
村
田
正
志
著

証
誰
椿
葉
記

　
京
都
御
所
の
な
か
に
設
け
ら
れ
て
い
る
東
肉
御
文

羅
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
皇
室
関
係
の
文
書
記
録
は
、

震
翰
以
下
そ
の
数
は
莫
大
で
あ
る
が
、
中
心
は
、
正

親
町
天
皇
以
後
の
近
世
の
も
の
で
あ
っ
て
、
平
安
・

鎌
倉
・
室
町
時
代
の
文
書
記
録
は
、
数
も
少
い
し
、

現
存
す
る
も
の
で
も
、
は
じ
め
か
ら
皇
室
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
て
、
江
戸
時
代
か
ら
現
代

ま
で
の
闇
に
、
所
膚
が
他
か
ら
皇
室
に
変
っ
た
も
の

が
多
い
。
は
じ
め
か
ら
皇
釜
に
所
蔵
さ
れ
た
上
代
中

批
の
説
録
が
少
い
原
因
は
、
何
か
と
い
5
と
、
第
一

に
ほ
、
近
世
以
前
の
朝
廷
が
、
時
代
に
よ
っ
て
等
等
は

あ
る
が
、
事
爽
上
の
政
治
の
場
所
で
あ
り
、
数
度
の

内
乱
に
閣
係
し
て
戦
災
を
受
け
、
所
蔵
の
記
録
丈
書

を
焼
失
散
侠
さ
せ
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
で
あ
る
こ

と
は
、
誰
し
も
気
づ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
注

意
す
べ
き
こ
と
は
写
皇
室
と
同
じ
環
境
に
お
か
れ
、

行
　
劇
を
共
に
し
た
摂
関
家
の
近
衛
九
条
両
家
が
、
朝

廷
同
様
に
内
乱
の
災
厄
を
何
度
か
受
け
な
が
ら
、
各

々
上
代
以
来
の
家
の
文
譜
記
録
を
現
在
ま
で
伝
え
て

き
た
こ
と
で
あ
る
。
皇
室
と
摂
関
家
で
何
故
に
こ
の

欝

よ
5
な
相
違
が
起
き
た
の
か
と
い
5
疑
問
は
当
然
起

き
る
と
思
う
が
、
そ
の
事
情
を
明
か
に
し
て
く
れ
る

も
の
は
、
鎌
倉
時
代
に
始
っ
て
、
南
北
朝
時
代
に
最

も
顕
著
に
な
っ
た
皇
塞
の
分
裂
で
あ
る
。
周
知
の
よ

う
に
、
鎌
倉
時
代
中
期
の
後
嵯
峨
天
皇
以
後
の
皇
室

は
、
　
後
深
草
天
皇
の
持
明
院
統
と
、
　
亀
山
天
皇
の

大
覚
寺
統
に
分
れ
、
両
統
代
り
代
り
に
即
位
さ
れ
た

外
、
各
々
独
自
の
財
産
を
持
ち
、
　
子
孫
に
伝
え
ら

れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
本
来
一
つ
に
伝
え
ら
れ
る

筈
の
皇
箋
関
係
の
女
書
記
録
は
二
つ
に
分
れ
て
保
存

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
一
方
の
大
覚
寺
統
は
、

後
醍
醐
天
皇
の
時
に
な
っ
て
、
吉
響
に
移
ら
れ
た
た

め
、
そ
の
一
半
は
散
失
し
た
。
持
明
院
統
も
、
光
厳

天
皇
の
あ
と
が
、
崇
光
・
後
光
厳
の
両
統
に
分
れ
、

皇
位
を
子
孫
に
継
承
さ
ぜ
ら
れ
た
の
は
後
光
厳
天
皇

で
あ
る
が
、
即
位
の
際
、
し
る
し
と
し
て
の
神
器
さ

え
受
け
継
が
れ
な
い
と
い
弓
異
例
の
事
情
で
皇
位
を

つ
が
れ
た
だ
け
に
、
歴
代
の
文
書
記
録
を
受
け
継
が

れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鋲
光
天
皇
は
嫡
系

で
あ
り
な
が
ら
、
天
皇
の
あ
と
は
雷
孫
の
後
花
園
天

皇
ま
で
皇
位
を
継
承
せ
ず
、
子
孫
の
三
代
は
不
運
で

あ
っ
た
が
、
持
明
院
統
累
代
の
宝
物
文
書
寵
録
は
受

け
継
が
れ
た
。
旧
伏
見
宮
家
は
こ
の
崇
光
天
皇
の
あ

と
を
継
承
さ
れ
た
最
も
古
い
宮
家
で
あ
り
、
そ
の
所

蔵
詑
録
は
、
即
ち
持
明
院
統
累
代
の
も
の
に
外
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
平
安
・
鎌
倉
・
南
北
朝
・
室
町
時

代
の
稀
珍
の
丈
護
記
録
が
こ
こ
に
集
っ
て
お
り
、
東

幽
御
文
庫
に
は
そ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
が
少
い
の
店
．
一

こ
5
し
た
事
情
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
椿
特
記
は
持

明
院
続
が
崇
光
、
後
光
厳
の
両
流
に
分
れ
た
後
、
後

花
園
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
て
両
流
が
合
一
す
る
ま
で

の
歴
史
を
、
崇
光
天
皇
側
の
立
場
か
ら
書
き
著
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
　
著
者
は
崇
光
天
皇
の
孫
で
、
　
後

花
園
天
皇
の
実
父
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
後
崇
光
院
貞
成

親
王
で
あ
る
。
後
崇
光
院
が
垂
葉
記
を
著
さ
れ
た
鋤

機
は
、
　
実
子
の
後
花
園
天
皇
が
、
　
こ
れ
を
読
ま
れ

て
、
崇
光
天
皇
の
一
流
こ
そ
皇
位
を
妾
然
に
継
承
す

べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
当
時
入
道
無
品
親
王

で
あ
っ
た
後
崇
光
院
に
対
し
、
太
上
天
皇
の
尊
号
を

贈
る
べ
き
こ
と
を
さ
と
ら
れ
る
よ
5
、
期
待
さ
れ
た

の
が
そ
の
眼
目
で
あ
っ
た
。
後
崇
光
院
が
こ
の
書
物

を
書
き
上
げ
ら
れ
た
時
期
、
ど
の
よ
う
な
手
続
で
後

花
園
天
皇
の
御
覧
に
入
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
後
崇
光
院
の
日
記
聴
聞
御
記
の
原
本
が
現

存
し
て
い
て
、
明
か
に
な
っ
て
お
り
、
蒜
葉
記
も
、

群
書
類
従
に
収
め
ら
れ
て
早
く
か
ら
流
布
し
て
い
る

一
〇
五

（　41　」r　）



評
r

の
で
、
南
北
期
か
ら
窒
町
時
代
の
政
治
・
学
芸
の
歴

史
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
、
こ
の
書
物
を
読

ま
な
い
も
の
は
な
い
と
嚢
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
、
後
崇
光
院
が
苦
心
し
て
書
き
著

さ
れ
た
だ
け
に
、
文
章
は
流
暢
で
あ
り
、
記
述
は

簡
潔
、
史
実
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
。
そ
の
点
で
は

串
し
分
は
な
い
が
、
後
花
園
天
皇
が
こ
れ
を
読
ま
れ

る
い
ろ
い
ろ
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
丈
章
の
表
現
を

殊
更
に
腕
曲
に
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
著
者
の
真
意

が
端
酌
に
表
出
さ
れ
な
い
点
が
あ
る
上
に
、
署
述
当

時
は
周
知
の
箏
実
で
あ
っ
て
、
説
明
が
省
略
さ
れ
た

こ
と
で
も
、
五
百
年
後
の
今
日
で
は
容
易
に
明
か
に

し
得
な
い
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
が
こ
の
書
物
の
利
回

を
妨
げ
て
い
る
点
も
ま
た
少
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
あ
っ
て
多
年
爾
北
朝
時

代
の
史
料
編
纂
に
従
事
し
、
さ
き
に
「
南
北
朝
史
論
」

の
薯
書
で
文
学
博
士
の
学
位
を
得
ら
れ
た
村
田
正
志

氏
は
、
職
務
と
忌
門
の
両
方
の
立
場
か
ら
、
椿
野
田

の
記
事
の
解
明
に
努
め
ら
れ
、
そ
の
成
果
は
氏
の
発

表
し
た
多
く
の
論
文
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
三
条

西
家
旧
蔵
の
宵
鉛
本
を
入
手
し
た
の
を
機
会
に
、
こ

れ
を
底
本
と
し
、
そ
れ
に
照
伏
見
宮
家
蔵
の
後
崇
光

院
寝
筆
草
ホ
一
臥
蚕
、
東
山
御
文
庫
な
ど
十
二
種
の
古

本
を
校
合
し
て
、
正
誤
を
考
証
す
る
と
と
も
に
本
文

の
記
事
に
つ
い
て
は
、
　
繊
典
を
明
か
に
し
て
、
　
字

義
を
一
々
註
解
し
、
多
く
の
史
料
を
引
受
し
て
、
史

実
を
明
確
に
し
て
、
こ
れ
を
公
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
が

即
ち
証
註
椿
葉
寵
で
あ
る
。
さ
す
が
に
多
年
手
が
け

ら
れ
た
も
の
だ
け
に
、
　
考
証
と
云
い
、
　
註
解
と
い

い
、
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
書
の
刊
行
に

よ
っ
て
、
椿
葉
記
が
今
後
ま
す
ま
す
正
し
く
広
く
利

田
川
さ
れ
、
中
世
の
政
治
・
学
芸
の
研
究
が
旧
暦
深
ま

る
こ
と
を
期
待
す
る
。

　
史
料
の
公
刊
は
、
歴
史
の
研
究
を
促
進
さ
せ
、
成

果
を
あ
げ
る
甚
本
的
な
竜
の
で
あ
っ
て
、
戦
前
に
国

輿
研
究
が
多
く
の
仕
事
を
し
あ
げ
た
の
も
、
国
史
大

系
を
始
め
各
種
の
史
料
の
公
刊
に
魚
う
と
こ
ろ
が
少

く
な
か
っ
た
。
国
史
に
対
す
る
開
心
が
ひ
ろ
ま
っ
た

と
い
う
点
で
は
、
戦
後
は
戦
前
に
勝
る
と
も
云
え
る

が
、
史
料
公
刊
と
い
う
点
で
は
、
到
底
比
較
に
な
ら

な
い
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
旗
二
、
三
千
都
鵬
行

で
な
け
れ
ば
採
算
が
立
た
な
い
経
済
的
激
情
が
大
き

く
働
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
閣
灘
を
の
り
こ
え

て
、
史
料
の
公
刊
を
導
い
て
行
5
の
で
な
け
れ
ば
、

折
角
の
国
史
へ
の
関
心
も
、
ゆ
が
め
ら
れ
た
も
の
と

な
り
、
や
が
て
は
消
え
て
了
弓
か
も
鄭
れ
な
い
。
今

一
〇
六

介
者
は
著
者
と
多
年
親
し
く
交
際
を
願
い
、
著
者

が
多
く
の
焦
熱
を
払
っ
て
こ
の
書
の
公
刊
に
当
ら
れ

た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
こ
の
書
の
出
版
が
機
縁

と
な
っ
て
、
史
料
の
公
刊
が
以
前
の
よ
》
り
に
盛
ん
に

な
り
、
も
っ
と
徹
底
的
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
や
ま

な
い
。
　
（
本
文
四
㎜
回
山
ハ
胃
貝
、
図
版
四
頁
、
定
備
閣
一
、

五
〇
〇
円
、
東
京
上
文
館
発
行
）
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洞
官
著
作
篇

　
本
書
は
去
る
昭
和
二
十
六
年
に
と
り
お
こ
な
わ
れ

た
伏
見
稲
蒜
大
社
の
正
遷
座
の
記
念
と
し
て
幽
版
さ

れ
た
も
の
で
、
蟻
社
の
由
緒
鶏
の
う
ち
江
鍔
時
代
の

綱
宮
の
著
作
七
部
を
収
め
て
い
る
。

　
稲
荷
大
正
の
史
料
と
し
て
は
、
さ
き
に
「
稲
荷
神

社
史
料
」
　
（
館
五
巻
i
第
九
巻
）
が
公
刊
さ
れ
学
界

に
多
大
の
便
宜
を
与
え
て
い
る
が
、
た
だ
か
な
り
の

未
刊
部
分
を
残
し
た
ま
ま
中
絶
さ
れ
て
い
る
の
が
慶

し
ま
れ
て
鎗
た
。
こ
の
た
び
、
こ
れ
と
は
一
応
別
で

あ
る
が
、
新
た
に
由
緒
記
集
成
が
出
版
さ
れ
た
こ
と

は
、
た
だ
に
稲
祷
大
社
史
の
研
究
に
と
っ
て
ば
か
り
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