
璃
ノ
砂
、
金

ノ
砂
ヲ
敷
満
テ
リ
。
四
方
ニ
ハ
高
サ
四
十
里
二
鉄
ノ
築
地
ヲ
ツ
キ
、
殿
ノ

上
ニ
モ
同
ク
鉄
ノ
網
ヲ
ゾ
張
タ
リ
ケ
ル
。
是
ハ
冥
途
ノ
使
ヲ
入
レ
ジ
ト
ナ

リ
。
秋
ハ
タ
ノ
ム
ノ
雁
ノ
春
ハ
越
路
二
帰
ル
モ
、
飛
行
自
在
ノ
障
り
有
ト

テ
、
築
地
ニ
ハ
雁
門
ト
テ
、
鉄
ノ
門
ヲ
開
ケ
テ
ゾ
通
シ
ケ
ル
。
其
ノ
中
カ

ニ
阿
房
殿
ト
テ
、
始
皇
ノ
、
イ
不
ハ
行
幸
成
テ
、
政
道
行
ハ
セ
給
フ
殿
ア

リ
。
高
サ
ハ
三
十
六
丈
、
東
西
ハ
九
丁
、
南
北
へ
九
丁
、
大
床
ノ
下
タ
ハ

五
丈
ノ
糧
コ
ヲ
立
タ
ル
ガ
、
猶
及
バ
ヌ
程
ナ
リ
。

上
ハ
瑠
璃
ノ
瓦
ヲ
以
テ
葺
キ
、
下
タ
ハ
金
銀
ヲ
螢
ケ
リ
。

と
、
こ
れ
ま
で
記
し
た
い
く
つ
か
の
成
陽
宮
諄
と
共
通
し
な
が
ら
、
言
辞
と
し

て
は
よ
り
謡
曲
と
の
重
な
り
を
見
せ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
諸
説
を
引
用
す

る
だ
け
で
は
相
互
の
比
較
が
困
難
な
の
で
、
延
慶
本
を
中
心
と
し
な
が
ら
こ
れ

ま
で
の
説
話
に
盛
ら
れ
た
基
本
的
な
要
素
を
パ
タ
ー
ン
化
す
る
と
、
お
よ
そ
次

の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

①
都
の
周
囲
　
一
万
八
千
三
百
八
十
里

②
内
裏
の
高
さ
　
地
よ
り
三
里
築
き
上
げ
る

③
宮
殿
の
数
　
一則
殿
四
十
六
、
後
殿
三
十
六

④
長
生
殿
と
不
老
門
の
描
写

⑤
四
方
の
鉄
の
築
地
　
高
さ
四
十
里

⑥
雁
門

⑦
阿
房
官
の
描
写

③
阿
房
宮
の
位
置

こ
の
う
ち
、
個
々
の
作
品
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
数
値
と
か
宮
殿
の
描
写
や

位
置
づ
け
な
ど
に
違
い
が
見
ら
れ
は
す
る
が
、
そ
の
詳
細
な
差
異
は
後
に
検
討

す
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
は
大
ま
か
な

一
覧
表
を
作
成
し
て
み
る

（○
は

一
致
、



△
は
不

一
致
、
空
欄
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
。

の
項
目
を
他
の
説
話
か
ら
付
加
し
た
）
。

な
お
、
延
慶
本
に
③
と
③

朗
詠
永
済
注

覚

一
本
平
家
物
語

三
国
伝
記

（平
仮
名
本
）

三
国
伝
記

（版
本
）

源
平
盛
衰
記

太
平
記

成
陽
宮

（謡
曲
）

穂
久
蓮
本

大
阪
青
山
短
期
大
学
本

専
修
寺
本

二
松
学
舎
本

△  〇 〇 〇 △ 〇 △ 〇 〇 〇 ①

△ 〇 △ 〇 〇 △  △ △ 〇 ②

○  ○  △ 〇  〇 〇  △ ③

○    ○ ○ ○○○ ④

○ △ △ △ 〇  △  〇 〇 ⑤

○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ⑥

△ △ △ △ 〇  〇  〇 〇 ⑦

○  ○ ③

延
慶
本
を
基
準
に
し
て
諸
説
を
見
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
の
距
離
が
知
ら
れ

る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

「史
記
」
で
は
内
容
や
数
値
は
と
も
か
く
と
し

て
、
記
録
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
⑦
③
に
す
ぎ
な
く
、
③
の
宮
殿
の
数
に
い
た

っ
て
は
、
「
関
中
計
宮
三
百
、
関
外
四
百
余
」
（始
皇
帝
本
紀
）
と
す
る
の
だ
か

ら
、
こ
れ
は
比
較
す
る
こ
と
な
ど
論
外
で
あ
ろ
う
。
こ
の
表
で
見
る
と
、
延
慶

本
と
は
三
国
伝
記

（平
仮
名
本
）

・
謡
曲

・
二
松
学
舎
本
と
が
近
い
存
在
の
よ

う
で
、
朗
詠
注

・
源
平
盛
衰
記
、
そ
れ
に
穂
久
邁
本

・
専
修
寺
本
と
は
そ
れ
ほ

ど
緊
密
な
関
係
に
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ま
ず
、
①
の

「都
ノ
周

一
万
八
千
三
百
八
十
里
」
に
つ
い
て
、
近
年
の
発
掘

酬
査
に
よ
る
長
安
城
の
周
囲
が
漢
の
六
十
里
強

（二
万
五
千
メ
ー
ト
ル
）
と
す

る
の
を
知
る
に
つ
け
、
「里
」
の
単
位
が
異
な
る
に
し
て
も
あ
ま
り
に
も
膨
大

す
ぎ
る
都
の
周
囲
だ
が
、
こ
れ
は
本
来

『和
漢
朗
詠
集
註
抄
』
（旧
黒
木
本
）

に

「成
陽
宮
、
秦
始
皇
、
築
長
城
。
廻

一
万
八
千
三
百
八
十
里
」
と
、
始
皇
帝

が
築
い
た
長
城
の
長
さ
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
今
日
の
調
査
に
よ
る
と
全
長
六
千
キ
ロ
、
中
国
の
里
程
で
は

一
万
三
千
華

里
と
か
な
り
近
い
数
値
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の

一
万
八
千
三
百
八
十
里
が
ど

の
よ
う
な
典
拠
に
よ
っ
て
い
る
の
か
は
知
ら
な
い
。
日
本
で
の
説
の
始
ま
り
が

長
城
の
総
延
長
だ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
後
は
ほ
と
ん
ど
咸
陽
城
の
周
囲
と
す

っ
か
り
誤
解
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
穂
久
週
本
と
は
共
通
す
る
と

し
た
も
の
の
、
表
現
と
し
て
は

「
一
万
八
千
よ
里
」
と
し
て
お
り
、
他
の
資
料

が
い
ず
れ
も

「
一
万
八
千
三
百
八
里
」
と
正
確
に
記
す
の
と
は
や
や
違
い
が
あ

る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

都
の
周
囲
の
記
述
が
あ
り
な
が
ら
、
延
慶
本
と
異
な
る
と
し
た
二
松
学
舎
本

で
は
、
「め
ぐ
り
三
百
七
十
里
」
と
あ
り
、
ま
ず
本
質
的
に
依
拠
し
た
資
料
の

違
い
を
思
わ
せ
る
が
、
こ
れ
は

『三
国
伝
記
」
（版
本
）
の

「廻
り
三
百
七
十

里
」
、
「太
平
記
』
の

「其
中
二
回
三
百
七
十
里
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
た
ん

な
る
過
ち
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
確
か
な
伝
承
も
存
在
し
て
い
た
と
知
ら
れ

る
。
こ
れ
と
緊
密
に
関
係
し
て
い
る
の
は
②
の
内
裏
の
高
さ
で
、
多
く
は
三
里

と
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
三
本
で
は

「高
さ
三
里
の
山
を
つ
き
て
、
是
を
九

重
に
た
た
み
あ
げ
」
全
一松
学
舎
本
）
、
「高
サ
三
里
ノ
山
ヲ
九
重
二
築
上
」
（版

本
三
国
伝
記
）
、
「高
サ
三
里
ノ
山
ヲ
九
重
二
築
上
テ
」
（太
平
記
）
と
、
共
通

し
た
独
自
の
認
識
を
示
す
。
都
の
周
囲
と
内
裏
の
高
さ
は
セ
ッ
ト
の
よ
う
に
結

び
つ
い
て
い
る
の
だ
が
、
と
こ
ろ
が
す
で
に
引
用
し
た
青
山
短
大
本
で
は

「
一

万
八
千
三
百
八
十
余
里
」
の
説
を
と
り
な
が
ら
も
、　
一
方
で
は

「高
さ
三
里
を



九
ぢ
う
に
つ
き
あ
げ
」
と
異
説
を
も
継
承
し
、
い
わ
ば
折
衷
案
の
立
場
に
あ
る
。

そ
れ
で
は
青
山
短
大
本
が
、
両
系
統
本
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
説
を
取
り
込
ん
だ
の

か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
よ
う
で
、
富
一国
伝
記
』
（平
仮
名
本
）
に
も

「か
ん
よ
う
き
う
と
申
は
、
城
の
め
ぐ
り

一
万
八
千
三
百
八
十
よ
里
也
。
そ
の

う
ち
に
高
さ
三
里
の
山
を
九
ぢ
う
に
つ
き
て
、
そ
の
う

へ
に
内
裏
を
つ
く
ら

る
」
と
、
す
で
に
同
説
が
存
在
す
る
。
こ
の
①
②
を
取
り
上
げ
た
だ
け
で
も
、

『成
陽
宮
』
絵
巻
が
い
か
に
複
雑
な
成
立
で
あ
る
か
が
知
ら
れ
る
よ
う
で
、　
一

本
か
ら
の
親
子
と
か
兄
弟
関
係
に
よ
る
本
文
の
成
立
で
は
な
く
、
基
本
的
な
物

語
に
そ
れ
ぞ
れ
外
部
か
ら
説
話
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
増
益
し
て
い
っ
た

体
裁
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
説
で
も
っ
と
も
異
同
の
多
い
の
は
④
の
長
生
殿
と
不
老
門
の
記

述
で
、
表
で
も
分
る
よ
う
に
資
料
に
よ
っ
て
空
欄
が
目
立
つ
な
ど
出
入
り
が
あ

り
、
詳
細
に
描
写
さ
れ
る

一
方
で
は
穂
久
邁
本
と
専
修
寺
本
で
は
三
里
の
高
さ

の
上
は
御
殿
が
存
在
す
る
と
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
。
延
慶
本
に
よ
る
と
山
頂

に
は
長
生
殿
と
不
老
門
が
あ
り
、
建
物
の
内
部
に
仕
掛
け
た
と
い
う
の
で
あ
ろ

う
か
、
金
の
太
陽
と
銀
の
月
を
作
り
、
地
に
は
真
珠
、
瑠
璃
、
金
の
砂
が
敷
き

詰
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
二
つ
の
建
物
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に

「和
漢
朗
詠
集
」
（巻
下
、
祝
、
保
胤
）
の

「長
生
殿
裏
春
秋
富
不
老
門
前

日
月
遅
」
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
で
、
国
会
本
朗
詠
注
に
は

「北
有
雁
門
。
南
有

不
老
門
。
中
有
長
生
殿
」
と
、
北
の
雁
門
と
対
に
な
っ
て
南
に
不
老
門
が
あ
り
、

そ
れ
に
は
さ
ま
れ
る
よ
う
に
長
生
殿
が
位
置
す
る
構
図
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
旧
黒
木
本
和
漢
朗
詠
註
抄
に
よ
る
と
、
「金
沙
十
万
石
、
瑠
璃
沙
十

万
科
、
金
三
百
万
斤
、
銀
七
百
万
斤
、
真
珠
沙
百
万
石
、
玉
瓦
四
百
万
枚
、
以

之
荘
之
。
紫
震
殿
、
造
金
師
子
、
仁
寿
殿
、
造
銀
虎
、
置
之
」
と
、
殿
舎
は
金

や
瑠
璃
の
砂
が
敷
か
れ
、
金
銀
な
ど
で
の
荘
厳
化
が
は
か
ら
れ
、
紫
震
殿
に
は

金
の
獅
子
、
仁
寿
殿
に
は
銀
の
虎
の
置
物
が
あ
っ
た
と
も
記
す
。
後
者
の
典
拠

は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
国
会
本
朗
詠
注
に
も

「金
砂
コ
十

万
石
、
瑠
璃
砂
十
万
石
、
真
珠
ノ
砂
百
万
石
庭
敷
」
と
し
、
永
済
注
に
も

「金

ノ
砂
十
万
鮮
、
瑠
璃
ノ
砂
コ
十
万
餅
、
真
珠
ノ
砂
コ
百
石
ヲ
シ
ケ
リ
」
と
あ
る

な
ど
、
か
な
り
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
説
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
成
陽
城
に

は
こ
の
よ
う
な
建
物
は
存
在
し
な
く
、
唐
代
の
御
殿
な
ど
の
名
称
を
用
い
て
壮

大
さ
を
意
図
し
て
の
こ
と
で
は
あ
っ
た
。

青
山
短
大
本
の
長
生
殿

・
不
老
門
の
描
写
は
す
で
に
引
用
し
て
い
る
の
で
、

も
う

一
本
の
二
松
学
舎
大
本
の
本
文
を
示
す
と
、

前
殿
の
む
ね
か
ず
四
十
六
あ
り
、
後
宮
の
む
ね
か
ず
三
十
六
あ
り
。
千
門

万
戸
と
を
り
ひ
ら
き
、
ろ
う
よ
り
ろ
う
に
い
た
り
、
か
く
よ
り
か
く
に
つ

た
ふ
て
、
た
ん
ち
ゆ
う
房
す
で
に
花
を
か
ざ
り
、
王
を
ち
り
ば
め
た
り
。

長
生
殿
の
ま
へ
に
は
じ
や
く
し
ん
じ
ゆ
の
い
さ
ご
を
し
き
、
白
る
り
の
王

を
な
ら
べ
、
不
老
門
の
う
ち
に
は
こ
が
ね
を
も
つ
て
日
り
ん
を
つ
く
り
、

し
ろ
が
ね
を
も
つ
て
月
り
ん
を
つ
く
り
て
空
の
間
に
か
け
ら
れ
云
々
、

と
、
両
本
同
じ
よ
う
な
表
現
の
構
造
を
持
ち
な
が
ら
、
ま
た
か
な
り
異
な
っ
た

様
相
を
も
示
す
。
こ
こ
で
は
意
味
の
不
明
な
箇
所
も
あ
り
は
す
る
が
、
千
門
万

戸
が
模
か
ら
模
へ
、
閣
か
ら
閣
へ
と
通
じ
て
お
り
、
長
生
殿
の
前
に
は
真
珠
の

砂
と
自
瑠
璃
の
王
を
敷
き
並
べ
、
不
老
門
の
内
に
は
金
の
日
輪
と
銀
の
月
輪
が

作
ら
れ
て
空
に
浮
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
。
青
山
短
大
本
で
は
、
万
戸
が
虹
の

よ
う
に
通
じ
、
麒
麟
と
鳳
凰
と
が
向
か
い
あ
い
、
玉
の
梁
や
黄
金
の
鏑
、
そ
れ

に
日
輪
月
光
が
輝
き
わ
た
り
、
模
閣
は
映
徹
し
あ
う
と
い
う
は
な
や
か
さ
で
、

「瑠
璃
の
い
さ
ご
、
銀
の
床
、
花
柳
影
を
浮
か
べ
て
、
階
聞
品
々
に
分
れ
た
り
」

と
描
写
さ
れ
る
。
た
だ
、
青
山
短
大
本
の
こ
の
部
分
は
、
「太
平
記
』
（巻
二
十

六
）
の

「千
門
万
戸
ト
ヲ
リ
開
キ
、
麒
麟
列
鳳
凰
相
対
ヘ
リ
。
虹
ノ
梁
金
の
錯
、



日
月
光
ヲ
放
テ
模
閣
互
二
映
徹
シ
、
玉
ノ
砂

・
銀
ノ
床
、
花
柳
影
ヲ
浮
テ
、
階

闘
品
々
二
分
レ
タ
リ
」
と
す
る
の
と
か
な
り
密
接
な
関
連
が
あ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
も
っ
と
も
、
コ
一国
伝
記
』
（版
本
）
で
も

「万
戸
連
り
開
キ
麒
麟
鸞
鳳

相
対
セ
リ
。
虹
の
梁
金
ノ
錯
日
月
光
ヲ
散
ジ
テ
模
閣
互
二
映
徹
シ
、
玉
ノ
砂
銀

ノ
床
万
花
影
浮
テ
千
関
品
ナ
々
分
タ
リ
」
と
同
じ
よ
う
に
表
現
が
み
ら
れ
る
の

で
、
共
通
し
た
も
と
の
典
拠
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

〓
一　
阿
房
宮
の
規
模

「成
陽
宮
』
絵
巻
の
第

一
系
統
と
し
た
三
本
は
、
大
き
く
括
れ
ば
共
通
し
た

要
素
が
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
、
す
で
に
成
陽
宮
の
描
写
の
方
法
を
見
た
だ
け

で
も
か
な
り
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
説
話
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
右
の
長
生
殿
不
老
門
で
も
、
穂
久
邁
本

・
専
修
寺

本
に
は
記
述
が
な
く
、
青
山
短
大
本
と
第
二
系
統
の
二
松
学
舎
本
に
は
存
し
、

部
分
的
に
は
重
な
り
な
が
ら
も
、
ま
た
資
料
の
違
い
も
明
ら
か
で
、
こ
れ
は
内

裏
の
高
さ
に
関
し
て
も
同
じ
結
果
で
あ
っ
た
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
成
陽
城
は
渭
北
か
ら
渭
南
の
地
へ
と
拡
張
さ
れ
、

そ
の
官
殿
の
前
殿
と
し
て
建
築
さ
れ
た
の
が
阿
房
宮
だ
っ
た
が
、
ヨ
一輔
黄
図
』

に
よ
る
と
本
来
は
秦
恵
文
王
の
阿
城
を
始
皇
帝
が
増
築
し
た
の
だ
と
い
う
。
さ

ら
に
、
「規
恢
三
百
余
里
、
離
宮
別
館
、
弥
山
跨
谷
、
輩
道
相
属
、
閣
道
通
部

山
八
十
余
里
、
表
南
山
之
顛
以
為
閉
、
絡
癸
川
以
為
池
、
作
阿
房
前
殿
、
東
西

五
十
歩
、
南
北
五
十
丈
、
上
可
坐
万
人
、
下
建
五
丈
旗
、
以
木
蘭
為
梁
、
以
磁

石
為
門
、
周
馳
為
複
道
、
度
渭
属
之
成
陽
、
以
為
象
太
極
閣
道
、
抵
営
室
也

云
々
」
と
、
三
百
里
隔
た
っ
た
離
宮
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
山
を
覆
い
、
谷

を
跨
い
で
輩
道
が
つ
ら
な
り
、
郡
山

（今
日
の
始
皇
帝
の
郡
山
陵
）

へ
通
じ
る

八
十
里
の
道
を
設
け
、
南
山
の
頂
上
は
宮
門
と
し
、
焚
川
は
池
と
し
て
用
い
た

と
い
う
壮
大
さ
で
あ
っ
た
。
そ
の
建
物
た
る
や
、
東
西
五
十
歩

（「史
記
』
は

五
百
歩
と
す
る
）
、
南
北
五
十
丈
、
上
に
は

一
万
人
が
座
れ
る
広
さ
、
床
下
は

五
丈
の
旗
が
立
て
ら
れ
る
だ
け
の
高
さ
が
あ
り
、
木
蘭

（木
蓮
）
の
梁
、
磁
石

の
間
を
構
え
、
上
下
三
段
と
な
っ
た
廊
下
を
巡
ら
し
、
渭
水
を
渡
っ
て
成
陽
ヘ

と
通
じ
る
よ
う
に
し
た
の
は
、
北
極
星
が
閣
道
づ
た
い
に
天
の
川
を
渡
っ
て
営

室
星
に
至
っ
た
の
を
象
っ
た
の
だ
と
い
う
。
な
お
、
磁
石
の
門
と
い
う
の
は
、

武
具
を
帯
び
て
入
る
の
を
防
ぐ
た
め
だ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
は
絵
巻
で
の

「殿

上
に
兵
使
を
帯
し
て
登
る
こ
と
、
常
に
法
度
な
り
け
れ
ば
」
（青
山
短
大
本
）

と
す
る
の
と
関
連
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
「史
記
』
の
記
述
と
部
分
的
に
異
な

り
は
す
る
が
、
全
体
の
構
造
と
し
て
は
基
本
的
に

一
致
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

表
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
絵
巻
の
阿
房
宮
は
諸
本
い
ず
れ
も
延
慶
本
と
異

な
る
描
写
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
と
い
っ
て
も
相
互
に
共
通
し
た
内
容
を
持
っ

て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
ず
、
も
っ
と
も

他
の
本
文
と
異
な
る
二
松
学
舎
本
を
引
用
す
る
と
、

宮
殿
の
か
ず
お
ほ
き
中
に
、
阿
房
殿
と
申
す
は
、
始
皇
つ
ね
に
出
御
な
り

て
、
政
事
お
こ
な
ひ
給
ふ
と
こ
ろ
の
殿
也
。
東
西
へ
九
町
、
な
ん
ぼ
く
ヘ

五
町
、
其
た
か
さ
三
十
六
丈
な
り
。
上
に
は
る
り
の
か
は
ら
を
ふ
き
て
、

え
ん
わ
う
つ
ね
に
こ
こ
に
す
む
か
と
あ
や
し
ま
る
。
鳳
の
い
ら
か
空
に
か

け
り
て
、
き
う
せ
う
の
が
く
を
ま
つ
に
に
た
る
。
虹
の
う
つ
ば
り
空
に
か

か
り
て
、
晴
天
の
日
か
げ
に
か
が
や
き
、
め
な
う
の
戸
ぼ
そ
に
は
じ
や
こ

の
み
す
を
か
け
、
し
ん
じ
ゆ
の
よ
う
ら
く
を
た
れ
、
こ
は
く
の
ら
ん
か
ん

に
は
白
ご
ん
の
こ
じ
り
を
み
が
き
、
さ
ん
ご
の
た
る
き
、
す
い
し
や
う
の

か
べ
、
た
い
ま
い
の
か
き
、
に
し
き
の
し
と
ね
、
に
は
に
は
四
季
の
け
い

を
う
つ
し
、
池
に
は
げ
き
し
ゆ
の
舟
を
う
か
べ
、
王
の
い
さ
ご
え
い
て
つ



し
、
花
と
は
な
と
は
い
ろ
を
あ
ら
そ
ひ
、
え
だ
と
枝
と
は
ひ
か
り
を
あ
は

せ
、
り
ん
ほ
う
つ
ら
な
り
、
花
葉
し
け
る
、
か
い
だ
つ
ぎ
よ
く
し
や
、
し

な
じ
な
に
わ
か
れ
た
り
。

と
、
数
多
い
宮
殿
の
う
ち
で
も
、
始
皇
帝
が
も
っ
ぱ
ら
出
御
し
て
政
治
を
執
っ

た
の
は
阿
房
殿
で
あ
る
と
し
、
つ
い
で
そ
の
規
模
と
し
て
東
西
九
町
、
南
北
五

町
、
高
さ
は
三
十
六
丈
だ
と
す
る
。
こ
れ
は
、
延
慶
本
の

「其
ノ
中
カ
ニ
阿
房

殿
ト
テ
、
始
皇
ノ
、
ツ
不
ハ
行
幸
成
テ
」
と
す
る
表
現
を
思
わ
さ
せ
、
東
西

・

南
北
を
と
も
に
正
方
形
の

「九
丁
」
と
す
る
の
と
は
異
な
り
は
す
る
が
、
「源

平
盛
衰
記
』
に

「東
西
へ
九
町
、
南
北
へ
五
町
、
高
さ
三
十
六
丈
な
り
」
と
あ

り
、
コ
一国
伝
記
』
（平
仮
名
本
）
に

「東
西
九
町
南
北
五
町
、
高
さ
三
十
六
丈

也
」
、
謡
由
に

「銅
の
柱
三
十
六
丈
。
東
西
九
町
、
南
北
五
町
」
な
ど
と
も
す

る
よ
う
に
、
む
し
ろ
本
来
は
二
松
学
舎
本
の
寸
法
の
方
が
正
当
な
の
で
あ
ろ
う
。

単
位
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
青
山
短
大
本
が

「東
西
五
百
歩
、

南
北
へ
三
百
歩
、
高
さ
三
十
丈
な
り
。
大
床
の
下
に
は
五
ち
や
う
の
旗
鉾
を
立

て
並
べ
」
と
し
、
穂
久
運
本
が

「東
西
五
百
け
ん
、
南
北
は
五
十
丈
」
、
専
修

寺
本
が

「東
西
五
百
け
ん
、
南
北
五
町
、
高
さ
二
十
ち
や
う
」
と
す
る
の
と
明

ら
か
に
対
立
し
て
お
り
、
「史
記
』
に
記
さ
れ
る

「東
西
五
百
歩
、
南
北
五
十

丈
…
…
下
可
以
建
五
丈
旗
」
と
す
る
の
に
近
い
数
値
を
継
承
す
る
。

後
者
の
絵
巻
の
三
本
が
い
ず
れ
も
東
西
を

「
五
百
」
と
す
る
の
で
は
共
通
す

る
も
の
の
、
南
北
の
長
さ
に
な
る
と

「
三
百
歩
」
「
五
十
丈
」
「
五
町
」
と
、
建

物
の
高
さ
と
と
も
に
違
い
が
生
じ
る
。
穂
久
本
は

「史
記
』
と
、
専
修
寺
本
は

二
松
学
舎
本
と
数
値
と
し
て
は
共
通
し
て
お
り
、
青
山
短
大
本
も
ま
っ
た
く
の

錯
誤
な
ど
で
は
な
く
、
「文
選
』
（第
三
）
に

「阿
房
殿
、
東
西
三
里
、
南
北
三

百
歩
、
下
立
五
丈
旗
」
と
あ
る
説
と
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

「
三

里
」
と
す
る
の
は
、
内
裏
の
高
さ
と
の
混
乱
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

『史
記
評
林
』
に
も

「東
西
三
里
、
南
北
五
百
歩
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う

な
解
釈
の
存
在
も
想
定
で
き
そ
う
で
あ
る
し
、
ま
た

「南
北
五
百
歩
」
は

「東

西
」
の
誤
伝
と
も
見
な
し
う
る
な
ど
、　
一
つ
一
つ
見
て
い
く
と
ま
っ
た
く
複
雑

に
か
ら
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
阿
房
宮
の
規
模

一
つ
を
取
り
上
げ
た

だ
け
で
も
、
絵
巻
で
は
相
互
の
書
写
と
か
、
影
響
な
ど
と
い
っ
た
関
連
性
は
あ

ま
り
認
め
ら
れ
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

二
松
学
舎
本
の
考
察
に
戻
る
と
、
阿
房
殿
は
三
十
六
丈
の
高
さ
が
あ
り
、
屋

根
は
瑠
璃
の
瓦
を
葺
き
、
「鴛
鵞
が
常
に
住
む
か
と
怪
し
ま
る
」
と
す
る
飾
り

が
置
か
れ
、
鳳
の
甍
が
並
び
、
虹
の
ご
と
く
に
か
が
や
く
梁
が
天
丼
を
支
え
、

焉
踏
の
戸
に
は
シ
ャ
コ

（貝
の

一
種
）
の
御
簾
を
掛
け
、
真
珠
の
壊
略
を
垂
れ
、

琥
珀
の
蘭
干
に
は
白
銀
の
錯
、
珊
瑚
の
垂
木
、
水
品
の
壁
、
タ
イ
マ
イ
の
垣
、

錦
の
褥
に
は
四
季
の
景
を
映
し
、
池
に
は
鶴
首
の
舟
を
浮
か
べ
、
玉
の
砂
と
映

徹
し
、
花
や
枝
は
そ
れ
ぞ
れ
の
色
を
競
い
ま
た
照
り
映
え
、
な
ど
と
そ
の
華
麗

な
殿
舎
の
姿
が
長
々
と
記
述
さ
れ
る
。
阿
房
宮
を
こ
の
よ
う
に
描
写
す
る
資
料

は
な
く
、
御
伽
草
子
を
思
わ
せ
る
ス
タ
イ
ル
か
ら
す
る
と
、
各
種
の
作
品
か
ら

常
套
的
な
こ
と
ば
を
集
め
る
な
ど
し
て
合
成
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
延
慶
本

の

「上
ハ
瑠
璃
ノ
瓦
ヲ
以
テ
葺
キ
、
下
タ
ハ
金
銀
ヲ
坐
ケ
リ
」
と
す
る
の
と
か

ろ
う
じ
て
重
な
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
た
だ
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「太
平

記
』
に
は
阿
房
殿
で
は
な
く
三
里
を
九
重
に
築
い
た
内
裏
に
建
て
ら
れ
た
御
殿

の
描
写
と
し
て
、
「麒
麟
列
鳳
凰
相
対
ヘ
リ
。
虹
ノ
梁
金
の
錨
」
「
日
月
光
ヲ
放

テ
模
閣
互
二
映
徹
シ
」
「花
柳
影
ヲ
浮
テ
、
階
聞
品
々
二
分
レ
タ
リ
」
な
ど
と

あ
り
、
と
く
に
傍
線
を
引
い
た
語
句
の

一
致
は
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
、
両
者
の
共
通
す
る
資
料
が
存
在
し
、
「太
平
記
』
で
は
そ
れ
を
内
裏

の
表
現
に
用
い
、
二
松
学
舎
本
で
は
阿
房
宮
に
取
り
込
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
特
徴
に
つ
い
て
比
較
し
て
き
た
よ
う
に
、
二
松
学
舎



本
は
絵
巻
の
諸
本
の
中
で
は
、
「平
家
物
語
」
や

「太
平
記
』
な
ど
に
収
載
さ

れ
る
、
い
わ
ゆ
る

〈中
世
史
記
〉
と
称
さ
れ
る
説
に
比
較
的
近
く
、
そ
れ
と
距

離
的
に
や
や
遠
い
位
置
に
あ
る
の
が
残
り
の
三
本
と
い
う
構
図
に
な
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
も
く
り
か
え
し
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後
の
三
本
の
う
ち
、

青
山
短
大
本
は
、
阿
房
殿
の
規
模
を
記
し
た
後
、
金
銀
、
瑠
璃
、
真
珠
の
砂
が

そ
れ
ぞ
れ
十
万
石
庭
に
敷
か
れ
て
い
た
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
延
慶
本
な
ど

に
指
摘
さ
れ
て
い
た
内
裏
で
の
描
写
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
二
松
学
舎
本
で
も
長

生
殿
の
後
に

「
し
ん
じ
ゆ
の
い
さ
ご
を
し
き
、
自
る
り
の
王
を
な
ら
べ
」
と
あ

っ
て
、
明
ら
か
に
対
立
す
る
。
す
る
と
、
青
山
短
大
本
の
阿
房
宮
の
描
写
は
、

延
慶
本
よ
り
も
む
し
ろ
永
済
本
系
統
の
具
体
的
に

「十
万
斜
」
を
撤
い
た
と
す

る
資
料
に
依
拠
し
、
説
話
の
世
界
と
は
隔
た
り
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
荘
厳
化

に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

専
修
寺
本
に
な
る
と
、
阿
房
宮
か
ら
渭
水
を
越
え
て
禁
門
ま
で
の
三
百
里
、

そ
の
間
は
廊
閣
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
と
、
「史
記
』
の
記
述
と
基
本
的
な

構
造
は
重
な
る

一
方
で
は
、
殿
舎
は
玉
の
甍
、
金
の
梁
、
銀
の
垂
木
、
銅
の
柱

で
あ
っ
た
な
ど
と
す
る
の
は
、
方
法
と
し
て
は
二
松
学
舎
本
に
近
い
描
写
を
と

る
。
こ
の
よ
う
に
広
く
流
布
し
た
多
様
な
成
陽
官
説
話
と
そ
れ
ほ
ど
密
接
な
関

係
に
は
な
い
の
が
、
初
め
に
示
し
た
穂
久
邁
本
の
よ
う
で
、
増
殖
す
る
以
前
の

姿
を
い
く
ら
か
と
ど
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
比

較
の
問
題
に
す
ぎ
な
く
、
し
か
も
咸
陽
宮
と
い
う
描
写
に
限
っ
て
の
こ
と
な
の

で

一
概
に
断
じ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
全
体
的
な
お
お
よ
そ
の
傾
向

と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
誤
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
最
後
の
蓬
葉
山
へ
不
老
不
死

の
薬
を
求
め
て
船
出
す
る
徐
福
諄
に
し
て
も
、
専
修
寺
本
と
青
山
短
大
本
に
は

存
在
し
な
が
ら
、
穂
久
邁
本
に
は
欠
け
て
い
る
の
も
同

一
線
上
で
解
釈
で
き
る

よ
う
に
思
う
。
今
後
は
、
こ
の
よ
う
に

一
つ
一
つ
の
説
話
の
背
景
に
つ
い
て
諸

本

で

の
摂

取

の
方
法

を
考

察
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

さ
ら

に
絵

巻

の
性
格

を

明

ら
か

に
し

て

い
き

た

い
。

注（１
）
拙
稿

「
『成
陽
宮
絵
巻
」
の
諸
本
と
そ
の
性
格
」
翁
国
語
と
国
文
学
」
平
成
四
年
四
月
号
）
。

こ
こ
で
は
、
第

一
系
統

（穂
久
遍
本

・
専
修
寺
本

・
青
山
短
大
本
）
と
第
二
系
統

（二
松

学
舎
大
本

・
ス
ペ
ン
サ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本

・
信
多
本
）
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
の
性

格
や
内
容
に
つ
い
て
触
れ
た
。

（２
）
穂
久
遍
文
庫
本

（二
巻
）
は
天
地
三
三

・
七
セ
ン
チ
、
表
紙
は
紺
紙
に
金
泥
に
よ
る
雲
霞
、

松
本
描
、
そ
れ
に
金
切
箔
散
ら
し
、
題
嬢
は

「か
ん
や
う
宮
上

（下
こ

と
す
る
。
料
紙
は

斐
紙
、
そ
れ
に
金
泥
で
各
種
の
草
木
な
ど
を
描
き
、
各
巻
末
に

「城
殴
」
と
す
る
壺
印
と
、

「城
殴
和
泉
嫁
／
草
子
屋
／
藤
原
尊
重
」
と
す
る
方
形
印
が
捺
さ
れ
る
。
読
み
や
す
く
す
る

た
め
、
私
に
濁
点
や
句
読
点
を
付
し
た
。
以
下
の
他
本
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。

（３
）
咸
陽
城
の
形
成
過
程
や
規
模
に
つ
い
て
は
、
池
田
雄

一
「成
陽
城
と
漢
長
安
城
」
「
中
央

大
学
文
学
部
紀
要
」
史
学
科
第
二
〇
号
）
に
よ
る
。

（４
）
貝
塚
茂
樹

「中
国
の
あ
け
ぼ
の
」
（
一
九
八
九
年
刊
、
河
出
書
房
新
社
）

（５
）
専
修
寺
本
に
つ
い
て
は
、
本
誌
に
全
文
を
翻
刻
し
た
。

（６
）
注

（３
）
の
引
用
に
よ
る
と
、
こ
の
発
掘
報
告
に
は
王
仲
殊

「漢
長
安
城
考
古
工
作
的
初

歩
収
穫
」
が
あ
る
由
だ
が
、
未
見
。

（７
）
黒
田
彰

「成
陽
宮
覚
書
」
３
中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境
」
所
収
、
昭
和
六
二
年
刊
、
和

泉
書
院
）
に
は
、
長
城
か
ら
城
の
周
囲
へ
転
じ
た
こ
と
、
雁
門
の
こ
と
な
ど
諸
説
を
例
示

し
て
考
察
す
る
。

（８
）
注

（３
）
引
用
本
文
に
よ
る
。

（９
）
「梵
天
国
」
に
は

「そ
の
内
に
、
き
り
の
柱
、
璃
踏
の
石
、
七
宝
荘
厳
り
す
べ
て
、
極
楽

世
界
を
音
に
聞
き
し
に
違
は
ず
。
歩
み
入
り
て
御
覧
ず
れ
ば
、
王
の
階
玉
の
床
、
工
の
墓
、

玉
の
簾
あ
り
云
々
。」
と
あ
り
、
『蛤
の
草
紙
」
に
は

「雲
に
奪
え
て
門
あ
り
。
見
れ
ば
霧

踏
の
礎
に
、
水
品
の
珠
を
柱
と
し
、
瑠
璃
の
る
き
云
々
」
な
ど
と
、
諸
作
品
に
類
似
の
表

現
を
見
い
だ
す
。

付
記
―
『咸
陽
官
」
絵
巻
諸
本
の
調
査
は
、
懐
徳
堂
研
究
助
成
金
の
補
助
に
よ
る
成
果
の

一
部
で

あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
本
学
助
教
授
―


