
介紹

関
係
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
後
醍
醐
天
皇
に
も
「
建

武
年
中
行
事
」
の
書
が
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、

こ
の
時
代
の
古
営
も
の
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
に

注
鼠
す
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
が
、
正
直
富
っ
て
史
料
と
し
て
の
興
昧
に
は
欠

け
て
い
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
書
く
と
著
者
に
は
申

訳
け
な
い
が
、
こ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
、
万
一
、

北
朝
歴
代
の
震
翰
・
受
手
が
続
い
て
公
刊
さ
れ
る

こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
史
料
と
し
て
面
白
く
て
寅

箪
本
の
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
光
明
院
御
記
」
な
ど

が
公
禰
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
鯉

外
の
喜
び
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
夢
は
厚
か
ま
し

す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
和
歌
は
光
環
院
御
集
と
風
雅
集
、
新
千
載
集
な

ど
の
勅
撰
集
、
お
よ
び
漁
燈
和
歌
集
な
ど
の
私
家

集
や
歌
舎
な
ど
か
ら
天
皇
の
詠
歌
二
八
七
首
を
集

め
、
頭
譲
と
解
説
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
和
歌
の

よ
う
な
み
や
び
の
道
に
は
門
外
漢
の
筆
者
で
は
評

需
も
踊
る
が
、
　
『
列
墾
全
集
』
の
和
歌
の
部
の
光

厳
天
皇
の
項
を
補
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
さ
き

の
震
記
と
同
じ
く
斯
界
に
稗
益
す
る
と
こ
ろ
大
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
園
枝
氏
の
解
説
も
懇
切
で
あ

る
が
、
筆
者
な
ど
が
通
読
し
て
奇
異
に
感
ず
る
の

は
、
万
葉
の
風
囎
が
地
に
つ
い
た
と
い
う
よ
う
な

こ
と
で
な
く
、
あ
れ
ほ
ど
の
動
乱
期
に
ま
さ
し
く

劇
的
な
生
涯
を
す
ご
さ
れ
た
天
皇
の
詠
歌
が
あ
ま

り
に
も
没
世
闘
的
な
霞
然
観
照
や
恋
歌
ば
か
り
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
点
、
　
「
新
…
葉

和
歌
集
」
の
後
醍
醐
天
皇
・
、
後
村
上
天
皇
は
じ
め

南
朝
君
臣
の
和
歌
は
、
逆
境
を
生
き
る
人
離
の
苦

悩
や
感
慨
が
に
じ
み
禺
て
い
て
、
読
む
者
の
共
感

を
よ
び
お
こ
す
の
と
は
、
全
く
対
照
的
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
、
転
統
的
な
持
鴫
院
統
の
歌
風
だ
、
と

言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
さ
ら
に
深
く
考
う

べ
き
緒
…
口
に
転
ぼ
り
叩
て
・
り
に
二
心
瀞
ん
岬
⇔
。

　
最
後
に
、
是
非
付
言
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本

書
の
編
集
に
当
ら
れ
た
書
冊
大
学
の
阪
倉
篤
義
教

授
を
は
じ
め
、
和
歌
の
項
の
驚
修
に
当
ら
れ
た
大

阪
市
大
の
谷
山
冊
数
擾
な
ど
、
直
接
執
筆
さ
れ
な

か
っ
た
ひ
と
び
と
の
協
力
が
、
こ
の
書
の
価
値
を

ま
す
ま
す
ゆ
か
し
い
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
が
、

感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
気
持
の
よ
い

書
物
で
あ
る
。

　
　
（
P
U
5
判
本
文
…
七
九
頁
　
　
コ
下
書
イ
プ
結
論
ハ
輸
莱

　
昭
和
三
十
九
年
八
月
　
京
都
府
北
桑
田
郡
京
北
町
井

　
戸
常
照
皇
寺
覇
　
非
売
品
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
田
善
人
）

広
島
大
学
寄
託

　
　
加
計
新
屋
文
庫
目
録

第
一
巻

　
広
島
県
由
限
郡
潴
計
町
の
加
計
寂
は
、
隅
屋
と

称
し
、
近
世
初
頭
、
銀
鉱
の
開
発
に
よ
っ
て
巨
冨

を
擁
し
た
が
、
そ
の
後
寛
永
末
年
頃
か
ら
鉄
山
業

に
転
じ
、
こ
れ
を
中
心
と
し
な
が
ら
酒
造
・
川
舟
・

農
業
等
を
も
併
せ
経
汗
し
た
．
慶
安
四
年
か
ら
村

庄
屋
と
し
て
、
ま
た
藩
の
地
方
役
と
し
て
地
方
政

治
に
干
与
し
た
。

　
荒
屋
鉄
山
業
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
化
政
期
に
は
、

鑛
工
か
所
・
鍛
冶
歴
十
一
軒
・
酒
造
研
罎
か
所
の

ほ
か
、
広
島
と
大
坂
に
榔
店
を
も
ち
、
大
坂
逓
船

二
艘
・
川
鮎
擬
十
八
艘
・
土
蔵
三
十
六
か
所
・
借

屋
四
八
九
蹴
・
家
億
二
一
一
三
入
・
牛
四
八
匹
・

馬
四
八
七
匹
を
有
し
た
と
い
う
。

　
差
置
瞬
五
郎
氏
に
よ
っ
て
、
後
進
地
帯
に
お
け

る
農
奴
主
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
と
規
定
さ
れ
た

（『

阜
嚼
ｹ
堂
の
展
開
過
程
』
）
加
計
察
の
経
営
に

つ
い
て
は
、
　
か
つ
て
本
欄
で
も
紹
介
し
た
　
岬
、
加

二
毛
町
厳
人
』
　
（
太
極
熱
鋤
四
五
轟
毬
山
ハ
ロ
写
参
臨
酬
）
に
さ
・
‘
り
に
詳

し
い
が
、
そ
の
数
万
点
に
及
ぶ
膨
大
な
史
料
が
、

「
蒲
計
隅
屋
文
庫
扁
と
し
て
広
島
大
学
に
寄
託
さ

れ
、
目
録
が
同
大
学
国
史
研
究
室
の
教
官
及
び
大
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学
院
・
学
部
学
生
諸
幾
の
協
力
に
よ
り
順
次
刊
行

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
計
繭
で
は
、
鉄
山
関
係
・

地
方
関
係
・
由
林
関
係
・
家
政
関
係
そ
の
他
の
文

書
之
部
四
巻
、
典
籍
之
部
　
巻
、
合
計
五
巻
に
な

る
予
定
の
よ
し
。
第
一
巻
は
鉄
山
関
係
の
殆
ど
全

部
を
網
羅
し
て
い
る
。

　
内
容
は
、
甲
「
生
産
」
、
乙
「
販
売
扁
、
丙
「
そ

の
他
」
、
丁
「
藩
営
鉄
山
」
に
分
類
さ
れ
、
甲
・

乙
は
共
に
元
禄
以
降
の
鉄
生
産
と
販
売
の
史
料
を
、

、
丙
は
陽
暦
二
年
の
鉄
山
格
式
以
下
運
上
銀
な
ど
の

対
手
関
係
・
売
券
・
貸
借
証
文
・
砂
鉄
銑
鉄
の
運

搬
関
係
・
米
炭
二
段
・
絵
図
等
を
収
め
、
丁
で
は

山
県
郡
大
塚
村
・
溝
口
村
で
稼
行
さ
れ
た
芳
野
鉄

山
関
係
史
料
を
、
そ
れ
ぞ
れ
目
録
と
し
て
収
め
て

い
る
。
そ
の
余
慶
を
こ
う
む
る
と
こ
ろ
、
ひ
と
り

鉄
山
史
の
研
究
春
の
み
な
ら
ず
、
近
世
史
研
究
の

全
般
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

闘
係
諸
氏
の
労
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
所
蔵
者

で
あ
り
刊
行
者
で
も
あ
る
加
計
氏
に
敬
意
を
表
し
、

あ
わ
せ
て
第
二
巻
以
下
の
速
や
か
な
刊
行
を
願
っ

て
や
ま
な
い
。

　
　
（
B
5
判
二
九
四
頁
　
昭
和
三
八
年
…
一
月
刊
　
事

　
　
揚
取
扱
　
広
島
大
学
附
属
図
書
館
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朝
尾
霞
弘
）

豊
中
市
史
編
纂
委
員
会
編

　
　
豊
　
中
　
市
　
史

　
豊
中
市
当
局
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
十
一
年
十

一
月
、
い
わ
ゆ
る
市
吏
ブ
ー
ム
の
さ
な
か
に
、
市

政
二
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
今
は
亡
き
魚
澄

惣
五
郎
博
士
を
委
員
長
に
仰
ぎ
、
市
史
の
編
纂
に

着
手
し
た
。
そ
の
執
筆
に
は
鳥
越
憲
三
郎
・
小
林

茂
・
藤
沢
一
夫
・
末
中
哲
夫
・
藤
本
篤
・
加
藤
重

義
の
諸
氏
が
当
り
、
昭
和
三
十
四
年
三
月
本
編
第

二
巻
の
発
覇
を
手
初
め
に
、
三
十
九
年
五
月
本
編

第
四
巻
の
頒
布
を
最
後
に
し
て
、
本
編
：
史
料
編

各
四
巻
の
計
八
巻
の
浩
瀬
な
市
史
の
刊
行
を
完
了

し
た
。
こ
れ
を
手
に
し
て
先
ず
そ
の
装
釘
・
印
刷

の
実
質
的
で
、
し
か
も
物
惜
し
み
し
な
い
技
術
の

豪
華
さ
に
好
意
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
更
に
内
容
を

装
い
て
、
本
編
で
は
布
史
の
論
難
が
精
細
に
調
査

さ
れ
、
国
史
の
流
れ
の
中
に
お
い
て
叙
述
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
史
料
編
で
は
考
古
資
料
の
コ
ロ
タ
イ

プ
写
真
と
解
説
、
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
盤
外
な

文
献
史
料
を
収
録
し
、
こ
と
に
学
界
未
紹
介
の
も

の
を
含
む
中
世
の
地
元
史
料
が
全
面
的
に
収
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
等
に
お
い
て
薄
手
す
る
地
方
史
誌

の
中
で
も
特
に
出
色
と
信
じ
る
の
で
、
「
敢
え
て
紹

介
の
筆
を
と
る
次
笙
で
あ
る
。

　
先
ず
本
編
第
一
巻
の
考
古
学
の
分
野
で
は
、
遺

物
・
遺
跡
そ
れ
自
体
に
関
す
る
詳
細
き
わ
ま
る
調

査
が
記
さ
れ
、
史
料
編
に
お
け
る
肇
華
な
写
真
・

解
説
と
相
挨
っ
て
本
書
の
一
特
色
を
な
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
を
歴
史
学
の
口
承
に
安
易
に
結
付

け
て
い
な
い
の
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
考
古
学
と

歴
史
学
の
関
係
に
つ
い
て
学
問
自
体
の
性
格
が
た

が
い
に
異
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
両
者
は
分
化
す

べ
き
で
な
く
綜
合
さ
る
べ
き
な
の
か
、
い
ろ
い
ろ

に
考
え
ら
れ
る
が
、
安
易
な
綜
舎
は
あ
く
ま
で
排

除
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
新
撰
姓
氏
録
」
に

み
え
る
氏
族
名
と
現
在
地
名
・
古
墳
の
一
体
性
に

つ
い
て
推
定
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
相
互
に
晴

代
的
な
食
違
い
の
あ
り
得
る
こ
と
を
考
慮
し
た
上

で
可
能
性
の
聞
題
と
し
て
叙
述
さ
れ
た
の
な
ら
一

履
…
よ
か
っ
た
と
思
う
。

　
次
に
律
令
近
代
の
章
で
、
倭
名
紗
豊
島
郡
の
郷

の
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
を
す
べ
て
現
在
の
地
域
に
決

定
づ
け
て
あ
る
の
は
（
一
ノ
　
三
六
頁
）
い
か
が
で

あ
ろ
う
。
郷
区
域
の
現
地
比
定
は
江
戸
時
代
の
地

誌
以
来
た
び
た
び
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
判

る
は
ず
の
も
の
で
な
い
。
こ
と
に
流
布
本
の
載
せ

て
い
る
七
戸
な
ど
特
殊
な
狭
い
地
区
に
根
違
な
い

が
随
分
広
域
と
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
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