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九

中
院
通
躬
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
、
盛
田
帝
子
氏
は
「
中
院
通
躬
は
、
霊
元
天

皇
と
父
で
あ
る
通
茂
か
ら
伝
受
を
相
伝
さ
れ
、
伝
受
保
持
者
と
な
っ
て
い
た
が
、

元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
武
者
小
路
実
陰
が
没
し
た
後
は
、
御
所
で
唯
一
の
古

今
伝
受
保
持
者
と
な
っ
て
い
た
。」
と
い
う
。

霊
元
院
か
ら
中
院
通
躬
へ
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
は
海
野
圭
介
氏
が
詳
細
に
論

じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
父
で
あ
る
中
院
通
茂
か
ら
通
躬
へ
の
古
今
伝
受
に
つ

い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
通
躬
は
ど
の
よ
う
に
し
て
父
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
父
か
ら
受
け
た
古
今
伝
受
は
御
所
に
伝
わ
る
古
今
伝

受
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
親
族
に
よ
る
古
今
伝
受

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

一
　
中
院
通
躬
の
古
今
伝
受

ま
ず
、
海
野
氏
の
論
に
よ
り
、
中
院
通
躬
の
古
今
伝
受
に
つ
い
て
確
認
し
て
お

（
1
）

（
2
）

こ
う
。正

徳
四
年
（
一
七
一
四
）
の
霊
元
院
か
ら
武
者
小
路
実
陰
へ
の
古
今
伝
受
に

つ
い
て
は
、『
院
中
番
所
日
記
』
正
徳
四
年
五
月
四
日
上
に
「
今
度
、
武
者
小

路
前
宰
相
、
古
今
集
依
可
有
御
伝
受
、
自
今
日
被
始
御
講
談
、
因
茲
巳
刻
武

者
小
路
前
宰
相
参
候
、
并
中
院
前
大
納
言
同
参
入
聴
聞
之
」
と
あ
り
、
こ
の

日
よ
り
講
釈
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
、
中
院
通
躬
が
講
釈
の
「
聴
聞
」
に
陪
席

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。（
中
略
）

三
十
日
条
に
記
さ
れ
る
祝
賀
の
対
象
者
に
は
五
月
四
日
条
に
「
聴
聞
」
と
記

さ
れ
て
い
た
通
躬
の
名
は
見
え
な
い
が
、『
光
栄
公
記
』
同
日
条
に
は
「
中
院

通
躬
卿
御
講
尺
聴
聞
、
於
伝
授
者
無
之
云
々
」
と
あ
り
、
通
躬
は
文
字
通
り

聴
聞
者
の
立
場
に
あ
り
、
切
紙
伝
受
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

海
野
氏
の
考
証
に
よ
る
と
、
中
院
通
躬
は
霊
元
院
か
ら
武
者
小
路
実
陰
へ
の
古

小

髙

道

子

親
族
間
の
古
今
伝
受

―
古
今
伝
受
の
道
統
と
内
容

―
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一
〇

今
伝
受
際
、
講
釈
の
「
聴
聞
」
に
「
陪
席
」
し
た
の
み
で
あ
り
、
古
今
伝
受
者
で

は
な
く
、
古
今
伝
受
終
了
の
祝
賀
の
対
象
者
で
な
い
。
ま
た
「
切
紙
伝
受
は
行
な

わ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
。

通
躬
の
父
で
あ
る
通
茂
は
、
寛
文
四
年
に
後
西
院
と
同
時
に
後
水
尾
院
か
ら
古

今
伝
受
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
通
躬
は
通
茂
か
ら
詠
歌
指
導
を
受
け
て
い
た

と
推
定
さ
れ
る
が
、
古
今
伝
受
も
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

通
茂
が
受
け
た
古
今
伝
受
は
、
細
川
幽
斎
か
ら
伝
受
し
た
智
仁
親
王
が
後
水
尾

天
皇
に
相
伝
し
て
、
御
所
に
於
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
最
も
優

れ
た
門
弟
を
選
ん
で
一
人
ず
つ
相
伝
し
て
い
た
古
今
伝
受
が
御
所
に
入
る
こ
と
に

よ
り
、
継
承
者
は
後
西
天
皇
に
な
っ
た
。

古
今
伝
受
の
中
心
が
御
所
に
移
り
継
承
者
が
決
ま
る
こ
と
に
よ
り
古
今
伝
受
は

複
数
人
が
同
時
に
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
神
事
を
お
こ
な
い
、
御
所
に
お

い
て
複
数
人
が
同
時
に
古
今
伝
受
を
受
け
る
事
に
な
っ
た
御
所
伝
受
に
お
い
て
、

御
所
伝
受
の
中
心
は
後
水
尾
院
で
あ
り
、
継
承
す
る
の
は
後
西
院
で
あ
っ
た
。
後

西
院
は
霊
元
天
皇
に
古
今
伝
受
を
伝
え
、
皇
族
に
よ
る
相
伝
が
定
着
し
た
。
こ
う

し
た
中
で
古
今
伝
受
を
受
け
た
中
院
通
茂
は
、
後
水
尾
院
か
ら
伝
受
し
た
御
所
伝

受
の
内
容
を
、
中
院
家
の
古
今
伝
受
と
し
て
通
躬
に
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
通
茂
の
曽
祖
父
通
勝
は
細
川
幽
斎
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
て
い
る
が
、

通
茂
は
後
水
尾
院
か
ら
の
古
今
伝
受
と
あ
わ
せ
て
中
院
通
勝
以
来
の
中
院
家
の
古

今
伝
受
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
3
）

二
　
昌
琢
へ
の
許
状

智
仁
親
王
か
ら
後
水
尾
天
皇
に
相
伝
さ
れ
る
こ
と
で
古
今
伝
受
は
御
所
に
入
っ

た
。
御
所
に
伝
え
ら
れ
た
古
今
伝
受
は
内
容
的
に
も
三
条
西
家
の
秘
伝
よ
り
充
実

し
て
お
り
、
古
今
伝
受
の
主
流
は
三
条
西
家
か
ら
御
所
に
移
り
、
い
わ
ゆ
る
御
所

伝
受
に
な
る
。
こ
う
し
た
中
で
智
仁
親
王
は
、
連
歌
師
昌
琢
に
対
し
て
父
昌
叱
が

所
蔵
す
る
資
料
の
閲
覧
を
許
可
し
た
。
こ
の
時
の
許
状
が
宮
内
庁
書
陵
部
に
伝
わ

る
。

古
今
集
之
事
昌
琢
年
齢
可
然
之
間
、
開
昌
叱
所
蔵
与
抄
箱
切
紙
以
下
逐
一
閲

覧
尤
候
。
不
審
之
儀
者
可
尋
此
方
旨
、
可
有
伝
言
也
。

　
寛
永
三
年
三
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
智
仁
花
押
）

　
　
阿
野
中
納
言
殿

昌
琢
は
昌
叱
の
子
。
昌
叱
は
紹
巴
に
古
今
伝
受
を
受
け
て
い
る
が
、
紹
巴
は
公

条
に
古
今
伝
受
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
傍
流
の
古
今
伝
受
で
は
あ
る

が
、
父
が
伝
受
し
た
古
今
伝
受
資
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
に
つ
い
て
智
仁
親
王
の
許

状
を
も
ら
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
父
子
で
あ
っ
て
も
、
無
条
件
に
は

古
今
相
伝
が
で
き
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

三
　
近
衞
信
尹
か
ら
信
尋
へ

近
衞
信
尹
は
古
今
伝
受
と
連
歌
伝
受
を
継
承
し
て
い
た
が
、
そ
の
子
信
尹
と
年

（
4
）

親族間の古今伝受

一
一

齢
が
離
れ
て
い
た
た
め
に
、
連
歌
師
兼
与
に
秘
伝
を
預
け
て
信
尋
が
成
人
し
た
後

に
信
尋
に
返
す
こ
と
を
条
件
に
し
て
信
尹
か
ら
秘
伝
を
受
け
た
と
さ
れ
る
。
そ
の

一
方
で
、
信
尹
は
信
尋
が
成
人
し
た
後
に
閲
覧
す
る
事
を
念
頭
に
置
い
て
、
連

歌
伝
受
の
秘
説
を
二
冊
に
記
し
た
。
こ
の
信
尹
自
筆
の
連
歌
資
料
と
兼
与
に
与
え

た
連
歌
資
料
と
を
比
較
す
る
と
、
兼
与
に
与
え
た
資
料
は
極
め
て
簡
略
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
信
尹
は
秘
説
を
書
き
記
す
こ
と
に
よ
り
、
信
尹
が
成
人
し

た
後
、
資
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
自
ら
の
連
歌
伝
受
を
継
承
す
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
直
接
の
講
釈
は
で
き
な
い
も
の
の
、
信
尹
は
資
料
を

閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
信
尋
に
連
歌
伝
受
を
相
伝
し
よ
う
と
し
た
と
推
定
で
き

る
。

四
　
久
世
通
夏
の
古
今
伝
受

盛
田
氏
は
、
中
院
通
躬
が
薨
去
し
た
後
、
講
釈
が
終
了
し
て
い
な
い
部
分
に
つ

い
て
、
通
躬
の
実
弟
で
あ
る
通
夏
か
ら
口
伝
を
受
け
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
通

夏
か
ら
の
口
伝
の
継
承
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
上
で
、
口
伝

の
授
受
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
に
「
桜
町
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
立
て
直
し
、
次
の
時

代
に
つ
な
げ
た
か
と
い
う
事
」
を
「
問
題
に
」
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
正
式
な
口
伝
が
中
院
通
躬
以
降
に
伝
え
ら

れ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
よ
っ
て
、
こ

れ
だ
け
問
題
視
さ
れ
、
見
解
の
異
な
る
御
所
伝
受
の
継
続
問
題
を
、
宮
廷
歌

壇
の
中
心
に
い
た
桜
町
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
立
て
直
し
、
次
の
時
代
に
つ
な

（
5
）

（
6
）

（
7
）

げ
た
か
と
い
う
事
で
あ
る
。

通
躬
の
実
弟
で
あ
る
通
夏
は
、
通
躬
の
口
伝
を
「
縁
聞
」
し
た
と
い
う
。
し
か

し
な
が
ら
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
通
り
、
親
子
で
あ
っ
て
も
、
秘
説
を
継
承
す
る
た

め
に
は
そ
れ
な
り
の
手
順
が
必
要
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
霊
元
院
か
ら

中
院
通
躬
へ
の
古
今
伝
受
は
、
武
者
小
路
実
陰
へ
の
古
今
伝
受
講
釈
に
「
陪
席
」

す
る
も
の
で
あ
り
、
切
紙
口
伝
は
受
け
て
い
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、
通
躬
が
う

け
た
と
い
う
霊
元
院
の
講
釈
は
、
霊
元
院
が
実
陰
に
行
っ
た
講
釈
に
陪
席
し
て
い

た
も
の
で
あ
り
、
通
躬
の
外
に
実
弟
と
は
い
え
通
夏
が
口
伝
を
聞
い
た
と
は
推
定

で
き
な
い
。
通
夏
は
口
伝
を
受
け
て
い
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
直
接
講
釈
を
受
け
な
く
て
も
、
聞
書
等
を
書
写
す
る
こ
と
に

よ
り
秘
伝
を
継
承
す
る
こ
と
は
、
細
川
幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
へ
の
古
今
伝
受
に
お

い
て
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
盛
田
氏
が
通
夏
が
口
伝
を
講
釈
し
た
根
拠
と
さ

れ
る
「
其
後
光
栄
公
・
公
福
卿
、
度
々
被
無
化
久
世
家
。
尤
口
伝
有
之
義
也
」
と

す
る
記
事
は
、
通
夏
が
「
縁
聞
」
し
た
と
い
う
口
伝
を
通
夏
か
ら
聞
く
た
め
で
は

な
く
、
口
伝
を
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
口
伝
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
通
躬
か
ら
直
接
伝
受
し
た
こ
と
に
し
て
も
問
題
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
三
条
西
家
内
で
継
承
さ
れ
た
古
今
伝
受
の
よ
う
に
、
親
族
に
よ
る
秘
伝

の
授
受
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
中
院
家
内
で
継
承
さ
れ
た
古
今
伝
受
に

つ
い
て
も
、
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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一
一

齢
が
離
れ
て
い
た
た
め
に
、
連
歌
師
兼
与
に
秘
伝
を
預
け
て
信
尋
が
成
人
し
た
後

に
信
尋
に
返
す
こ
と
を
条
件
に
し
て
信
尹
か
ら
秘
伝
を
受
け
た
と
さ
れ
る
。
そ
の

一
方
で
、
信
尹
は
信
尋
が
成
人
し
た
後
に
閲
覧
す
る
事
を
念
頭
に
置
い
て
、
連

歌
伝
受
の
秘
説
を
二
冊
に
記
し
た
。
こ
の
信
尹
自
筆
の
連
歌
資
料
と
兼
与
に
与
え

た
連
歌
資
料
と
を
比
較
す
る
と
、
兼
与
に
与
え
た
資
料
は
極
め
て
簡
略
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
信
尹
は
秘
説
を
書
き
記
す
こ
と
に
よ
り
、
信
尹
が
成
人
し

た
後
、
資
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
自
ら
の
連
歌
伝
受
を
継
承
す
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
直
接
の
講
釈
は
で
き
な
い
も
の
の
、
信
尹
は
資
料
を

閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
信
尋
に
連
歌
伝
受
を
相
伝
し
よ
う
と
し
た
と
推
定
で
き

る
。

四
　
久
世
通
夏
の
古
今
伝
受

盛
田
氏
は
、
中
院
通
躬
が
薨
去
し
た
後
、
講
釈
が
終
了
し
て
い
な
い
部
分
に
つ

い
て
、
通
躬
の
実
弟
で
あ
る
通
夏
か
ら
口
伝
を
受
け
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
通

夏
か
ら
の
口
伝
の
継
承
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
上
で
、
口
伝

の
授
受
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
に
「
桜
町
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
立
て
直
し
、
次
の
時

代
に
つ
な
げ
た
か
と
い
う
事
」
を
「
問
題
に
」
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
正
式
な
口
伝
が
中
院
通
躬
以
降
に
伝
え
ら

れ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
よ
っ
て
、
こ

れ
だ
け
問
題
視
さ
れ
、
見
解
の
異
な
る
御
所
伝
受
の
継
続
問
題
を
、
宮
廷
歌

壇
の
中
心
に
い
た
桜
町
天
皇
が
ど
の
よ
う
に
立
て
直
し
、
次
の
時
代
に
つ
な

（
5
）

（
6
）

（
7
）

げ
た
か
と
い
う
事
で
あ
る
。

通
躬
の
実
弟
で
あ
る
通
夏
は
、
通
躬
の
口
伝
を
「
縁
聞
」
し
た
と
い
う
。
し
か

し
な
が
ら
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
通
り
、
親
子
で
あ
っ
て
も
、
秘
説
を
継
承
す
る
た

め
に
は
そ
れ
な
り
の
手
順
が
必
要
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
ま
た
霊
元
院
か
ら

中
院
通
躬
へ
の
古
今
伝
受
は
、
武
者
小
路
実
陰
へ
の
古
今
伝
受
講
釈
に
「
陪
席
」

す
る
も
の
で
あ
り
、
切
紙
口
伝
は
受
け
て
い
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、
通
躬
が
う

け
た
と
い
う
霊
元
院
の
講
釈
は
、
霊
元
院
が
実
陰
に
行
っ
た
講
釈
に
陪
席
し
て
い

た
も
の
で
あ
り
、
通
躬
の
外
に
実
弟
と
は
い
え
通
夏
が
口
伝
を
聞
い
た
と
は
推
定

で
き
な
い
。
通
夏
は
口
伝
を
受
け
て
い
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
直
接
講
釈
を
受
け
な
く
て
も
、
聞
書
等
を
書
写
す
る
こ
と
に

よ
り
秘
伝
を
継
承
す
る
こ
と
は
、
細
川
幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
へ
の
古
今
伝
受
に
お

い
て
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
盛
田
氏
が
通
夏
が
口
伝
を
講
釈
し
た
根
拠
と
さ

れ
る
「
其
後
光
栄
公
・
公
福
卿
、
度
々
被
無
化
久
世
家
。
尤
口
伝
有
之
義
也
」
と

す
る
記
事
は
、
通
夏
が
「
縁
聞
」
し
た
と
い
う
口
伝
を
通
夏
か
ら
聞
く
た
め
で
は

な
く
、
口
伝
を
閲
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
口
伝
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
通
躬
か
ら
直
接
伝
受
し
た
こ
と
に
し
て
も
問
題
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
三
条
西
家
内
で
継
承
さ
れ
た
古
今
伝
受
の
よ
う
に
、
親
族
に
よ
る
秘
伝

の
授
受
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
中
院
家
内
で
継
承
さ
れ
た
古
今
伝
受
に

つ
い
て
も
、
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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一
二

五
　
御
所
伝
受
の
道
統

後
西
院
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
霊
元
天
皇
は
、
皇
族
に
古
今
伝
受
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
武
者
小
路
実
陰
、中
院
通
躬
が
薨
去
し
た
こ
と
に
よ
り
、

霊
元
院
直
系
の
古
今
伝
受
継
承
者
は
途
絶
え
た
事
に
な
る
。
横
井
金
男
氏
の
『
古

今
伝
授
沿
革
史
論
』（
一
九
四
三
年
　
大
日
本
百
科
全
書
刊
行
会
）に
掲
載
さ
れ
た

御
所
伝
受
の
系
図
に
は
、
霊
元
天
皇
か
ら
中
院
通
躬
の
後
、「
開
見
」と
し
て
烏
丸

光
栄
に
伝
え
ら
れ
た
後
、
桜
町
天
皇
に
相
伝
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
桜
町
天

皇
が
烏
丸
光
栄
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
こ
と
は
、
和
歌
両
神
に
伝
わ
る
古
今
伝

受
後
奉
納
和
歌
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
師
弟
間
に
お
け
る
相
伝
の
系
譜
は

系
図
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
今
伝
受
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
霊

元
天
皇
直
系
の
秘
伝
を
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
桜
町
天
皇
は
、
後
西
天

皇
が
後
水
尾
天
皇
よ
り
継
承
し
て
封
を
し
た
古
今
伝
受
資
料
を
収
め
る
箱
を
ひ
ら

く
こ
と
に
よ
り
、
古
今
伝
受
の
内
容
を
継
承
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
古
今
伝
受
の

道
統
を
絶
や
さ
ず
に
伝
え
る
こ
と
と
、
古
今
伝
受
の
内
容
を
継
承
す
る
こ
と
は
、

分
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

細
川
幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
へ
の
古
今
伝
受
で
は
、
講
釈
が
終
了
し
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
細
川
幽
斎
は
智
仁
親
王
に
相
伝
証
明
状
を
与
え
て
道
統
が
絶
え
な

い
よ
う
に
し
た
。
そ
の
後
、智
仁
親
王
は
、細
川
幽
斎
か
ら
預
け
ら
れ
た
古
今
伝
受

資
料
を
書
写
校
合
す
る
こ
と
で
、
細
川
幽
斎
の
古
今
伝
受
の
内
容
を
継
承
し
た
。

ま
た
、
近
衞
信
尹
は
信
尋
に
直
接
相
伝
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
連
歌

師
兼
与
に
秘
伝
を
預
け
、
信
尋
が
成
人
し
た
後
に
返
し
伝
受
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
尹
は
、
信
尋
が
二
十
歳
に
な
っ
た

（
8
）

ら
見
る
よ
う
に
と
、連
歌
伝
受
の
秘
伝
を
書
き
記
し
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、信
尹

が
兼
与
に
与
え
た
秘
伝
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
充
実
し
た
も
の
で
あ
る
。
信

尹
は
、
兼
与
を
通
す
こ
と
で
道
統
が
途
切
れ
な
い
よ
う
に
す
る
一
方
で
、
秘
伝
の

内
容
は
、
信
尹
の
た
め
に
書
き
記
し
て
お
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

桜
町
天
皇
の
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
霊
元
院
か
ら
中
院
通
躬
、
そ
し
て
烏
丸

光
栄
を
通
し
て
古
今
伝
受
を
継
承
す
る
こ
と
で
、
古
今
伝
受
の
道
統
は
継
承
さ
れ

た
。
そ
の
一
方
で
、桜
町
天
皇
は
、御
所
に
伝
わ
る
古
今
伝
受
の
箱
を
開
封
す
る
こ

と
に
よ
り
、
古
今
伝
受
の
内
容
を
継
承
し
た
。
後
西
院
に
よ
り
封
印
さ
れ
た
古
今

伝
受
資
料
は
、
霊
元
院
に
よ
り
開
封
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
桜
町
天
皇
に
よ
り
開

封
さ
れ
た
。
桜
町
天
皇
が
古
今
伝
受
を
継
承
し
て
和
歌
両
神
に
古
今
伝
受
後
奉
納

和
歌
を
奉
納
し
た
の
は
、
後
西
院
が
封
を
し
た
古
今
伝
受
資
料
の
箱
を
開
封
し
た

翌
年
で
あ
る
。
和
歌
両
神
へ
の
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌
は
、
霊
元
院
に
よ
っ
て
は

奉
納
さ
れ
ず
、
後
西
院
に
よ
り
奉
納
さ
れ
た
六
十
年
以
上
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

桜
町
天
皇
は
、
中
院
通
躬
・
烏
丸
光
栄
を
通
し
て
霊
元
院
の
古
今
伝
受
の
道
統

を
継
承
す
る
と
共
に
、
御
所
に
伝
わ
る
古
今
伝
受
資
料
を
収
め
た
箱
を
継
承
す
る

こ
と
に
よ
り
、
古
今
伝
受
の
内
容
を
継
承
し
た
と
言
え
よ
う
。
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