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は
じ
め
に

室
町
時
代
は
、
日
本
の
歴
史
上
で
非
常
に
注
目
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
室
町
時
代
の
期
間
は
、
広
義
で
は

足
利
尊
氏
が
室
町
幕
府
を
開
い
た
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
か
ら
、
織
田
信
長
が
足
利
義
昭
を
京
都
か
ら
追
放

し
た
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）
の
期
間
を
指
す
。
以
降
は
、
織
豊
時
代
（
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
の
時
代
）
に
な

ろ
う
。

狭
義
の
定
義
で
は
、
室
町
幕
府
の
開
幕
か
ら
南
北
朝
が
合
一
し
た
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
を
南
北
朝
時
代

と
し
、
そ
れ
以
降
か
ら
応
仁
・
文
明
の
乱
が
は
じ
ま
る
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
ま
で
を
室
町
時
代
と
す
る
。

終
期
に
つ
い
て
は
、
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
の
明
応
の
政
変
に
す
る
な
ど
の
説
が
あ
る
。
以
降
、
信
長
が
義

昭
を
追
放
す
る
ま
で
が
戦
国
時
代
に
な
る
。

本
書
の
各
論
稿
は
狭
義
の
意
味
で
の
室
町
時
代
（
一
三
九
二
〜
一
四
九
三
）
を
対
象
と
し
、
各
章
に
お
け
る

行
論
の
都
合
上
、
そ
の
前
後
の
時
代
も
含
め
た
。

三
代
将
軍
の
足
利
義
満
の
時
代
、
室
町
幕
府
は
黄
金
時
代
を
迎
え
た
。
四
代
将
軍
の
義よ

し

持も
ち

も
父
の
あ
と
を

受
け
継
ぎ
、
幕
府
を
安
定
し
て
運
営
し
た
。
し
か
し
、
五
代
将
軍
だ
っ
た
子
の
義よ

し

量か
ず

が
早
逝
し
、
義
持
の
弟
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の
義よ

し

教の
り

が
六
代
将
軍
に
就
任
す
る
と
、
政
局
は
混
迷
の
度
合
い
を
深
め
た
。
義
教
は
将
軍
専
制
を
志
向
し
、

管
領
権
力
を
抑
止
す
る
と
、
有
力
守
護
の
家
督
に
介
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幕
政
に
混
乱
を
も
た
ら
し
た

義
教
は
、
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
に
赤
松
満み

つ

祐す
け

に
討
た
れ
た
（
嘉
吉
の
乱
）。
室
町
時
代
と
は
、
室
町
幕
府

が
最
盛
期
を
迎
え
る
と
同
時
に
、
衰
退
し
は
じ
め
た
時
代
で
も
あ
る
。

関
東
で
は
、
応
永
二
十
三
年
（
一
四
一
六
）
の
上
杉
禅ぜ

ん

秀し
ゅ
うの

乱
（
上
杉
禅
秀
に
よ
る
鎌
倉
公
方
・
足
利
持も

ち

氏う
じ

へ

の
反
乱
）、
永
享
十
年
（
一
四
三
八
）
の
永
享
の
乱
（
持
氏
に
よ
る
室
町
幕
府
へ
の
反
乱
）、
関
東
一
円
が
争
乱
状

態
に
な
っ
た
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
の
享
徳
の
乱
が
相
次
い
で
勃
発
し
た
。
室
町
時
代
は
中
央
政
局
だ
け
で

は
な
く
、
関
東
の
政
局
も
混
迷
の
度
合
い
を
深
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
応
仁
・
文
明
の
乱
が
勃
発
す
る
と
、
全
国
各
地
で
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
戦

国
時
代
に
突
入
し
た
。
戦
国
時
代
が
は
じ
ま
り
を
告
げ
る
前
、
七
代
将
軍
の
義
勝
が
早
逝
し
、
八
代
将
軍
の

義
政
が
政
治
に
携
わ
っ
た
が
、
ま
だ
若
年
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
政
権
運
営
が
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。
戦
国

時
代
は
、
室
町
時
代
の
政
治
的
、
社
会
的
な
諸
矛
盾
が
爆
発
し
た
時
代
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

史
料
集
の
相
次
ぐ
刊
行
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
室
町
時
代
に
関
す
る
論
文
が
多
数
公
表
さ
れ
た
。
一

連
の
精
緻
な
研
究
に
よ
り
、
室
町
幕
府
や
鎌
倉
府
の
機
構
、
将
軍
権
力
、
守
護
の
役
割
、
天
皇
や
公
家
、
室

町
期
荘
園
な
ど
、
次
々
と
注
目
す
べ
き
新
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
は
政
治
史
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、

経
済
や
社
会
な
ど
に
至
る
ま
で
、
幅
広
い
分
野
に
及
ん
だ
。
本
書
は
そ
う
し
た
最
新
の
研
究
に
基
づ
き
、
一

4



線
で
活
躍
す
る
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
で
執
筆
し
た
論
稿
を
収
録
し
た
。

先
述
し
た
嘉
吉
の
乱
な
ど
の
合
戦
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
論
著
が
あ
る
の
で
出
来
る
だ
け
避
け
、

そ
れ
以
外
の
テ
ー
マ
を
収
録
し
た
。
た
と
え
ば
、﹁
守
護
﹂、﹁
室
町
幕
府
の
家
格
﹂、﹁
室
町
期
荘
園
﹂
と
い
っ

た
問
題
は
、
あ
る
意
味
で
抽
象
的
か
つ
難
解
か
も
し
れ
な
い
が
、
室
町
時
代
の
本
質
に
関
わ
る
重
要
な
テ
ー

マ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
テ
ー
マ
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

本
書
は
最
初
か
ら
通
し
て
読
ん
で
い
た
だ
い
て
も
結
構
だ
が
、
各
章
が
独
立
し
て
い
る
の
で
、
ご
興
味
の

あ
る
章
か
ら
読
ん
で
い
た
だ
い
て
も
構
わ
な
い
。
本
書
を
通
し
て
、
室
町
時
代
へ
の
認
識
を
深
め
て
い
た
だ

け
る
と
幸
い
で
あ
る
。
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初
期
足
利
政
権
の
軍
事
的
特
質

初
期
足
利
政
権
の
軍
事
体
制
に
つ
い
て
、
軍ぐ

ん

忠ち
ゅ
う

状じ
ょ
う、

着ち
ゃ
く

到と
う

状じ
ょ
う、

軍ぐ
ん

勢ぜ
い

催さ
い

促そ
く

状じ
ょ
う、

挙き
ょ

状じ
ょ
う、

感か
ん

状じ
ょ
うな

ど
の
軍

事
関
係
文
書
の
機
能
を
再
検
討
し
て
そ
の
発
給
状
況
を
分
析
し
た
結
果
を
も
と
に
、
恩
賞
給
付
に
至
る
戦
功

認
定
手
続
き
と
守
護
・
大
将
の
権
限
を
考
察
し
て
、
足
利
一
門
守
護
を
中
心
と
し
た
幕
府
の
軍
事
体
制
の
特

質
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

近
年
、
南
北
朝
初
期
の
軍
事
関
係
文
書
の
機
能
の
再
検
討
と
発
給
状
況
に
関
す
る
諸
研
究
の
積
み
重
ね
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
初
期
足
利
政
権
の
軍
事
体
制
に
関
し
て
、
軍
事
関
係
文
書
の
再
検
討
と
網
羅

的
な
数
量
的
分
析
と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
先
行
研
究
の
手
法
そ
の
も
の
を
批
判
し
、
南
北
朝
動
乱
期
に

制
度
な
ど
と
よ
べ
る
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
と
す
る
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
若
干
の
反
論
を
行
い

た
い
。

当
該
期
の
一
連
の
恩
賞
給
付
に
至
る
軍
事
関
係
文
書
の
機
能
的
再
検
討
と
発
給
状
況
を
考
察
す
る
と
、
初

期
足
利
政
権
の
軍
事
体
制
の
特
質
と
し
て
、
一
括
申
請
型
軍
忠
状
へ
の
証
判
、
軍
勢
催
促
状
、
推
挙
状
、
感

状
な
ど
の
軍
事
関
係
文
書
の
発
受
が
、
足
利
一
門
出
身
守
護
・
大
将
に
集
中
し
て
い
る
明
白
な
事
実
か
ら
、

外
様
出
身
守
護
に
対
す
る
足
利
一
門
守
護
の
軍
事
指
揮
権
の
優
越
性
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
点
は
重
要
で
、

従
来
認
識
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
将
軍
の
下
で
の
均
等
な
守
護
権
限
と
は
異
な
る
足
利
一
門
を
核
と
し
た
体
制

で
、
初
期
足
利
政
権
が
南
北
朝
動
乱
初
期
の
軍
事
的
優
勢
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
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が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
堀
川
康
史
、
呉
座
勇
一
、
永
山
愛
か
ら
例
外
的
史
料
を
根
拠
と
し
て
、
南
北
朝
の
混
乱

期
に
は
制
度
と
よ
べ
る
よ
う
な
軍
事
制
度
な
ど
は
な
か
っ
た
、
ま
た
足
利
一
門
大
将
を
外
様
守
護
に
対
す
る

軍
事
指
揮
権
の
優
越
性
を
示
す
軍
事
関
係
文
書
の
機
能
的
再
検
討
に
つ
い
て
も
、
受
給
者
主
体
の
視
点
が
欠

け
て
い
る
と
し
て
や
は
り
例
外
的
事
例
を
挙
げ
て
全
体
像
を
否
定
し
て
そ
の
再
構
築
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。

初
期
室
町
幕
府
に
は
、
軍
事
制
度
な
ど
全
く
な
か
っ
た
の
か
？

初
期
足
利
政
権
の
軍
事
体
制
の
特
質
に
関
す
る
研
究
蓄
積
に
対
す
る
批
判
は
、
堀
川
﹁
北
陸
道
﹁
両
大
将
﹂

と
守
護
・
国
人
﹂（﹃
歴
史
学
研
究
﹄
九
一
四
号
、
二
〇
一
四
年
）
か
ら
始
ま
り
、
さ
ら
に
こ
れ
を
受
け
て
呉
座
も
﹁
初
期
室
町
幕

府
に
は
、
確
固
た
る
軍
事
制
度

0

0

0

0

0

0

0

0

が
あ
っ
た
か
？
﹂（﹃
初
期
室
町
幕
府
研
究
の
最
前
線
﹄
洋
泉
社
歴
史
新
書
ｙ
、
二
〇
一
八
年
）
で
同
様
の
批
判

を
行
っ
た
。

堀
川
の
従
来
説
、
特
に
拙
論
へ
の
批
判
は
、
以
下
に
引
用
す
る
よ
う
に
大
き
く
二
つ
の
論
点
か
ら
な
る
。

①
﹁
あ
る
文
書
の
発
給
・
機
能
を
た
だ
ち
に
発
給
者
側
＝
室
町
幕
府
の
政
策
意
図
と
関
連
付
け
て
し
ま
う

と
こ
ろ
に
あ
る
。
あ
る
文
書
の
発
給
・
機
能
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
受
給
者
側
の
主
体
性
や
、
文
書
が

発
給
さ
れ
た
と
き
の
情
勢
と
い
っ
た
こ
と
に
も
十
分
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
残
存
文
書
の
数

量
的
傾
向
は
直
截
に
実
態
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
。
室
町
幕
府
の
政
策
的
意
図
を
強
調
し
、
確
固
た
る
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制
度
・
政
策
を
通
じ
て
守
護
・
国
人
の
把
握
・
統
制
を
試
み
た
室
町
幕
府
像
を
描
く
こ
と
は
、
初
期
室
町
幕

府
権
力
を
実
態
以
上
に
強
力
な
も
の
と
し
て
見
誤
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

②
二
重
証
判
や
国
大
将
の
文
書
発
給
は
、
従
来
、
足
利
一
門
に
よ
る
外
様
守
護
支
配
下
国
人
へ
の
関
与
を

目
的
と
し
た
室
町
幕
府
の
制
度
・
政
策
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
越
前
合
戦
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ

か
の
事
例
を
見
る
限
り
、
こ
の
理
解
は
結
果
か
ら
目
的
を
遡
及
し
た
結
果
論
で
あ
り
、
実
態
を
反
映
し
た
も

の
で
は
な
い
（
中
略
）。
そ
の
史
料
的
批
判
の
方
法
を
鍛
え
直
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
考
え
る
﹂
と
従
来

の
研
究
手
法
を
批
判
し
て
い
る
。

堀
川
の
主
張
は
、
例
外
的
事
例
や
批
判
の
結
論
を
導
く
た
め
に
疑
義
の
あ
る
史
料
を
用
い
て
、
①
受
給
者

の
主
体
性
が
従
来
研
究
の
視
点
に
な
い
と
し
て
、
当
該
期
軍
事
関
係
文
書
の
再
構
築
を
提
起
し
、
②
足
利
一

門
守
護
の
外
様
守
護
に
対
す
る
軍
事
指
揮
権
の
優
越
性
の
例
と
し
て
示
し
た
一
括
申
請
型
軍
忠
状
の
二
重
証

判
制
度
に
つ
い
て
例
外
事
例
を
も
と
に
全
否
定
し
た
上
で
、
足
利
一
門
の
軍
事
指
揮
権
の
優
越
性
と
い
う
構

造
を
文
書
の
発
給
状
況
を
無
視
し
て
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
堀
川
が
従
来
説
否
定
の
根
拠
と
し
て
い

る
諸
点
に
つ
い
て
そ
の
誤
り
を
正
し
た
い
。

「
受
給
者
側
の
主
体
性
」
の
問
題

ま
ず
①
﹁
受
給
者
側
の
主
体
性
﹂
が
従
来
の
当
該
研
究
に
欠
落
し
た
視
点
で
あ
る
と
の
問
題
提
起
で
あ
る
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が
、
着
到
状
も
軍
忠
状
も
複
合
文
書
と
し
て
、
申
請
者
側
の
武
士
か
ら
受
理
し
た
上
部
権
力
が
証
判
、
記
録

し
て
返
却
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
来
蒙
古
襲
来
を
契
機
に
申
請
者
側
と
上
部
権
力
と
の
相
互

の
や
り
取
り
と
働
き
か
け
で
戦
功
認
定
手
続
き
の
制
度
が
成
立
し
て
き
た
と
い
う
基
本
的
な
理
解
が
欠
け
て

い
る
。
堀
川
は
、
制
度
が
上
部
権
力
か
ら
制
定
さ
れ
る
一
方
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
誤
っ
た
認
識
で
批
判

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

武
士
の
戦
功
認
定
は
、
鎌
倉
期
に
は
本
人
の
口
頭
申
請
が
原
則
で
、
証
人
と
負
傷
者
や
取
得
し
た
敵
首
の

確
認
と
で
成
り
立
っ
て
い
た
の
だ
が
、
蒙
古
襲
来
を
契
機
に
し
て
、
文
書
に
よ
る
申
請
手
続
き
が
取
り
入
れ

ら
れ
、
見げ

ん

知ち
の

証し
ょ
う

人に
ん

の
請
文
な
ど
の
戦
功
認
定
過
程
の
支
証
文
書
の
手
続
き
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

既
に
成
立
し
て
い
た
着
到
状
の
同
文
二
通
の
提
出
と
着
到
帳
へ
の
記
載
な
ど
の
手
続
き
が
拡
大
し
て
い
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
当
初
、
軍
忠
申
請
者
や
見
知
証
人
も
本
人
の
守
護
所
へ
の
出
頭
と
口
頭
審
問
を

行
っ
て
い
た
が
、
文
書
の
や
り
取
り
に
変
化
し
て
い
っ
た
過
程
は
、
申
請
者
側
の
働
き
か
け
に
よ
る
も
の
が

大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

筑
後
川
合
戦
後
に
提
出
さ
れ
た
起き

請し
ょ
う

文も
ん

型
軍
忠
状
を
例
に
挙
げ
る
と
、
合
戦
で
の
見
知
証
人
の
確
保
が
難

し
か
っ
た
実
情
か
ら
、
軍
忠
申
請
者
自
身
が
末
尾
に
起
請
文
言
を
記
載
し
て
提
出
し
て
い
る
形
式
の
軍
忠
状

が
確
認
さ
れ
る
。
戦
功
認
定
手
続
き
の
変
更
が
告
知
さ
れ
た
分ぶ

ん

捕ど
り

切き
り

捨す
て

法ほ
う

で
も
、
見
知
証
人
の
確
保
は
前
提

と
さ
れ
て
お
り
、
軍
忠
申
請
者
自
身
の
起
請
文
言
が
ど
の
程
度
大
将
側
に
認
め
ら
れ
た
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
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そ
の
後
他
の
合
戦
で
わ
ず
か
に
確
認
さ
れ
る
が
一
般
化
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

南
北
朝
期
に
数
多
く
作
成
さ
れ
た
軍
忠
状
の
中
で
も
特
異
な
形
式
の
こ
の
起
請
文
型
軍
忠
状
は
、
戦
功
認

定
者
側
の
少し

ょ
う

弐に

頼よ
り

尚ひ
さ

側
が
示
し
た
ひ
な
形
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
見
知
証
人
の
確
保
が

困
難
だ
っ
た
状
況
を
踏
ま
え
て
少
弐
側
軍
勢
と
し
て
従
軍
し
た
武
士
た
ち
の
要
請
を
反
映
し
た
書
式
で
あ
っ

た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
複
合
文
書
で
あ
る
着
到
状
や
軍
忠
状
は
、
申
請
者
側
と
認
定
者
側
の
相
互

の
交
渉
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
着
到
状
と
着
到
帳
、
即
時
型
軍
忠
状
と
疵き

ず

実じ
っ

検け
ん

帳ち
ょ
う、

分
捕
実
検
帳
と
の
相
互
確
認
制
度
、
一
括
申
請
型
軍
忠
状
と
守
護
の
軍
忠
挙
状
な
ど
の
恩
賞
給
付
に
至
る
段

階
的
な
手
続
き
と
制
度
は
、
幕
府
と
守
護
、
そ
し
て
武
士
た
ち
の
相
互
の
要
請
や
利
便
性
を
反
映
し
て
整
え

ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

戦
功
認
定
の
制
度
は
、
複
合
文
書
で
あ
る
軍
忠
状
の
制
度
的
成
立
か
ら
し
て
、
受
給
者
側
の
意
思
を
反
映

し
て
成
立
し
た
も
の
で
、
受
給
者
の
主
体
的
意
図
を
無
視
し
て
い
る
と
の
批
判
は
複
合
文
書
の
本
質
を
理
解

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
の
認
識
の
誤
り
で
あ
る
。

「
二
重
証
判
制
」
の
問
題

②
二
重
証
判
制
に
関
す
る
批
判
に
つ
い
て
、
堀
川
が
指
摘
す
る
例
外
事
例
は
、
越
前
合
戦
に
関
す
る
得と

く

江え

九く

郎ろ
う

頼よ
り

員か
ず

の
暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
十
一
月
付
軍
忠
状
三
通
が
、
吉よ

し

見み

頼よ
り

隆た
か

、
斯し

波ば

高た
か

経つ
ね

、
高こ

う

上こ
う
ず
け
の野

介す
け

の
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論
点
13
　
室
町
時
代
の
天
皇
は
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
か

秦野裕介（はたの・ゆうすけ）
一九六六年京都府生まれ。立命館大学大学院博士課程後期課程単位取得
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主要業績：『神風頼み』（柏書房、二〇二二年）、『乱世の天皇　観応の擾乱か
ら応仁の乱まで』（東京堂出版、二〇二〇年）など。



後
小
松
院
の
諒
闇
を
め
ぐ
る
議
論

永
享
五
年
（
一
四
三
三
）
十
月
二
十
日
、
後
小
松
法
皇
（
以
下
後
小
松
院
）
が
死
去
し
た
。
天
皇
経
験
者
で

あ
る
院
の
死
没
に
伴
い
、
現
天
皇
で
あ
る
後
花
園
天
皇
の
諒り

ょ
う

闇あ
ん

（
服
喪
）
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
。
二
十

三
日
、
室
町
幕
府
の
将
軍
足
利
義
教
は
醍
醐
寺
三
宝
院
満
済
を
呼
び
出
し
、
諒
闇
の
こ
と
に
つ
い
て
諮
問
し

た
（
以
下
﹃
満
済
准
后
日
記
﹄）。

義
教
の
手
元
に
は
後
小
松
院
の
勅
書
が
あ
り
、
そ
こ
に
後
小
松
院
の
遺
詔
が
書
か
れ
て
い
た
。
内
容
は
﹁
後

光
厳
御
一
流
﹂（
以
下
、
後
光
厳
皇
統
）
が
断
絶
し
な
い
よ
う
に
計
ら
っ
て
ほ
し
い
、
そ
の
た
め
諒
闇
を
行
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
自
身
の
追
号
は
小
松
院
と
す
る
こ
と
の
二
点
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
実
際

の
後
小
松
院
の
遺
詔
は
三
ヶ
条
あ
り
、
後
花
園
天
皇
の
実
父
で
あ
る
伏
見
宮
貞さ

だ

成ふ
さ

親
王
に
太
上
天
皇
号
を
名

乗
ら
せ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
こ
と
が
万
里
小
路
時
房
の
日
記
﹃
建
内
記
﹄
に
記
さ
れ
て

い
る
。

義
教
の
考
え
は
、
後
光
厳
皇
統
は
本
来
皇
統
を
継
い
で
い
く
べ
き
存
在
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
皇
子
が
生

ま
れ
ず
に
伏
見
宮
か
ら
猶
子
と
し
て
皇
位
を
継
承
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
、
諒
闇
を
行
う
こ
と
は
後
花
園
天
皇

の
た
め
に
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
諒
闇
を
行
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
義
教
は
後
小
松
院
と

後
花
園
天
皇
の
関
係
は
実
の
親
子
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
、
そ
の
継
承
関
係
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
だ
。
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そ
れ
に
対
し
満
済
は
猶
子
関
係
で
あ
る
こ
と
、
後
小
松
院
の
遺
詔
の
重
さ
を
挙
げ
、
諒
闇
を
行
う
べ
き
と

主
張
し
て
い
る
。
満
済
は
そ
の
理
由
と
し
て
観
応
年
中
に
光
厳
院
・
光
明
院
・
崇
光
院
の
三
人
が
南
朝
に
拉

致
さ
れ
、
子
孫
に
皇
位
を
継
承
さ
せ
な
い
と
い
う
起
請
文
を
出
し
た
た
め
、
幕
府
が
後
光
厳
院
を
担
ぎ
出
し

て
皇
位
を
継
承
さ
せ
て
以
降
、
朝
廷
と
幕
府
の
特
別
な
関
係
が
結
ば
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
後
一

条
兼
良
と
二
条
持
基
の
意
見
を
聞
い
た
上
で
最
終
的
に
鬮く

じ

引び

き
が
行
わ
れ
、
諒
闇
を
行
う
こ
と
が
決
定
し
た
。

こ
こ
で
の
義
教
と
満
済
の
議
論
は
ま
さ
に
室
町
時
代
の
皇
位
の
継
承
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
、
を

示
し
て
い
る
。

我
々
は
室
町
時
代
の
初
期
に
は
南
北
朝
と
い
う
二
つ
の
天
皇
家
が
分
裂
し
、
戦
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て

い
る
。
そ
の
一
方
の
北
朝
内
部
で
は
天
皇
家
が
さ
ら
に
分
裂
す
る
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
本
章

で
は
室
町
時
代
の
北
朝
天
皇
家
の
分
裂
未
遂
と
そ
の
亀
裂
が
ど
の
よ
う
に
修
復
さ
れ
た
の
か
を
見
て
い
き

た
い
。

な
お
本
章
で
は
皇
位
を
継
承
す
る
家
全
体
を
﹁
天
皇
家
﹂、
そ
れ
が
分
裂
し
た
場
合
は
分
裂
の
最
初
の
天
皇

名
を
冠
し
た
﹁
皇
統
﹂、
と
呼
ぶ
。

皇
統
の
分
裂
と
「
正
統
」
概
念

南
北
朝
時
代
の
最
大
の
特
徴
は
天
皇
家
が
二
つ
に
分
裂
し
、
二
人
の
天
皇
が
両
立
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
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こ
の
萌
芽
は
鎌
倉
時
代
半
ば
の
持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
の
分
裂
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
皇
位
継
承
を
表
す
言

葉
に
﹁
正
統
﹂
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
﹁
し
ょ
う
と
う
﹂
と
訓
み
、
こ
の
時
代
に
よ
く
見
ら
れ
る
言
葉
で
あ

る
（
以
下
﹁
正
統
﹂
と
表
記
し
た
場
合
は
﹁
し
ょ
う
と
う
﹂
と
訓
み
、
こ
の
時
代
の
皇
位
継
承
原
理
を
示
す
言
葉
を

示
す
）。
そ
し
て
管
見
の
限
り
、
こ
の
﹁
正
統
﹂
を
書
名
に
入
れ
た
書
物
は
、
こ
の
時
代
に
は
二
つ
あ
る
。
一

つ
は
南
朝
の
重
臣
北
畠
親
房
の
﹃
神じ

ん

皇の
う

正し
ょ
う

統と
う

記き

﹄
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
北
朝
の
皇
族
で
後
花
園
天
皇
の
実

父
で
あ
っ
た
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
﹃
正し

ょ
う

統と
う

廃は
い

興こ
う

記き

﹄
で
あ
る
。﹃
正
統
廃
興
記
﹄
に
つ
い
て
は
す
ぐ
に
﹃
椿ち

ん

葉よ
う

記き

﹄
と
名
前
が
変
え
ら
れ
て
い
る
。

天
皇
に
関
し
て
﹁
正
統
﹂
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
時
、
そ
こ
に
は
﹁
正
統
の
天
皇
﹂
と
﹁
正
統
で
は
な

い
天
皇
﹂
が
存
在
す
る
と
い
う
含
意
が
あ
る
。
つ
ま
り
天
皇
に
関
し
て
﹁
正
統
﹂
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る

時
、
天
皇
家
が
分
裂
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
事
実
﹃
神
皇
正
統
記
﹄
に
は
持
明
院
統

と
大
覚
寺
統
と
い
う
皇
統
の
対
立
が
、
そ
し
て
﹃
正
統
廃
興
記
﹄（﹃
椿
葉
記
﹄）
に
は
持
明
院
統
内
部
に
お
け
る
崇

光
皇
統
と
後
光
厳
皇
統
の
対
立
が
そ
れ
ぞ
れ
背
景
と
し
て
存
在
し
た
。
皇
統
の
分
裂
は
い
ず
れ
の
皇
統
が
﹁
正

統
﹂
な
の
か
、
と
い
う
議
論
を
呼
び
起
こ
し
、
決
着
が
つ
い
た
段
階
で
﹁
正
統
﹂
と
﹁
正
統
で
は
な
い
﹂
皇

統
が
出
来
上
が
り
、﹁
正
統
で
な
い
﹂
皇
統
は
皇
統
か
ら
外
れ
、
や
が
て
消
え
て
い
く
運
命
に
あ
る
。

で
は
﹁
正
統
﹂
と
は
何
か
。
一
言
で
言
え
ば
﹁
現
在
の
天
皇
に
つ
な
が
る
皇
統
﹂
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
神

武
天
皇
ま
で
一
直
線
に
つ
な
が
る
父
子
の
つ
な
が
り
が
﹁
正
統
﹂
で
あ
り
、
そ
れ
が
太
い
幹
の
よ
う
に
連
な
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っ
て
い
る
。

﹁
正
統
﹂
の
概
念
に
つ
い
て
河
内
祥
輔
氏
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
（
河
内
：
二
〇
〇
三
）。

①
全
て
の
天
皇
が
一
筋
に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、︿
幹
﹀
＝
﹁
正
統
﹂
の
天
皇
と
︿
枝
葉
﹀
＝

﹁
正
統
で
は
な
い
﹂
天
皇
に
分
か
れ
、︿
幹
﹀
は
連
続
し
、︿
枝
葉
﹀
は
断
絶
す
る
。

②
︿
幹
﹀
を
作
る
の
は
血
統
で
あ
り
、
皇
位
で
は
な
い
。

③
︿
幹
﹀
と
︿
枝
葉
﹀
で
は
価
値
が
異
な
る
。

④
︿
幹
﹀
を
作
る
の
は
男
性
の
み
、
つ
ま
り
﹁
正
統
﹂
は
男
系
主
義
を
特
徴
と
す
る
。
女
性
天
皇
は
い
ず

れ
も
︿
枝
葉
﹀
に
位
置
す
る
。

①
に
つ
い
て
は
、
村
上
天
皇
の
第
一
皇
子
の
冷
泉
天
皇
が
皇
位
を
継
承
し
た
も
の
の
、
や
が
て
弟
の
円
融

天
皇
が
後
を
継
ぎ
、
そ
の
後
冷
泉
皇
子
の
花
山
天
皇
・
円
融
皇
子
の
一
条
天
皇
・
冷
泉
皇
子
の
三
条
天
皇
と

続
く
が
、
結
果
的
に
は
円
融
の
子
孫
が
皇
位
を
継
承
し
、
冷
泉
の
子
孫
は
天
皇
家
と
し
て
は
断
絶
し
た
（
花

山
の
子
孫
は
白
川
伯
王
家
と
し
て
残
っ
て
い
る
）。
こ
の
場
合
、
村
上
・
円
融
・
一
条
が
﹁
正
統
﹂
の
天
皇
で
あ

り
、
冷
泉
・
花
山
・
三
条
は
﹁
正
統
で
は
な
い
﹂
天
皇
と
な
る
。
ち
な
み
に
﹁
正
統
﹂
の
天
皇
に
は
代
数
と

世
数
が
つ
く
が
、﹁
正
統
で
は
な
い
﹂
天
皇
に
は
代
数
の
み
が
つ
く
。
こ
れ
は
例
え
ば
冷
泉
と
円
融
は
同
じ
世
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代
に
属
す
る
が
、
同
一
世
代
の
中
で
﹁
正
統
﹂
と
な
る
の
は
一
人
だ
け
で
あ
る
か
ら
だ
。
冷
泉
は
六
十
三
代

天
皇
、
円
融
は
六
十
四
代
・
三
十
五
世
天
皇
で
あ
る
。
こ
の
﹁
世
﹂
は
﹁
正
統
﹂
の
重
要
な
概
念
の
一
つ
で

あ
る
。

②
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
継
体
天
皇
は
応
神
天
皇
の
五
代
の
孫
で
あ
り
、
皇
位
か
ら
離
れ
て
い
た
が
、﹁
正

統
﹂
の
天
皇
で
あ
り
、
仁
徳
・
履
中
・
反
正
・
允
恭
・
安
康
・
雄
略
・
清
寧
・
顯
宗
・
仁
賢
・
武
烈
は
皇
位

が
連
続
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
正
統
﹂
の
天
皇
で
は
な
い
。
同
様
に
天
智
天
皇
皇
子
の
志
貴
皇
子
の
子
で

あ
る
光
仁
天
皇
は
﹁
正
統
﹂
の
天
皇
で
あ
る
。

さ
ら
に
③
に
関
連
す
る
が
、
な
ぜ
﹁
正
統
﹂
の
天
皇
は
続
く
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
は
続
い
た
天
皇
を
﹁
正

統
﹂
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
因
果
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
﹁
正
統
﹂
の
天
皇
だ
か
ら
続
い
た
、
と
考
え
る
。

そ
し
て
﹁
正
統
﹂
の
天
皇
が
続
く
理
由
は
当
然
な
が
ら
血
筋
の
高
貴
さ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
天
皇
家
に
生

ま
れ
た
以
上
、
血
筋
の
高
貴
さ
に
関
し
て
は
大
き
な
差
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
天
皇
の
個
人
的
資
質
で
あ
る
。

優
れ
た
天
皇
は
﹁
正
統
﹂
と
な
り
、
劣
っ
た
天
皇
は
そ
の
子
孫
が
皇
位
を
継
承
で
き
ず
﹁
正
統
で
は
な
い
﹂

天
皇
と
な
る
の
で
あ
る
。﹃
神
皇
正
統
記
﹄
で
は
﹁
積し

ゃ
く

善ぜ
ん

の
余よ

慶き
ょ
う﹂

と
﹁
積し

ゃ
く

不ふ

善ぜ
ん

の
余よ

殃お
う

﹂
と
い
う
言
葉
で

表
現
さ
れ
る
。
善
い
事
を
積
み
重
ね
た
結
果
、
皇
位
は
続
き
、
善
く
な
い
事
を
積
み
重
ね
た
結
果
皇
位
は
失

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
る
と
﹁
正
統
﹂
と
い
う
概
念
は
一
種
の
革
命
思
想
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
そ
の
革
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命
は
種
姓
を
超
え
る
こ
と
は
な
く
、
同
一
の
種
姓
内
で
起
こ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
﹁
正
統
で
は
な
い
﹂
天

皇
は
ダ
メ
な
天
皇
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
何
が
何
で
も
﹁
正
統
﹂
の
天
皇
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

南
北
朝
の
分
裂

﹁
正
統
﹂
と
い
う
概
念
が
登
場
し
て
く
る
背
景
に
は
、
皇
統
の
分
裂
が
あ
る
。
ま
ず
は
持
明
院
統
と
大
覚
寺

統
の
分
裂
で
あ
る
。
こ
れ
は
承
久
の
乱
と
そ
の
後
の
政
治
動
向
に
翻
弄
さ
れ
た
末
に
皇
位
に
登
っ
た
後
嵯
峨

天
皇
が
自
ら
の
後
継
者
問
題
を
鎌
倉
幕
府
に
丸
投
げ
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
後
嵯
峨
は
当
初
後
深
草
天

皇
に
皇
位
を
譲
る
も
亀
山
天
皇
と
そ
の
皇
子
の
後
宇
多
天
皇
と
い
う
道
筋
を
自
ら
作
り
出
す
。
そ
の
上
で
鎌

倉
幕
府
に
そ
の
後
の
行
方
を
丸
投
げ
し
た
の
で
あ
る
。
困
惑
し
た
鎌
倉
幕
府
は
亀
山
―
後
宇
多
と
い
う
流
れ

を
容
認
す
る
が
、
後
深
草
の
不
満
に
同
情
し
た
得
宗
北
条
時
宗
が
後
宇
多
の
次
の
天
皇
に
後
深
草
の
皇
子
で

あ
る
伏
見
天
皇
を
推
し
、
後
深
草
の
子
孫
の
後
深
草
皇
統
（
以
下
持
明
院
統
）
と
亀
山
の
子
孫
の
亀
山
皇
統

（
以
下
大
覚
寺
統
）
が
並
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

当
初
は
持
明
院
統
が
有
利
で
あ
っ
た
が
、
大
覚
寺
統
が
巻
き
返
し
、
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
に
持
明
院
統

の
花
園
天
皇
を
退
位
さ
せ
、
後
宇
多
天
皇
の
皇
子
の
後
醍
醐
天
皇
を
皇
位
に
つ
け
た
上
で
皇
太
子
を
後
醍
醐

の
兄
の
後
二
条
皇
子
の
邦
良
親
王
に
定
め
て
天
皇
と
皇
太
子
を
大
覚
寺
統
で
統
一
す
る
に
至
り
、
大
覚
寺
統
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が
﹁
正
統
﹂
に
定
ま
っ
た
か
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
邦
良
親
王
死
後
、
新
た
な
皇
太
子
に
持
明
院
統
の
量
仁

親
王
が
擁
立
さ
れ
る
に
至
り
、
後
醍
醐
は
討
幕
に
よ
る
強
引
な
皇
統
の
統
一
と
自
ら
の
﹁
正
統
﹂
化
を
進
め

る
。
そ
れ
は
後
醍
醐
の
退
位
と
光
厳
天
皇
の
即
位
、
後
醍
醐
に
よ
る
討
幕
と
光
厳
の
廃
位
、
後
醍
醐
皇
子
の

恒
良
親
王
の
立
太
子
と
い
う
形
で
後
醍
醐
が
﹁
正
統
﹂
の
天
皇
の
地
位
を
確
保
し
た
か
に
見
え
た
。

し
か
し
強
引
な
﹁
正
統
﹂
奪
取
は
さ
ま
ざ
ま
な
反
発
を
呼
び
、
持
明
院
統
の
反
撃
に
よ
る
後
醍
醐
暗
殺
未

遂
と
連
動
し
た
中
先
代
の
乱
、
そ
し
て
足
利
尊
氏
の
挙
兵
と
光
厳
上
皇
の
擁
立
に
よ
る
南
北
朝
の
内
乱
が
幕

を
開
け
る
こ
と
と
な
る
。

尊
氏
は
京
都
を
制
圧
す
る
と
光
厳
の
弟
の
光
明
天
皇
を
即
位
さ
せ
、
光
厳
に
よ
る
院
政
と
い
う
形
で
朝
廷

を
再
建
し
た
。
後
醍
醐
は
一
旦
は
尊
氏
に
屈
し
、
そ
れ
を
受
け
て
後
醍
醐
皇
子
の
成
良
親
王
が
光
明
天
皇
の

皇
太
子
と
な
っ
た
。
し
か
し
後
醍
醐
は
そ
れ
に
飽
き
足
ら
ず
成
良
を
見
捨
て
て
吉
野
に
奔
り
、
南
朝
を
建
て

た
。
そ
の
結
果
南
北
朝
の
内
乱
が
始
ま
っ
た
。

天
皇
家
の
分
裂
が
回
避
さ
れ
な
い
限
り
は
﹁
正
統
﹂
の
天
皇
が
定
ま
ら
な
い
の
で
あ
り
、
南
北
朝
の
内
乱

は
﹁
正
統
﹂
の
天
皇
が
誰
な
の
か
を
決
定
す
る
戦
い
と
し
て
長
期
化
、
広
域
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

持
明
院
統
の
分
裂

南
朝
は
そ
の
後
勢
力
を
失
墜
さ
せ
な
が
ら
後
村
上
・
長
慶
・
後
亀
山
と
続
い
て
い
く
。
圧
倒
的
に
劣
勢
な
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