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一

　

鴨
長
明
の
生
年
は
一
一
五
五
年
（
久
寿
２
）
ご
ろ
、没
年
は
一
二
一
六
年
（
建

保
４
）
で
六
二
歳
く
ら
い
で
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
一
方
、
西
行
は
生
年
は

一
一
一
八
年
（
元
永
１
）
没
年
は
一
一
九
〇
年
（
建
久
１
）
で
、
享
年
七
三
歳

で
あ
る
。
両
者
の
年
令
差
は
お
よ
そ
三
十
七
歳
、
相
当
の
開
き
が
あ
る
と
い
え

ば
あ
る
。
し
か
し
、
西
行
没
年
時
、
長
明
三
六
歳
に
達
し
て
お
り
、
二
人
は
一

定
の
期
間
で
は
あ
る
が
、
歌
人
と
し
て
の
活
動
期
を
と
も
に
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。

　

長
明
は
そ
の
著
作
か
ら
す
る
と
、
西
行
の
こ
と
は
充
分
知
っ
て
お
り
、
敬
愛

し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、『
方
丈
記
』

の
日
野
の
閑
居
を
述
べ
る
く
だ
り
で
、

山
鳥
の
ほ
ろ
と
な
く
を
聞
き
て
も
、
父
か
母
か
と
疑
ひ
、
峰
の
鹿か
せ
ぎの
近

く
な
れ
た
る
に
つ
け
て
も
、
世
に
遠
ざ
か
る
ほ
ど
を
知
る
。
或
は
ま
た
、

埋
み
火
を
か
き
お
こ
し
て
、
老
の
寝
覚
の
友
と
す
。
お
そ
ろ
し
き
山
な

ら
ね
ば
、
ふ
く
ろ
ふ
の
声
を
あ
は
れ
む
に
つ
け
て
も
、
山
中
の
景
気
、

折
に
つ
け
て
、
つ
く
る
こ
と
な
し
。	

（
方
丈
記
）　

　
こ
の
部
分
は
い
く
つ
か
の
先
行
作
品
を
下
敷
に
し
て
い
る
。
手
短
か
に
述
べ
れ

ば
、

山
鳥
の
ほ
ろ
と
な
く
を
聞
き
て
も
父
か
母
か
と
疑
ひ	

（
方
丈
記
）

は
、
行
基
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
、

山
鳥
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
鳴
く
声
聞
け
ば

父
か
と
ぞ
思
ふ
母
か
と
ぞ
思
ふ	

（
玉
葉
集
・
二
六
一
四
）

と
い
う
歌
を
下
敷
に
し
て
い
る
し
、

峰
の
鹿
の
近
く
な
れ
た
る
に
つ
け
て
も
、
世
に
遠
ざ
か
る
ほ
ど
を
知
る

（
方
丈
記
）

は
、
西
行
が
大
原
に
い
る
寂
然
に
送
っ
た
、

山
深
み
馴
る
る
鹿
の
気
近
さ
に

世
に
遠
ざ
か
る
ほ
ど
ぞ
知
ら
る
る	

（
山
家
集
・
一
二
〇
七
）

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
時
、
西
行
は
高
野
山
に
い
て
、
大
原
隠
居
の
寂
然
に
十
首
の
歌
を
送
っ

た
。
そ
の
初
句
は
す
べ
て
、「
山
深
み
…
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
著
名

な
歌
群
で
、
西
行
の
代
表
的
な
作
品
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に

鴨
長
明
と
西
行

浅  

　
見  

　
和  

　
彦
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対
し
て
寂
然
が
応
じ
た
十
首
歌
は
結
句
を
す
べ
て
「
大
原
の
里
」
で
ま
と
め
、

二
人
の
友
愛
関
係
の
深
さ
が
し
の
ば
れ
る
贈
答
歌
で
あ
る
。
ち
な
み
に
寂
然
の

西
行
へ
の
返
歌
は
、

も
ろ
と
も
に
秋
も
山
路
も

深
け
れ
ば
鹿し
か

ぞ
悲
し
き
大
原
の
里	

（
山
家
集
・
一
二
一
七
）

で
、
内
容
、
措
辞
の
面
で
、
丁
寧
に
応
答
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

西
行
、
寂
然
の
十
首
の
応
答
歌
群
は
高
野
、
大
原
と
い
う
隠
棲
地
の
生
活
ぶ

り
を
み
ご
と
に
歌
い
上
げ
た
も
の
で
、
長
明
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
少
な
く
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
群
の
一
首
、
西
行
歌
の
、

山
深
み
気け

近
き
鳥
の
音
は
せ
で

物
恐
し
き
ふ
く
ろ
ふ
の
声	

（
山
家
集
・
一
二
〇
三
）

を
受
け
て
、
鴨
長
明
は
、

恐
し
き
山
な
ら
ね
ば
、
ふ
く
ろ
ふ
の
声
を
あ
は
れ
む
つ
け
て
も
、
山
中

の
景
気
、
折
に
つ
け
て
、
尽
く
る
こ
と
な
し
。	

（
方
丈
記
）

と
引
歌
の
か
た
ち
で
引
用
し
、
西
行
歌
へ
の
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

　

お
お
よ
そ
の
推
定
で
あ
る
が
、長
明
の
歌
林
苑
へ
の
参
加
は
一
一
八
三
年（
寿

永
２
）
ご
ろ
で
、
長
明
二
九
歳
ご
ろ
の
こ
と
か
と
さ
れ
る
。
そ
の
こ
ろ
西
行
は

六
十
六
歳
で
高
齢
な
が
ら
も
ち
ろ
ん
存
命
し
て
い
る
。
西
行
は
そ
の
歌
集
類
か

ら
俊
恵
、
源
頼
政
、
殷
富
門
院
大
輔
、
隆
信
、
寂
蓮
、
登
蓮
、
空
仁
な
ど
歌
林

苑
に
出
入
り
し
て
い
た
歌
人
た
ち
と
の
交
流
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
残
念
な
が
ら
現
在
知
り
う
る
か
ぎ
り
の
範
囲
で
あ
る
が
、
西
行
と
長
明
の

直
接
的
な
出
会
い
、
接
触
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
な
い
。
西
行
側
の
資

料
か
ら
知
ら
れ
る
人
々
は
俊
恵
は
も
と
よ
り
頼
政
、
登
蓮
な
ど
長
明
と
関
わ
り

が
深
い
歌
人
た
ち
で
あ
っ
て
、
西
行
の
歌
集
類
に
長
明
の
名
が
見
え
な
い
こ
と

は
、
た
ま
た
ま
の
偶
然
の
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
何
か
理
由
が
あ
る
の
か
、

判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、歌
林
苑
歌
会
の
歌
題
の
一
致
の
事
実
な
ど
か
ら「
西

行
が
何
ら
か
の
形
で
歌
林
苑
と
関
わ
っ
て
い
た
確
率
は
か
な
り
高
い
」
と
さ
れ

る
わ
け
で
、
西
行
と
長
明
が
際
会
す
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
歌
林
苑
は
概
し
て
開
放
的
、
友
好
的
な
雰
囲
気
の
集
ま

り
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
頼
政
集
』
に
載
る
源
頼
政
と
空
仁

の
贈
答
歌
は
、

少
別
当
入
道
空
仁
と
申
歌
よ
む
も
の
侍
る
と
、
年
比
聞
き
わ
た
り
侍
る

に
、
か
れ
も
聞
き
て
、
た
が
ひ
に
い
か
で
あ
ひ
見
て
し
が
な
と
思
ひ
け

る
ほ
ど
に
、
歌
林
苑
に
て
人
丸
が
影
供
し
侍
り
け
る
日
会
ひ
て
、
歌
詠

み
な
ど
し
て
後
、
ほ
ど
へ
て
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

　

音
に
の
み
聞
き
聞
か
れ
つ
つ
過
ぎ
す
ぎ
て

　

見
き
な
我
見
き
そ
の
後
い
か
に	

（
頼
政
集
・
六
二
九
）

　
　

返
し

　

恋
ひ
こ
ひ
て
見
き
我
見
え
き
そ
の
後
は

　

忍
び
ぞ
か
ぬ
る
君
は
よ
に
あ
ら
じ	

（
頼
政
集
・
六
三
〇
）

　

頼
政
、
空
仁
の
両
者
は
前
々
か
ら
互
い
の
存
在
を
知
っ
て
は
い
た
が
、
よ
う

や
く
歌
林
苑
で
の
人
丸
影
供
の
折
り
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
喜
び
を
誹

諧
歌
風
の
恋
歌
仕
立
て
で
、
心
懐
を
伝
え
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
歌
林
苑
会
衆

（
１
）
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や
同
人
た
ち
の
間
で
は
こ
う
し
た
や
り
取
り
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
よ
う

で
、
歌
林
苑
と
い
う
場
所
が
同
人
間
の
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
歌
人
同
士
の
交
誼
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
集
の
中
か
ら
数
多
く
拾
う
こ
と

が
で
き
る
。
歌
林
苑
に
参
会
し
た
と
推
定
さ
れ
る
人
数
は
お
よ
そ
四
十
名
程
度

と
推
計
さ
れ
、
同
人
で
あ
っ
た
鴨
長
明
は
も
ち
ろ
ん
、
西
行
も
「
何
ら
か
の
形

で
歌
林
苑
と
関
わ
っ
て
い
た
確
率
は
か
な
り
高
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
西
行

と
長
明
が
歌
林
苑
で
際
会
す
る
機
会
も
あ
り
え
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
二
人
の
親
密
度
は
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
か
は
分
ら
な
い
。
先
に

述
べ
た
よ
う
に
二
人
の
交
流
を
示
す
資
料
、
作
品
が
現
時
点
で
知
ら
れ
て
い
な

い
の
で
、
残
念
な
が
ら
不
明
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
長
明
の
歌
林
苑
へ
の

登
場
は
一
一
八
三
年
（
寿
永
２
）
こ
ろ
、
長
明
二
十
九
歳
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
、

そ
の
こ
ろ
西
行
は
す
で
に
六
十
六
歳
と
な
っ
て
い
た
。
長
明
は
俊
恵
や
中
原
有

安
ら
か
ら
そ
の
才
能
を
認
め
ら
れ
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た
と
は
い

え
、
西
行
と
較
べ
れ
ば
、
や
は
り
弱
輩
で
あ
り
、
そ
の
立
場
は
不
安
定
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
、
西
行
と
い
え
ば
、
押
し
も
押
さ
れ
ぬ
著
名
な
大
歌
人
、
天
皇
、
院
、

女
院
な
ど
貴
顕
と
の
交
流
も
非
常
に
多
か
っ
た
。
長
明
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に

西
行
と
は
仰
ぎ
見
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
年
齢
と
い
い
、
歌

歴
と
い
い
、
社
会
的
身
分
と
い
い
、
二
人
の
懸
隔
は
想
像
以
上
に
大
き
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
て
い
く
と
、
西
行
の
歌
什
に
長
明
が
出
て
こ

な
い
と
い
う
の
も
、
さ
ほ
ど
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

（
２
）

三

　

西
行
の
歌
数
は
お
よ
そ
二
三
〇
〇
首
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
大
部
な
詠
出
歌
の

中
で
西
行
は
家
族
を
歌
わ
な
い
。父
も
母
も
妻
も
子
も
、明
確
に
そ
れ
ら
の
人
々

を
取
り
上
げ
て
歌
っ
た
歌
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
『
聞
書
集
』
に
載

る
「
地
獄
絵
を
見
て
」
と
い
う
連
作
の
中
で
、

あ
は
れ
み
し
乳
房
の
こ
と
も
忘
れ
け
り

我
が
悲
し
み
の
苦
の
み
お
ぼ
え
て	

（
聞
書
集
・
二
一
一
）

た
ら
ち
を
の
行
方
を
我
も
知
ら
ぬ
か
な

同
じ
ほ
の
ほ
に
咽
ぶ
ら
め
ど
も	

（
同
・
二
一
二
）

の
二
首
が
あ
る
く
ら
い
で
、
直
接
、
家
族
を
歌
作
の
中
で
歌
い
上
げ
た
も
の
は

な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　

な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
、
現
代
の
作
家
、
芸
術
家
た
ち

に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
作
者
た
ち
の
中
に
は
自
分
の
家
族
や
個
人
的
な

事
情
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
嫌
う
人
々
が
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
な
か
に
は
個

人
的
な
事
柄
を
つ
つ
み
隠
さ
ず
公
け
に
し
て
、
あ
る
い
は
暴
露
し
て
、
ま
た
そ

れ
を
製
作
活
動
の
バ
ネ
と
す
る
と
い
う
人
々
が
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
た

と
え
ば
近
代
の
私
小
説
家
な
ど
が
そ
の
類
い
で
あ
る
。

　

だ
が
西
行
は
明
ら
か
に
前
者
。
す
な
わ
ち
自
身
の
家
族
や
係
累
に
つ
い
て
は

ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く
触
れ
ず
、
作
品
の
世
界
と
個
人
的
な
実
生
活
は
で

き
る
限
り
遮
断
し
、
芸
術
的
世
界
に
専
念
し
、
家
族
、
家
庭
な
ど
の
生
活
的
な

事
柄
か
ら
自
由
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
が
、
西
行
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
二
三
〇
〇
首
も
の
歌
作
を
残
し
な
が
ら
家
族
に
か
か
わ
る
こ
と
は
意
図
し
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て
歌
っ
て
い
な
い
理
由
は
西
行
の
文
学
者
と
し
て
の
信
念
に
も
近
い
不
可
侵
の

生
き
方
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

四

　

鴨
長
明
に
『
発
心
集
』
と
い
う
仏
教
説
話
集
が
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
中
に
二
話
ほ
ど
西
行
が
登
場
し
て
く
る
。

　

ま
ず
最
初
は
巻
六
・
十
二
「
郁
芳
門
院
の
侍
良
、武
蔵
野
に
住
む
事
」
で
あ
る
。

西
行
が
東
国
を
修
行
し
て
い
た
時
、
八
月
十
日
余
り
の
月
の
美
し
い
夜
、
武
蔵

野
に
さ
し
か
か
る
。
昼
の
よ
う
な
明
る
い
月
夜
で

花
の
色
々
露
を
帯
び
、
虫
の
声
々
風
に
た
ぐ
ひ
つ
つ
、
心
も
及
ば
ず
は

る
ば
る
と
、
野
中
に
経
の
声
聞
こ
ゆ
。	

（
発
心
集
）

と
い
う
情
景
を
目
に
す
る
。
不
思
議
に
思
っ
て
西
行
が
声
を
尋
ね
て
い
く
と
、

そ
こ
に
は

わ
づ
か
に
一
間
ば
か
り
な
る
庵
あ
り
。
萩
、女
郎
花
を
囲
ひ
に
し
て
、薄
、

刈
萱
、
荻
な
ど
を
取
り
ま
ぜ
つ
つ
、
上
に
は
葺
け
り
。
そ
の
中
に
年
た

け
た
る
枯
声
に
て
、
法
華
経
を
つ
づ
り
読
む
。	
（
同
）

　

ま
さ
に
絵
に
描
い
た
よ
う
な
武
蔵
野
の
風
景
で
、『
撰
集
抄
』『
西
行
物
語
』『
西

行
物
語
絵
詞
』
な
ど
各
書
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　
「
西
行
」
が
庵
主
に
誰
何
す
る
と
、
そ
の
者
は
、「
昔
、
郁
芳
門
院
の
侍
の
長
」

で
あ
っ
た
が
、門
院
の
没
後
、出
家
し
、こ
こ
の
草
花
の
美
し
さ
に
さ
そ
わ
れ
て
、

野
中
に
跡
を
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
答
え
る
の
だ
っ
た
。
郁
芳
門
院
は
白
河

天
皇
鍾
愛
の
皇
女
媞
子
内
親
王
で
、
そ
の
死
は
嘉
保
三
年
（
一
〇
九
六
）
で
、

ま
だ
二
十
一
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。

　

西
行
は
二
度
、
陸
奥
へ
と
足
を
延
ば
し
て
お
り
、
年
代
的
に
い
っ
て
初
度
の

旅
の
折
の
話
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
武
蔵
野
の
中

に
営
ま
れ
て
い
た
「
一
間
の
ば
か
り
な
る
庵
」
と
、
長
明
が
日
野
山
中
に
営
ん

だ
方
丈
の
庵
と
そ
の
雰
囲
気
が
似
通
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
長
明
は
こ
の
西

行
が
偶
目
し
た
と
い
う
庵
の
た
た
ず
ま
い
を
ど
こ
か
で
参
考
に
し
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。五

　
『
発
心
集
』
に
載
る
も
う
一
つ
の
西
行
説
話
は
「
西
行
が
女
子
、
出
家
の
事
」

（
六
ノ
五
）
で
あ
る
。
か
な
り
長
大
な
話
で
あ
る
の
で
、
概
略
を
記
す
と
、
西

行
が
出
家
す
る
時
、
西
行
は
賞
愛
す
る
我
が
娘
の
世
話
を
「
弟
」
に
頼
ん
で
各

地
の
修
行
へ
と
旅
立
っ
た
。
二
、三
年
経
っ
た
こ
ろ
、
京
に
立
ち
戻
り
、
娘
の

こ
と
を
思
い
出
し
、
ふ
と
弟
の
家
の
近
く
に
立
ち
寄
り
、
庭
で
遊
ぶ
娘
の
姿
を

目
撃
す
る
。
五
歳
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
娘
は
顔
、
か
た
ち
も
美
し
く
生
い
育
っ

た
も
の
の
、
身
な
り
は
粗
末
で
下
種
に
ま
じ
っ
て
遊
ん
で
い
た
。
西
行
は
無
念

に
思
い
、
そ
れ
を
ず
っ
と
心
に
か
け
て
い
た
。
西
行
の
胸
中
の
想
い
は
養
家
に

も
伝
わ
っ
た
の
か
、
西
行
の
妻
と
縁
の
あ
っ
た
九
条
民
部
卿
の
娘
、
冷
泉
殿
の

養
女
と
し
て
西
行
の
娘
は
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
娘
は
大
切
に
育
て
ら

れ
、
十
五
、六
歳
ま
で
生
い
育
つ
。
養
母
の
冷
泉
殿
に
は
腹
違
い
の
妹
が
い
て
、

彼
女
に
播
磨
三
位
藤
原
家
明
と
い
う
人
物
を
聟
取
り
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ

こ
で
西
行
の
娘
は
下
仕
え
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
を
洩
れ
聞
い
た
西
行
は
不
満
に
思
い
、
娘
を
と
あ
る
と
こ
ろ
に
呼
び
出

し
、
自
分
の
考
え
を
こ
う
伝
え
た
。「
長
じ
た
ら
、
帝
の
后
や
内
親
王
の
女
房
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に
な
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
二
流
ど
こ
ろ
の
雑
仕
と
し

て
働
く
こ
と
な
ど
は
、
と
て
も
承
引
で
き
な
い
。
そ
ん
な
勤
め
は
断
わ
り
、
出

家
し
て
、
母
の
尼
の
側
で
暮
ら
せ
と
い
う
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
娘
は
し
ば

ら
く
思
案
の
の
ち
、
そ
の
場
で
父
の
言
葉
に
従
い
、
尼
と
な
り
、
母
親
と
と
も

に
高
野
山
の
麓
の
天
野
と
い
う
と
こ
ろ
で
暮
ら
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

	

（
発
心
集
）

　

西
行
の
歌
人
と
し
て
の
活
躍
や
、
陸
奥
や
四
国
な
ど
へ
の
旅
な
ど
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
が
、
西
行
の
家
族
や
一
族
に
つ
い
て
の
情
報
は
希
少
で
、
こ
の
西

行
の
娘
の
出
家
に
い
た
る
話
な
ど
は
貴
重
な
伝
承
を
伝
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、『
発
心
集
』
は
説
話
集
で
あ
る
わ
け
で
、
ど
こ
ま
で

事
実
を
伝
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

　

し
か
し
本
話
は
人
物
の
紹
介
も
正
確
で
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
か
な
り

信
憑
性
が
高
い
と
さ
れ
る
。
西
行
の
剛
い
性
格
も
激
し
い
気
性
も
う
か
び
出
て

く
る
。
お
お
よ
そ
の
研
究
者
た
ち
も
ほ
ぼ
こ
れ
を
事
実
譚
と
考
え
て
い
る
の
も

宜
な
る
か
な
、「
西
行
伝
の
史
料
と
し
て
価
値
あ
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

西
行
の
勧
め
に
従
っ
て
、
出
家
し
た
娘
が
過
ご
し
た
と
さ
れ
る
「
高
野
の
ふ

も
と
」
の
「
天
野
」（
和
歌
山
県
か
つ
ら
ぎ
町
）
は
当
時
、
高
野
山
に
籠
っ
た

父
や
夫
な
ど
を
慕
い
、
女
人
禁
制
の
高
野
山
ゆ
え
親
族
の
婦
女
子
が
隠
棲
し
た

と
こ
ろ
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
近
く
に
は
丹
生
都
比
売
神
社
が
あ
り
、
近
傍
に

は
西
行
妻
と
娘
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
宝
篋
印
塔
も
現
存
す
る
。

（
３
）

六

　

西
行
と
娘
で
は
西
行
が
出
家
前
に
四
才
の
娘
を
縁
か
ら
蹴
り
落
と
す
と
い
う

話
（
西
行
物
語
な
ど
）
な
ど
が
著
名
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
西
行
と
娘
に
つ

い
て
は
と
か
く
話
題
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の

『
発
心
集
』
の
話
は
『
西
行
物
語
』
な
ど
の
説
話
と
は
違
っ
て
、
格
段
に
事
実

性
が
高
く
、
信
憑
性
に
富
む
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

　

長
明
は
ど
う
や
っ
て
こ
の
西
行
に
関
わ
る
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
取
材
源
に
つ
い
て
は
全
く
も
っ
て
不
明
で
あ
る
が
、

長
明
が
西
行
か
ら
直
接
聞
き
知
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
な
く
は
な
い
が
、
前
に

ふ
れ
た
よ
う
に
西
行
は
個
人
的
、
家
庭
的
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん

ど
語
ら
ず
、
秘
匿
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
歌
林
苑
あ
た
り

の
歌
人
仲
間
か
ら
長
明
は
聞
き
知
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
西

行
の
か
な
り
身
近
の
個
人
的
な
事
情
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
く
、
長
明
と
し
て
は
敬
慕
す
る
西
行
の
貴
重
な
情
報
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
を

『
発
心
集
』
に
書
き
入
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

一
方
、
西
行
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
西
行
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
の
心
中
に
と

ど
め
お
い
て
い
た
よ
う
な
娘
と
の
一
件
が
か
く
も
あ
か
ら
さ
ま
に
、
か
つ
細
密

に
語
ら
れ
る
こ
と
は
、当
然
、西
行
に
と
っ
て
は
好
ま
し
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
そ
れ
を
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
公
け
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
心
外

な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

ち
ょ
っ
と
断
っ
て
お
く
が
、『
発
心
集
』の
成
立
年
時
は
不
明
で
あ
る
わ
け
で
、

お
そ
ら
く
長
明
の
晩
年
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
西
行
が
長
明
作
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の
『
発
心
集
』
を
直
接
披
読
し
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

西
行
が
見
た
、
あ
る
い
は
知
っ
た
と
す
れ
ば
、
長
明
が
西
行
と
娘
の
い
き
さ
つ

を
ど
こ
か
で
口
外
し
て
い
た
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
何
ら
の
か
た
ち
で
披
露
し
て

い
る
こ
と
を
聞
き
知
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は

西
行
に
と
っ
て
承
服
し
が
た
い
こ
と
で
、
長
明
と
い
う
人
物
を
敬
遠
し
、
親
密

な
交
流
は
当
然
忌
避
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
西
行
側
の

資
料
や
詠
作
に
長
明
の
名
が
出
て
来
な
い
の
も
、
こ
う
し
た
裏
の
事
情
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

七

　

長
明
と
い
う
人
は
隠
密
に
し
て
お
く
べ
き
こ
と
を
意
外
に
あ
っ
さ
り
と
広
言

し
た
り
、
公
衆
の
面
前
で
公
け
に
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
せ
み
の
小

川
」
の
秘
儀
を
歌
人
仲
間
に
勝
手
に
語
り
、
下
鴨
神
社
袮
宜
の
鴨
祐
兼
の
憤
り

を
か
っ
た
こ
と
も
、
未
伝
授
の
秘
曲
を
聴
衆
の
前
で
無
許
可
で
演
奏
し
た
と
追

及
さ
れ
た
こ
と
も
、
厳
重
に
守
秘
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
わ
り
と

気
楽
に
越
え
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
西
行
は
長

明
の
そ
ん
な
性
向
を
知
っ
て
い
て
、
あ
え
て
親
近
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
西
行
と
長
明
と
の
間
に
は
ど
う
や
ら
微
妙
な
問
題
が
あ
っ
た

の
で
は
と
、
つ
い
つ
い
想
像
し
た
く
な
る
。

　

鴨
長
明
に
は
、伊
勢
へ
の
旅
行
を
記
し
た
『
伊
勢
記
』
と
い
う
紀
行
文
が
あ
っ

た
ら
し
い
。「
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
い
う
の
は
残
念
な
が
ら
現
在
完
本
の
か
た

ち
で
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
各
書
に
引
か
れ
る
逸
文
（『
伊
勢
記
抜
書
』
な
ど
）

に
よ
っ
て
一
部
が
伝
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
残
さ
れ
た
中
に
、

西
行
法
師
、
住
み
侍
り
け
る
安
養
山
と
い
ふ
所
に
、
人
々
歌
よ
み
連
歌

な
ど
し
侍
り
し
時
、
海
辺
落
葉
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る

　
　

秋
を
焼
く
神
崎
山
は
色
消
え
て

　
　

嵐
の
す
ゑ
に
あ
ま
の
藻
塩
火	

（
伊
勢
記
抜
書
）

と
い
う
長
明
の
歌
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
長
明
は
西
行
が
い
た
と
さ
れ
る

安
養
山
で
人
々
と
和
歌
、
連
歌
を
楽
し
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
安
養
山
」

と
い
う
場
所
は
三
重
県
度
会
郡
二
見
町
の
地
名
で
、
当
時
安
養
寺
と
い
う
寺
が

あ
っ
た
。

　

一
九
九
二
年
か
ら
の
発
掘
調
査
で
は
鎌
倉
前
半
ご
ろ
の
土
器
、
瓦
、
将
棋
駒
、

墨
書
木
製
品
な
ど
が
多
数
出
土
し
、
い
ず
れ
も
中
世
の
生
活
ぶ
り
を
示
す
貴
重

な
品
々
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
三
間
四
方
の
方
形
の
建
物
跡
が
発

見
さ
れ
、
そ
の
構
造
は
南
側
に
半
間
の
縁
、
東
側
に
廂
が
付
設
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
ま
さ
し
く
長
明
が
日
野
山
中
に
建
て
た
方
丈
の
庵
の
原
型
を

見
る
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。「
西
行
法
師
、
住
み
侍
り
け
る
安
養
山
と
い
ふ
所
」

（
伊
勢
記
抜
書
）
に
長
明
は
実
際
に
訪
れ
、
実
見
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
の
で
、
こ
の
庵
も
長
明
は
自
分
の
眼
で
た
し
か
め
、
後
年
の
方
丈
の
庵
の
建

造
の
参
考
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
安
養
寺
遺
跡
か
ら
の
眺
望
は
な
か
な
か
な
も
の
で
、
目
の
前
を
五
十
鈴

川
が
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
、
遠
く
に
は
伊
勢
湾
も
望
め
る
勝
景
の
地
で
あ
る
。
こ

こ
で
長
明
は
人
々
と
歌
会
を
開
き
、
和
歌
、
連
歌
に
興
じ
た
。
和
歌
か
ら
は
長

明
の
充
足
感
、
満
足
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

し
か
し
残
念
な
が
ら
長
明
は
こ
の
伊
勢
の
地
で
も
西
行
と
は
会
っ
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
長
明
の
伊
勢
行
は
諸
説
あ
っ
て
特
定
で
き
な
い
が
、
通
説
で
は
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一
一
八
六
年
（
文
治
二
）、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、

後
者
の
場
合
は
西
行
の
没
年
（
二
月
一
六
日
）
に
あ
た
り
、
長
明
が
伊
勢
の
地

で
西
行
と
出
逢
う
可
能
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る
。
前
者
は
も
ち
ろ
ん
西
行
は
存

命
中
で
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
、
西
行
は
東
大
寺
料
砂
金
勧
進
の
た
め
、
陸
奥

国
平
泉
へ
と
向
か
い
、
途
中
、
鎌
倉
に
立
ち
寄
り
、
源
頼
朝
と
面
談
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
（
吾
妻
鏡
。
文
治
二
年
八
月
一
五
日
）。

八

　

長
明
の
伊
勢
行
は
、

伊
勢
へ
下
り
け
る
に
、
野
路
う
ち
過
ぎ
て
、
石
部
河
原
と
い
ふ
と
こ
ろ

に
て
友
待
つ
ほ
ど
に
、
風
の
い
た
く
吹
け
ば
、
蓬
の
中
に
よ
り
ふ
し
て

　
　

横
田
山
石
部
河
原
の
蓬
生
に
秋
風
寒
み
都
恋
し
み	

（
伊
勢
記
抜
書
）

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
出
立
は
秋
冬
の
頃
と
推
定
さ
れ
る
わ
け
で
、
長
明

が
西
行
と
伊
勢
で
偶
会
し
た
可
能
性
は
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

西
行
の
足
取
り
を
た
ど
れ
ば
、
西
行
は
八
月
十
五
日
、
鎌
倉
で
頼
朝
と
会
っ

て
い
る
わ
け
で
（
吾
妻
鏡
）、
逆
算
し
て
西
行
の
伊
勢
出
立
は
七
月
か
ら
八
月

初
頭
と
推
定
さ
れ
る
。
一
方
、長
明
の
伊
勢
行
は
「
秋
風
寒
み
」（
伊
勢
記
抜
書
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
秋
の
冷
気
が
す
で
に
迫
っ
て
き
て
い
る
季
節
で
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
、
今
回
も
長
明
は
西
行
と
の
面
談

の
機
会
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
全
く
の
想
像
で
し
か
な
い
が
、
西
行
は
長
明
と
会
い
た
く
な

か
っ
た
。
長
明
が
伊
勢
に
来
る
と
い
う
こ
と
を
何
か
の
手
づ
る
で
聞
き
知
っ
た

西
行
は
長
明
が
到
着
す
る
前
に
東
大
寺
の
砂
金
勧
進
の
旅
に
出
発
し
、
伊
勢
を

あ
と
に
し
た
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

西
行
と
長
明
の
間
に
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
微
妙
な
透
き
間
風
が
吹
い
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
西
行
と
長
明
と
の
間
に
は
ど
う
に
も
す
れ
違
い
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
長
明
か
ら
す
れ
ば
、
西
行
は
敬
愛
す
る
先
達
で
あ
っ
た
が
、
西

行
か
ら
す
る
と
、
鴨
長
明
と
い
う
男
は
い
さ
さ
か
小
面
倒
な
存
在
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
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同
前
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紀
人
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方
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発
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新
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日
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集
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月
）
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