
堀
河
院
艶
書
合
・
が
象
徴
す
る
も
の

服

部

嘉

香

一

 
う
た

 
歌
書
簡
は
口
承
時
代
に
は
口
頭
歌
と
し
て
、
後
に
は
相
聞
歌
と
し
て
、
古
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
み

行
わ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
文
書
簡
の
時
代
と
な
っ
て
も
、
和
歌
の
流
れ
の
絶

え
ぬ
限
り
、
絶
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
特
に
、
堀
河
院
の
艶
書
合
は
、
歌
書
簡

と
し
て
珍
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
歌
合
の
風
流
と
し
て
も
、
前
後
に
例
を
見
な

-
い
も
の
で
あ
っ
た
。
療
和
四
年
傷
ン
閨
五
月
、
本
稿
の
時
代
区
分
で
は
、
鎌
倉

時
代
の
前
期
、
院
政
時
代
に
入
っ
て
の
催
し
で
あ
る
が
、
政
治
史
、
文
学
史
で

は
平
安
朝
時
代
の
末
期
に
当
た
り
、
事
が
有
閑
生
活
に
恵
ま
れ
た
平
安
期
の
遊

惰
、
安
逸
を
極
め
た
末
期
的
症
状
を
象
徴
す
る
と
共
に
、
書
簡
と
し
て
幾
多
の

派
生
的
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
歌
合
は
、
堀
河
天
皇
の
勅
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
。
『
今
鏡
」
，
酬
一
将
胸
に

「
堀
河
院
の
艶
書
合
と
て
、
末
の
世
ま
で
も
と
ど
ま
り
て
、
よ
き
歌
は
お
ほ
く

撰
集
な
ど
に
入
れ
る
な
る
べ
し
。
」
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
堀
河
院
と
は
、
太

政
大
臣
藤
原
基
経
の
県
名
で
、
円
融
天
皇
、
堀
河
天
皇
が
皇
居
と
し
た
所
で
あ

る
。
院
政
は
、
後
三
條
天
皇
の
遣
志
を
汲
ん
だ
白
河
上
皇
の
寛
治
元
年
↑
ピ
○
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
r

始
ま
り
、
堀
河
天
皇
は
そ
の
前
年
即
位
。
在
位
二
十
二
年
の
後
、
堀
河
院
で
崩

じ
、
院
政
は
布
か
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
艶
書
合
は
、
仙
洞
に
お
い
て
で
な
く
、

禁
中
で
の
催
レ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
同
書
に
、
「
内
に
て
殿
上
の
人
々
歌
よ
む
と
き
こ
ゆ
る
に
、
宮
つ
か
へ
人
の
，

も
と
に
け
さ
う
の
う
た
よ
み
て
や
れ
と
仰
せ
ご
と
に
」
と
あ
っ
て
、
歌
は
男
女

合
わ
せ
て
四
十
首
、
男
側
の
「
あ
ら
ま
し
ご
と
」
八
首
を
添
え
て
、
「
群
書
類

従
』
巻
第
二
百
二
十
六
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
殿
上
人
側
は
、
大
納
言
公
実
、

源
中
納
言
国
信
、
宰
相
中
将
忠
教
、
刑
部
富
里
実
、
左
京
大
夫
崎
戸
、
権
中
納
．

言
俊
忠
、
権
少
将
師
時
、
藤
原
為
方
、
蔵
人
家
時
、
蔵
人
正
兼
の
十
人
、
宮
仕

へ
側
は
、
周
防
内
侍
、
康
資
王
母
筑
前
、
院
大
進
、
女
御
殿
ゆ
う
花
、
前
斎
院

紀
伊
、
殿
肥
後
、
四
軍
官
甲
斐
、
中
金
上
総
、
一
宮
紀
伊
、
女
院
安
藝
君
、
小

大
進
の
十
一
入
。
五
月
二
日
、
ま
ず
殿
上
人
か
ら
女
房
へ
懸
想
文
と
し
て
の
歌
、

を
送
り
、
女
房
か
ら
同
じ
人
へ
の
返
歌
。
五
月
七
日
頃
は
'
、
「
あ
り
つ
る
女
房

の
も
と
に
恋
歌
よ
み
て
ま
ゐ
ら
す
べ
き
よ
し
仰
せ
ら
れ
」
と
あ
っ
て
、
こ
ん
ど

は
、
女
房
か
ら
殿
上
人
へ
、
殿
上
人
は
ま
た
そ
れ
に
返
歌
を
遣
わ
す
と
い
う
趣

向
で
あ
る
。
普
通
の
歌
合
と
は
違
っ
た
形
式
で
、
趣
向
も
面
白
ぐ
、
後
世
へ
評

判
を
残
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
歌
人
で
、
老
齢
者
が
多
く
、
そ

の
道
の
優
者
ぞ
ろ
い
で
あ
っ
た
か
ら
、
作
品
も
、
応
酬
ぶ
り
も
な
か
な
か
見
事
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で
、
遊
惰
、
安
逸
と
は
い
え
、
気
持
の
よ
い
風
雅
と
な
っ
て
い
る
。

二

少
し
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、

郭
公
ま
つ
に
つ
け
て
も
さ
さ
が
に
の
何
れ
の
世
に
か
し
る
き
と
そ
思
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
筑
 
 
前
）

 
 
か
へ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

し
る
し
あ
り
て
こ
ぬ
よ
も
あ
れ
や
郭
公
な
か
な
か
か
け
し
く
も
の
振
舞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
大
納
言
）

思
ひ
あ
ま
り
い
か
で
も
ら
さ
む
お
く
山
の
い
は
か
き
こ
む
る
谷
の
下
水

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
大
納
言
公
実
）

 
 
返
し

い
か
な
れ
ば
音
に
の
み
き
く
山
河
の
あ
さ
き
に
し
も
は
心
よ
す
ら
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
周
防
内
侍
）

 
 
お
な
じ
大
納
言
く
れ
な
み
の
う
す
や
う
に
た
て
ぶ
み
に

年
ふ
と
も
い
は
で
く
ち
ぬ
る
埋
木
の
し
た
の
心
は
ふ
り
ぬ
恋
か
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
大
納
言
公
実
）

 
 
返
し

ふ
か
か
ら
じ
水
無
頼
の
河
の
う
も
れ
木
は
下
の
恋
路
に
年
ふ
り
ぬ
と
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
康
資
主
母
筑
前
）

人
し
れ
ぬ
思
ひ
あ
り
そ
の
は
ま
風
に
波
の
よ
る
こ
そ
い
は
ま
ほ
し
け
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
俊
忠
中
将
）

 
 
返
し

音
に
き
く
た
か
レ
の
浜
の
あ
だ
波
は
か
け
じ
や
袖
の
ぬ
れ
も
こ
そ
す
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
宮
紀
伊
）

人
知
れ
ぬ
袖
ぞ
露
け
き
あ
ふ
こ
と
の
か
れ
の
み
ま
さ
る
山
の
し
た
草

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
周
防
内
侍
）

 
 
か
へ
し

奥
山
の
し
た
か
げ
草
は
か
れ
や
す
る
軒
ば
に
の
み
は
お
の
れ
な
り
つ
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
宰
相
中
将
）

 
こ
の
時
、
藤
原
公
実
は
五
十
歳
ぐ
む
い
、
勅
撰
集
に
五
十
八
首
入
っ
て
お
り
、

周
防
内
侍
は
勅
撰
集
に
三
十
首
、
生
没
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
勅
撰
集
に
入
っ

た
最
も
新
し
い
歌
は
、
寛
治
九
年
（
即
ち
嘉
保
元
年
、
一
〇
九
四
年
）
の
作
で
、

艶
書
合
は
九
年
後
の
こ
と
に
な
る
か
ら
、
歌
人
と
し
て
す
で
に
一
家
を
為
し

た
後
で
あ
ろ
う
し
、
五
十
歳
は
越
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
筑
前
も
勅
撰
集
歌

人
、
こ
の
時
は
七
十
歳
か
七
十
歳
に
近
か
っ
た
。
藤
原
俊
忠
は
俊
成
の
父
、
勅

撰
集
歌
人
。
こ
れ
は
特
に
若
く
、
二
十
九
歳
。
一
宮
紀
伊
は
長
暦
二
年
生
、
六

十
五
歳
。

三

こ
の
歌
合
は
、
堀
河
天
皇
の
思
い
つ
き
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
、
歌
の
道
に
心
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得
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
た
平
安
朝
時
代
の
恋
愛
風
景
の
型
が
図
ら
ず

も
残
さ
れ
た
こ
と
に
興
味
が
つ
な
が
れ
る
。
平
安
人
は
、
男
女
共
に
恋
愛
生
活

を
享
楽
し
、
本
能
と
感
覚
に
溺
れ
た
日
常
を
、
和
歌
に
託
し
て
美
化
し
、
可
憐

化
す
る
と
同
時
に
、
一
面
、
理
知
と
機
智
を
以
て
恋
愛
を
日
常
茶
飯
事
化
し
、

遊
戯
化
レ
て
も
い
た
。
そ
の
遊
戯
化
す
る
こ
と
の
興
味
が
、
四
十
首
の
贈
答
歌

を
以
て
艶
書
合
を
成
功
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
堀
河
天
皇
の
思
い
つ
き
は
、
そ

の
機
微
を
捉
え
た
機
智
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
平
安
末
期
を
象
徴
す
る
歴

史
的
意
義
を
残
す
と
い
う
、
思
い
設
け
ぬ
副
産
物
を
加
え
た
こ
と
は
、
泉
下
の

微
笑
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

 
少
し
詳
し
く
跡
を
辿
っ
て
み
る
と
、
堀
河
院
艶
書
合
は
、
実
生
活
に
お
い
て

の
真
実
な
恋
愛
生
活
を
そ
の
ま
㌧
和
歌
生
活
に
結
び
つ
け
た
、
，
現
実
感
豊
か
な

も
の
で
は
な
く
、
本
来
遊
戯
と
し
て
い
た
恋
愛
生
活
の
架
空
の
型
を
、
現
在
的

文
芸
主
義
の
世
界
に
和
歌
に
よ
っ
て
実
演
し
、
掛
け
歌
、
返
じ
歌
の
形
式
に
よ

っ
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
恋
愛
実
感
は
な
く
、
理
知

と
機
智
に
よ
っ
て
の
、
こ
れ
を
機
縁
と
し
て
の
心
理
的
実
験
に
よ
る
美
的
生
活

の
観
念
上
の
再
演
と
い
っ
て
い
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
感
も
な

く
、
興
奮
も
な
く
、
当
時
の
貴
族
仲
間
で
類
似
の
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い

た
勝
敗
本
位
の
何
合
、
何
々
合
の
中
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
こ
の
艶
書
合

に
認
め
ら
れ
る
意
義
は
、
第
ヅ
に
、
勅
命
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
艶
書
合
と
し
て

は
前
後
に
例
の
な
い
こ
と
、
そ
の
た
め
、
恋
愛
を
遊
戯
と
し
て
詠
ず
る
に
し
て

も
、
か
り
そ
め
の
遊
び
心
で
は
な
く
、
真
剣
な
遊
戯
と
し
て
の
名
歌
を
残
そ
う
と

し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
作
歌
由
来
や
状
況
描
写
の
前
書
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

歌
が
「
源
氏
物
語
』
や
『
和
泉
式
部
日
記
」
に
あ
る
例
の
よ
う
に
、
一
首
を
一

艶
書
と
す
る
歌
書
簡
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
判
者
を
置
い
て
い
な
い

堀
河
院
艶
書
合
が
象
徴
す
る
も
の

の
は
、
普
通
の
歌
合
と
は
違
っ
て
、
歌
の
優
劣
に
よ
っ
て
勝
敗
を
決
す
る
形
式

を
採
ら
ず
、
左
右
に
分
か
れ
た
男
女
が
互
に
消
息
を
取
交
わ
す
を
目
的
と
し
た

が
た
め
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
そ
の
取
交
わ
し
も
、
男
女
間
の
直
渡
し
で
は

 
 
か
た
う
ど
 
ね
ん
じ
ん
 
 
 
こ
・
γ
じ
 
 
 
 
よ
み
び
と

な
く
、
方
人
（
念
人
）
か
、
講
師
ま
た
は
読
人
な
ど
が
取
次
を
し
た
で
あ
ろ
う

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
発
信
者
と
受
信
者
と
配
達
者
の
三
者
が
あ
っ
て
、
完
全
な

書
簡
行
為
と
な
っ
て
い
る
ご
と
、
第
五
に
、
社
交
遊
戯
と
し
て
艶
書
合
類
似
の

も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
歌
屑
乏
し
て
棄
て
ら
れ
た
か
、
残
る
も
の
が
な

く
、
堀
河
院
艶
書
合
の
み
が
『
今
鏡
」
の
称
へ
と
「
群
書
類
従
」
の
収
載
と
に

よ
っ
て
、
後
世
に
残
っ
た
の
は
、
こ
の
歌
合
が
、
特
に
時
人
、
後
人
の
注
目
を

惹
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
数
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
歌

合
の
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
平
安
朝
時
代
の
文
芸
的
性
格
を
見
せ
て
は
い
る
が
、

参
加
歌
人
の
多
数
が
高
齢
者
で
あ
っ
て
、
艶
書
合
の
雰
囲
気
や
作
品
の
刺
激
に

よ
っ
て
、
新
し
い
恋
愛
体
験
へ
よ
ろ
め
く
危
険
も
な
く
、
年
齢
的
斜
陽
族
が
回

顧
す
る
美
的
生
活
の
美
意
識
に
は
、
む
し
ろ
一
味
の
冷
気
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ

ろ
に
、
末
期
的
症
状
が
認
め
ら
れ
る
と
共
に
、
型
と
し
て
そ
れ
を
楽
し
む
態
度

に
、
一
つ
の
時
代
か
ら
一
つ
の
時
代
へ
移
行
す
る
過
渡
的
意
識
な
い
し
現
象
の

あ
る
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
の
で
あ
る
。

四

 
こ
こ
に
い
う
二
つ
の
時
代
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
平
安
朝
時
代
と
鎌
倉
時
代

と
で
あ
ヶ
、
過
渡
的
現
象
と
い
え
ば
、
院
政
時
代
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿

の
時
代
区
分
で
は
、
平
安
朝
時
代
を
女
性
文
化
の
時
代
、
・
院
政
鎌
倉
時
代
を
男

性
文
化
の
時
代
と
考
え
て
い
る
の
で
、
過
渡
的
現
象
と
は
、
平
安
的
女
性
文
化
か
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ら
鎌
倉
的
男
性
文
化
へ
移
行
す
る
中
間
の
院
政
時
代
に
あ
っ
て
、
政
治
的
に

も
、
文
化
的
に
も
、
旧
を
送
り
、
新
を
迎
え
る
交
替
の
現
象
を
い
う
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
に
は
、
衰
退
す
る
貴
族
勢
力
と
興
起
す
る
武
士
勢
力

と
の
交
替
、
文
化
的
に
は
、
そ
の
内
報
を
簡
単
に
名
づ
け
て
い
え
ば
、
文
芸
趣

味
か
ら
実
用
主
義
へ
の
交
替
で
あ
る
。
堀
河
艶
書
合
は
、
そ
の
交
替
の
中
に
あ

．
っ
て
の
出
来
事
で
、
文
芸
的
な
遊
び
で
あ
る
と
同
時
に
、
書
簡
遊
戯
と
し
て
、

あ
る
い
は
、
特
殊
な
歌
書
簡
と
し
て
、
根
は
平
安
朝
に
あ
る
が
、
花
は
、
院
政

時
代
に
蕾
み
、
鎌
倉
時
代
に
咲
き
匂
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

 
凡
そ
文
芸
趣
味
な
い
し
主
義
が
持
つ
美
し
さ
の
要
素
は
、
高
雅
、
典
麗
、
優

美
、
純
全
、
風
流
な
ど
、
宣
長
的
物
の
あ
は
れ
の
、
咲
き
定
ま
る
牡
丹
花
の

よ
う
な
感
覚
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
貴
族
勢
力
の
衰
退
か
ら
没
落
へ
と
傾

く
に
つ
れ
て
、
物
の
あ
は
れ
に
孤
独
な
無
常
観
を
加
え
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

院
政
の
開
始
は
政
治
上
の
一
大
変
革
で
あ
っ
た
が
、
政
権
を
仙
洞
に
持
っ
て
行

か
れ
た
あ
と
の
禁
裏
の
空
虚
感
は
、
掩
い
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

堀
河
艶
書
合
は
、
天
皇
の
命
令
で
行
わ
れ
た
が
、
ま
た
、
自
然
な
成
行
で
も
あ

っ
た
。
艶
書
合
に
つ
づ
い
て
堀
河
百
首
も
あ
る
。
大
小
の
歌
合
や
、
取
合
、

何
々
合
と
行
わ
れ
た
の
も
、
こ
の
空
虚
感
、
雨
眉
感
を
紛
ら
す
手
段
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
た
、
平
忠
盛
が
昇
殿
を
許
さ
れ
る
や
、
西
行
は
出
家

し
、
忠
度
は
戦
死
し
、
建
礼
門
院
が
剃
髪
し
て
寂
光
院
に
籠
る
と
、
後
白
河
法
皇

の
、
関
東
に
遠
慮
さ
れ
な
が
ら
の
大
原
御
幸
も
あ
る
。
咲
き
極
ま
っ
た
白
牡
丹
の

花
辮
の
、
三
つ
四
つ
が
音
も
な
く
散
り
布
く
さ
び
し
さ
で
あ
る
。
物
の
あ
は
れ

は
、
む
し
ろ
院
政
期
に
入
っ
て
か
ら
源
頼
朝
挙
兵
後
の
数
年
に
集
中
さ
れ
た
か

の
観
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
百
年
後
の
「
方
丈
記
」
、
『
平

家
物
語
」
な
ど
へ
一
脈
を
傳
へ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
時
代
の
移

り
変
り
に
つ
れ
て
平
安
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
院
政
時
代
か
ら
い
え
ば
、

す
で
に
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
と
な
り
、
反
動
と
し
て
の
地
道
な
リ
ア
リ
ズ
ム
が
求
め

ら
れ
て
来
た
の
が
実
用
主
義
、
い
い
か
え
れ
ば
、
何
事
も
事
実
を
以
て
証
拠
と

す
る
実
謹
主
義
へ
の
道
で
あ
っ
た
。
 
『
水
鏡
』
、
『
大
鏡
」
、
『
今
鏡
』
な
ど

の
鏡
物
、
 
『
明
月
記
」
、
 
『
吾
妻
鏡
」
な
ど
の
記
録
物
、
 
『
貴
嶺
問
答
」
、
 
『

明
衡
往
来
」
、
『
東
山
往
来
」
、
『
釈
氏
往
来
』
な
ど
の
往
来
体
が
次
々
に
迎

え
ら
れ
、
『
弘
安
礼
節
」
式
の
書
札
礼
の
書
が
続
出
し
た
の
も
、
実
讃
を
重
ん
，

じ
た
風
潮
に
乗
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
い
ろ
ん
な
面
で
の
型
の
形

成
に
応
ず
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

五

、 
こ
の
堀
河
院
艶
書
合
を
、
わ
が
国
の
書
簡
体
小
説
の
源
流
で
あ
る
と
す
る
説

が
、
暉
峻
康
隆
の
「
日
本
の
書
翰
体
小
説
」
（
船
脚
肝
魍
に
あ
る
。
前
に
、
 
「
万

葉
集
」
に
あ
る
大
伴
旅
人
か
ら
藤
原
房
前
へ
贈
っ
た
日
本
琴
に
添
え
た
書
簡
を

書
簡
体
小
説
で
あ
る
と
し
た
窪
田
空
穂
の
説
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
和
歌
を

含
む
尺
腰
文
で
あ
り
、
暉
峻
説
は
、
書
簡
体
小
説
の
始
源
が
恋
愛
歌
の
贈
答
に

あ
る
と
こ
ろ
に
史
性
の
必
然
性
が
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
民
は
、
ま
ず
、

世
界
最
古
の
書
簡
体
小
説
が
日
本
に
あ
る
と
し
て
、
十
八
世
紀
の
中
頃
に
成
立

し
た
イ
ギ
リ
ス
の
サ
ム
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ス
ン
の
『
パ
ミ
ラ
」
が
、
世
界
に

お
け
る
書
簡
体
小
説
の
噛
矢
で
あ
る
と
い
う
従
来
説
を
否
定
し
、
そ
れ
に
先
行

す
る
こ
と
五
世
紀
の
平
安
朝
末
期
に
『
堤
中
納
言
物
語
」
中
の
「
よ
し
な
し
ご

と
」
が
あ
り
、
つ
づ
い
て
、
鎌
倉
時
代
初
期
と
推
定
さ
れ
る
「
上
野
君
消
息
」

が
あ
り
、
『
パ
ミ
ラ
」
に
半
世
紀
を
先
立
つ
元
禄
九
年
㌃
M
に
は
井
原
西
鶴
の
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遺
稿
「
萬
の
文
反
古
」
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
、

る
や
う
に
、
要
す
る
に
書
翰
文
範
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

散
文
二
十
と
し
て
の
書
翰
体
小
説
は
…
…
「
よ
し
な
し
ご
と
」
と
「
上
野

君
消
息
」
を
起
点
と
し
て
展
開
し
さ
う
な
も
の
で
あ
る
の
に
、
歴
史
は
見

事
に
豫
想
を
裏
切
っ
て
、
詩
歌
の
世
界
を
起
点
と
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
、
堀
河
院
艶
書
合
を
わ
が
国
に
お
い
て
の
書
簡
体
小
説
の
始
源
で
あ

る
と
し
、
そ
の
理
由
を
、
当
時
の
「
文
化
の
担
当
者
た
る
貴
族
社
会
の
男
女
関

係
は
、
恋
歌
す
な
は
ち
艶
書
を
も
っ
て
の
み
結
ば
れ
て
み
る
」
こ
と
に
帰
し
て

必
ず
し
も
予
想
外
の
こ
と
で
な
い
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。

 
も
っ
と
も
、
暉
峻
は
、
艶
書
と
い
っ
て
も
恋
歌
を
合
わ
せ
た
も
の
だ
か
ら
、

そ
れ
を
い
き
な
り
書
簡
体
小
説
と
は
い
え
な
い
が
、
当
時
す
で
に
動
き
は
じ
め

て
い
た
物
語
的
志
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
源
と
認
め
た
の
で
あ

る
。
．
も
っ
と
も
、
 
「
歌
書
簡
」
と
い
え
ば
、
問
題
は
な
い
。
ま
た
、
氏
は
、
こ

の
艶
書
合
は
、
『
源
氏
物
語
」
そ
の
他
の
好
情
的
な
恋
愛
物
語
に
密
接
に
つ
な

が
っ
て
い
る
が
、
 
『
落
窪
物
語
」
の
内
容
が
伝
奇
的
な
テ
ー
マ
小
説
で
あ
る
た

め
に
、
叙
事
的
な
消
息
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
、
次

の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
書
翰
体
小
説
が
発
達
す
る
に
つ
い
て
は
、
独
自
な

し
か
も
好
適
な
基
礎
的
條
件
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
平
安
朝
末
期
に
発
生
し

て
、
間
も
な
く
国
民
教
育
の
基
本
的
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
た
「
往
来
物
」
の

伝
統
で
あ
る
。
「
往
来
物
」
と
は
、
「
書
簡
往
復
ノ
事
」
と
説
か
れ
て
ゐ

堀
河
院
艶
書
合
が
象
徴
す
る
も
の

 
こ
れ
は
極
め
て
重
大
な
発
言
で
あ
る
。
そ
の
讃
と
し
て
一
、
 
「
よ
し
な
し
ご

と
」
が
、
藤
原
明
旦
の
『
新
猿
楽
記
』
、
『
明
野
往
来
」
と
、
往
来
体
な
い
し
往

来
物
と
し
て
の
形
式
が
似
て
い
る
こ
と
、
「
よ
し
な
し
ご
と
」
は
、
小
説
と
し

て
書
か
れ
た
も
の
で
、
書
簡
文
範
で
は
な
い
が
、
借
用
を
申
し
入
れ
た
魑
し
い

諸
国
の
物
産
の
品
目
は
、
『
新
猿
楽
記
』
か
ら
採
用
し
た
も
の
が
多
い
こ
と
な

ど
を
挙
げ
て
、
 
「
わ
が
国
最
初
の
書
翰
体
小
説
は
、
こ
れ
も
ま
た
発
生
し
て
間

も
な
い
書
翰
文
範
（
往
来
物
）
と
密
接
な
関
係
の
も
と
に
成
立
し
た
」
と
結
論

し
た
。

 
な
お
、
艶
書
合
か
ら
の
正
系
と
し
て
、
艶
書
小
説
雛
緩
と
も
い
う
べ
き
作
品

に
つ
い
て
、
氏
は
、
 
『
は
に
ふ
の
物
語
』
、
 
『
あ
だ
物
語
』
、
 
『
玉
虫
の
草

紙
」
、
『
ふ
く
ろ
ふ
の
草
子
』
、
層
「
薄
雪
物
語
』
、
『
詞
花
懸
露
量
」
、
「
薄

紅
葉
」
、
『
錦
木
物
語
』
、
『
恨
の
介
」
等
々
、
近
世
に
ま
で
列
な
る
諸
書
を

挙
げ
た
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
興
味
本
位
の
物
語
を
主
と
し
た
も

の
と
、
艶
書
の
文
範
の
た
め
か
と
思
わ
れ
る
も
の
と
の
二
種
に
分
か
れ
、
往
来

物
は
次
第
に
独
立
し
て
、
純
実
用
本
位
の
も
の
と
な
っ
て
行
っ
た
の
で
、
例
え

ば
、
『
懸
露
集
」
囑
倣
競
脚
み
七
ハ
六
一
）
は
、
初
に
、
艶
書
の
書
き
方
を
、
 
「
源

氏
」
や
『
狭
衣
物
語
』
の
例
を
引
い
て
詳
し
く
説
き
、
い
ろ
い
ろ
の
場
合
の
恋

文
の
手
本
を
十
一
篇
掲
げ
、
古
歌
を
添
え
て
い
る
が
、
歌
の
な
い
の
は
、
終

に
「
歌
あ
ら
ば
お
く
に
書
く
べ
し
。
」
と
書
き
添
え
て
お
り
、
 
『
薄
紅
葉
」

惇
課
馬
跳
墾
で
は
、
古
歌
を
利
用
し
て
、
特
定
の
男
女
の
恋
物
語
が
仕
組
ん
で

あ
り
・
『
簗
物
語
」
簾
五
巻
は
・
「
寄
一
幼
女
動
恋
」
・
「
無
難
」

「
祝
聖
恋
」
、
「
忍
久
恋
二
通
」
な
ど
に
分
類
し
て
、
こ
れ
は
か
な
り
の
名
文

卜
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で
、
歌
も
交
え
、
お
も
し
ろ
く
読
ま
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
消
息

の
見
本
を
集
め
る
こ
と
が
流
行
し
た
の
は
、
堀
河
院
艶
書
合
と
、
往
来
物
の
出

 
ば
あ
夢

現
ど
、
遊
惰
の
風
潮
な
ど
の
影
響
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
、
何
と
な
く
型
を
求
め

ゑ
タを

気
風
に
動
か
さ
れ
て
の
実
用
主
義
の
現
象
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
院

政
時
代
か
ら
遠
く
明
治
時
代
の
半
ば
に
及
ぶ
メ
イ
ン
・
カ
レ
ン
ト
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
堀
河
院
艶
書
合
の
意
義
は
、
必
ず
し
も
「
平
安
末
期

の
象
徴
」
の
み
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

一」
ノ、

'
尾
崎
雅
嘉
の
「
百
人
一
首
一
夕
話
」
妖
課
訓
輯
）
（
伽
を
見
る
と
、
俊
忠
と
紀
伊

と
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
、
「
金
葉
集
恋
下
に
、
堀
川
院
の
け
さ
う
ぶ
み
あ
は
せ

に
よ
め
る
、
中
納
言
俊
忠
…
…
其
か
へ
し
に
、
此
紀
伊
の
歌
あ
り
。
…
…
又
女

房
た
ち
よ
り
其
か
へ
り
ご
と
を
せ
さ
せ
給
へ
り
。
こ
れ
を
艶
書
合
と
い
へ
り
。

け
さ
う
と
は
懸
想
と
か
き
て
、
人
に
こ
こ
ろ
を
か
く
る
事
な
り
。
そ
れ
故
艶
書

を
け
さ
う
文
と
い
へ
り
。
」
と
あ
る
。
歌
書
簡
で
は
あ
る
が
、
「
艶
書
」
と
も

「
け
さ
う
ぶ
み
」
と
も
い
い
、
「
懸
想
文
」
と
も
書
く
こ
と
も
推
定
さ
れ
る
。

あ
と
に
懸
想
文
売
の
挿
図
を
入
れ
、
説
明
に
、
寛
文
の
こ
ろ
雛
蝉
朝
代
に
は
廃
れ

た
、
と
あ
る
。

 
折
口
信
夫
釈
雪
空
は
、
「
懸
想
文
の
あ
る
観
察
」
-
罐
逆
臣
牡
鋤
獺
糊
槍
殆
鞭
・
の

中
に
、
「
懸
想
文
は
、
早
く
か
ら
恋
歌
と
並
行
し
て
居
た
。
私
の
謂
ふ
恋
歌
は

長
歌
形
式
を
採
る
も
の
で
、
和
歌
な
の
は
、
艶
書
と
い
ひ
た
い
。
」
艶
書
は

「
艶
書
歌
」
の
義
で
あ
る
、
と
い
う
一
節
が
あ
る
。

 
五
老
井
事
忌
の
選
し
た
『
風
俗
文
選
」
誼
泳
栃
σ
年
四
）
の
書
類
に
「
院
、
艶
書
」

と
題
し
て
、

 
 
 
 
 
 
ふ
く
ろ
ふ

や
ま
と
の
国
に
昊
と
い
ふ
鳥
あ
り
、
鶯
姫
を
こ
ひ
て
、
文
か
き
や
る
。

こ
と
に
そ
も
じ
は
ま
こ
と
も
じ
、
い
く
た
び
も
文
か
よ
は
し
て
、
ま
こ
と

の
文
字
の
返
し
見
る
ま
で
。

と
書
い
た
の
が
あ
る
。
堀
河
院
艶
書
合
と
は
関
係
の
な
い
も
の
で
、
藤
井
紫
影

の
「
鷹
風
俗
文
選
通
釈
」
に
も
、
 
「
何
れ
の
院
の
書
し
玉
ひ
し
に
や
、
い
ま
だ

考
へ
ず
。
」
と
あ
る
。
量
は
夜
鳴
く
鳥
な
の
で
、
妻
恋
う
男
に
喩
え
ら
れ
た
か
、

鶯
姫
に
嘘
の
音
便
（
音
通
）
が
あ
る
の
で
、
偽
り
の
恋
の
情
を
恨
む
と
し
た
も

の
か
、
名
こ
そ
う
そ
姫
で
も
、
ま
こ
と
の
恋
の
情
が
あ
れ
ば
、
殊
に
そ
な
た
は

そ
う
ら
し
い
か
ら
、
い
っ
か
ば
真
心
こ
め
た
恋
の
返
事
が
来
る
で
あ
ろ
う
、
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
藤
井
博
士
は
、
「
そ
も
じ
と
い
ふ
よ
り
ま
こ
と
も
じ
と

い
ひ
、
ま
こ
と
の
文
字
の
返
事
と
い
ふ
、
俳
言
な
る
に
よ
り
て
髪
に
出
し
た
る

と
見
ゆ
。
」
と
註
し
た
。

 
以
上
の
経
過
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
過
渡
的
現
象
は
、
書
札
礼
と
相
通
ず
る

も
の
が
あ
る
。
堀
河
院
艶
書
合
は
、
書
簡
の
一
形
式
と
し
て
の
歌
書
簡
で
あ

り
、
文
芸
趣
味
の
も
の
で
あ
る
が
、
「
よ
し
な
し
ご
と
」
は
小
説
と
し
て
書
か

れ
た
書
簡
で
榊
税
勧
肝
碓
二
型
は
柑
繕
蹴
聯
謝
端
歌
舗
響
湿
土
％
文
芸
作
品
で
あ
る
が
、

内
容
は
物
品
列
挙
の
実
用
主
義
を
含
み
、
往
来
体
は
書
簡
文
範
と
し
て
の
純
実

用
主
義
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の
時
代
に
か
け
て
の
意
義
が
こ
こ
に
あ

っ
て
お
も
し
ろ
く
、
書
札
礼
と
し
て
も
、
現
存
の
資
料
が
な
い
の
で
、
中
間
的

現
象
は
定
か
で
な
い
が
、
文
芸
作
品
で
あ
る
『
枕
草
子
』
に
潜
在
書
札
礼
が
あ

り
、
実
用
本
位
の
「
消
息
耳
底
醸
造
』
が
事
実
を
以
て
証
明
す
る
実
証
主
義
に

終
始
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
時
代
の
変
韓
が
見
ら
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
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