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下
間
景
甫 

  

観
測
史
上
一
番
早
い
梅
雨
明
け…

︒
暑
い
毎
日
で
す
が
皆
様
お
変
わ
り

な
く
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
︒
地
球
温
暖
化
が
心
配
で
す
︒ 

 

４
月
︑
お
寺
の
大
切
な
専
修
念
仏
会
を
無
事
に
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
︒
そ
し
て
す
ぐ
に
５
月
の
特
別
拝
観
に
備
え
ま
し
た
が
︑
奈
良
県

観
光
課
か
ら
毎
年
派
遣
し
て
い
た
ス
タ
ッ
フ
の
支
援
を
今
年
は
で
き
な
い

と
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
︒こ
れ
は
小
さ
な
お
寺
に
と
っ
て
大
変
な
こ
と
で
︑

い
ろ
ん
な
方
々
と
善
後
策
を
相
談
し
ま
し
た
︒
お
か
げ
さ
ま
で
お
手
伝
い

を
申
し
出
て
く
だ
さ
る
方
々
に
恵
ま
れ
︑
あ
っ
と
い
う
間
に
５
月
１
日
を

迎
え
ま
し
た
︒
コ
ロ
ナ
感
染
の
拡
大
を
心
配
し
な
が
ら
︑
マ
ス
ク
︑
手
の

消
毒
に
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
︒ 

 

５
月
４
日
の
夜
︑午
後
１
１
時
５
分
か
ら
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ﹁
ラ
ジ
オ
深
夜
便
﹂

で
倉
橋
み
ど
り
先
生
が
璉
珹
寺
を
ご
紹
介
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
倉
橋
先
生

は
璉
珹
寺
で
行
う
俳
句
会
の
主
宰
で
す
︒
深
夜
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ラ
ジ

オ
放
送
を
聞
い
た
と
い
う
人
が
お
お
ぜ
い
お
参
り
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
︒
し
か
も
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
熊
本
ま
で
︑
拝
観
し
た
あ
と
晴
れ
晴

れ
と
感
想
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
︒﹁
な
ん
と
な
く
ラ
ジ
オ
に
耳
を
傾
け
て
い

た
ら
︑
珍
し
い
仏
様
︑
大
山
れ
ん
げ
︑
ニ
オ
イ
バ
ン
茉
莉
花
な
ど
と
聞
こ

え
ま
し
た
︒
こ
れ
は
何
と
し
て
も
拝
観
し
た
い
︒
仏
さ
ま
に
お
会
い
し
た

い…

と
メ
モ
を
取
り
︑
翌
日
ネ
ッ
ト
で
探
し
ま
し
た
﹂︒
子
供
に
も
調
べ
て

も
ら
っ
た
︒
な
ど
︑
初
め
て
の
拝
観
者
の
お
話
を
伺
う
の
が
楽
し
み
に
な

 手前は紀貫之の墓 
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り
ま
し
た
︒ 

 
な
か
に
は
若
い
時
に
脳
梗
塞
で
半
身
不
随
に
な
っ
て
車
椅
子
生
活
さ
れ

て
い
る
方
が
娘
さ
ん
夫
婦
に
連
れ
て
き
て
も
ら
っ
て
﹁
よ
か
っ
た
︒
き
て

本
当
に
良
か
っ
た
﹂
と
涙
な
が
ら
に
感
動
さ
れ
て
い
る
姿
に
こ
ち
ら
も
う

れ
し
く
な
り
ま
し
た
︒ 

 

こ
の
新
た
な
ご
縁
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
っ
た
倉
橋
先
生
に
感
謝
せ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
︒ 

 

お
手
伝
い
の
方
た
ち
に
も
感
謝
で
す
︒﹁
こ
の
お
寺
が
好
き
だ
か
ら
お
手

伝
い
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
﹂
と
の
声
に
は
ま
た
感
激
で
す
︒
一
か
月

の
長
丁
場
は
皆
さ
ん
お
手
伝
い
な
し
で
は
出
来
な
い
こ
と
で
す
︒
蔭
に
な

っ
て
拝
観
者
を
迎
え
て
い
た
だ
い
た
お
手
伝
い
の
方
々
の
お
か
げ
で
拝
観

月
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

 
 

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 

７
月
２
３
日
は
地
蔵
盆
︑
８
月
は
お
盆
と
︑
恒
例
の
行
事
が
あ
り
︑
忙

し
い
こ
と
で
す
が
お
勤
め
で
き
る
の
も
う
れ
し
い
こ
と
で
す
︒ 

 

コ
ロ
ナ
感
染
も
何
と
か
落
ち
着
い
て
き
た
よ
う
で
す
︒
こ
の
調
子
で
い

く
な
ら
秋
に
は
﹁
大
人
の
お
月
見
会
﹂
が
で
き
そ
う
で
す
ね
︒﹁
ぜ
ひ
や
っ

て
く
だ
さ
い
﹂
の
声
が
多
い
の
で
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
︒ 

 

暑
い
夏
で
す
が
皆
さ
ま
ど
う
ぞ
お
体
を
ご
自
愛
く
だ
さ
い
ま
せ
︒ 

合
掌 
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璉
珹
寺
・
蓮
華
句
会 

︵
６
月
９
日
︶ 

 
ニ
オ
イ
バ
ン
マ
ツ
リ
や
︑
オ
オ
ヤ
マ
レ
ン
ゲ
が
一
面
に
咲
い
て
い
た
５
月
の
特
別

拝
観
が
終
わ
り
︑
璉
珹
寺
の
境
内
は
額
紫
陽
花
の
葉
が
青
々
と
重
な
り
︑
季
節
の
移

り
変
わ
り
を
強
く
感
じ
ま
し
た
︒ 

 

璉
珹
寺
で
吟
行
し
て
３
句
詠
む
と
い
う
宿
題
で
し
た
の
で
︑
教
室
の
開
始
早
々
か

ら
清
書
用
紙
が
配
ら
れ
て
句
会
モ
ー
ド
に
な
り
ま
し
た
︒
時
折
庫
裏
を
通
り
行
く
風

を
感
じ
な
が
ら
選
句
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
度
に
︑
詠
み
人
の
思
い
と
情
景
が
披
露
さ

れ
︑
俳
句
の
鑑
賞
は
２
倍
に
も
３
倍
に
も
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
︒
ご
指
導
は
︑
俳
句

結
社 

寧
楽 

主
宰
・
倉
橋
み
ど
り
先
生 

︵
安
西
俊
樹
・
記
︶︶ 

  

主
宰
特
選 

  
 

ひ
い
ふ
う
み
い
茉
莉
花
や
が
て
紫
雲
海 

 
 

茉
莉
花
や
阿
弥
陀
も
な
さ
る
薄
化
粧 

 
 

堂
の
隅
密
か
に
拝
む
蜘
蛛
の
足 

  

主
宰
佳
作 

 
 

 
 

 

な
ら
ま
ち
の
軒
端
を
ぬ
う
て
夏
燕 

 
 

五
月
晴
ち
さ
き
平
和
の
鐘
を
打
つ 

 
 

叶
う
な
ら
浴
衣
も
い
い
ね
阿
弥
陀
さ
ま 

 
 

バ
ン
マ
ツ
リ
貫
之
も
酔
う
璉
珹
寺 

 
 

仏
笑
み
天
女
︵
オ
オ
ヤ
マ
レ
ン
ゲ
︶
に
見
つ
め
ら
れ 

互
選 

 
 

万
緑
や
客
人
の
笑
顔
庫
裏
に
満
つ 

 
 

璉
珹
寺
琵
琶
茶
で
交
わ
す
初
夏
の
風 

 
 

薫
風
ま
と
う
み
仏
璉
珹
寺 

 
 

梅
仕
事
終
え
湯
呑
み
持
つ
爪
の
ア
ク 

 
 

 

そ
の
ほ
か 

 
 

阿
弥
陀
堂
背
に
は
守
り
の
柿
若
葉 

 
 

柿
若
葉
古
寺
の
裏
手
に
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン 

 
 

茉
莉
花
の
天
の
川
い
ま
君
渡
る 

 
 

み
ほ
と
け
の
指
か
ら
す
っ
と
戻
れ
ば
夏 

 
 

風
薫
る
白
色
阿
弥
陀
の
古
刹
か
な 

 
 

夏
め
く
や
花
ら
ん
ま
ん
の
璉
珹
寺 

 
 

匂
い
立
つ
女
人
阿
弥
陀
古
刹
涼
し 

 
 

茉
莉
花
の
香
に
包
ま
れ
し
貫
之
碑 

 
 

雲
に
乗
る
女
人
阿
弥
陀
や
風
薫
る 

 

主
宰
詠 

 
 

 
 

 
開
帳
の
夏
や
ま
ぶ
し
き
門
開
く 

 
 

指
細
き
女
人
阿
弥
陀
も
聖
五
月 

 
 

年
ご
と
に
仏
は
若
し
新
樹
光 
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京
終
さ
ろ
ん 

 
 京

終
さ
ろ
ん
４
月
は
︑
奈
良
医
科
大
学
名
誉
教
授
・
羽
竹
勝
彦
さ
ん
が
﹁
愛
と
生

と
死
と
法
医
学
﹂
と
題
し
︑
昨
年
１
０
月
上
梓
し
た
﹃
命
に
寄
り
添
う
法
医
学
﹄
を

も
と
に
分
か
り
や
す
く
語
ら
れ
ま
し
た
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
ず
法
医
学
と
は
何
か
︒
最
近
は
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
で
扱
わ
れ
て
認
知
度
は
高
ま
っ
て
い

ま
す
︒高
校
３
年
生
の
時
︑友
人
の
死
を
き
っ

か
け
に﹁
死
﹂と
は
何
か
を
考
え
る
よ
う
に
な

り
︑
医
学
部
で
法
医
学
の
講
義
を
受
け
た
と

き
多
く
の
遺
体
を
見
た
︒
そ
の
死
因
は
年
齢

に
関
係
な
く
様
々
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
︒

そ
し
て
卒
業
後
も
法
医
学
教
室
に
入
っ
て
４

０
年
間
︑﹁
死
と
は
何
か
﹂
に
つ
い
て
携
わ
っ

て
き
た
が
︑
い
ま
だ
に
回
答
は
得
ら
れ
て
い

な
い
と
い
い
ま
す
︒ 

 

法
医
学
の
対
象
は
普
通
死
で
は
な
く
異
常
死
体
で
す
︒
路
上
・
山
中
・
川
︑
そ
し

て
意
外
に
多
い
の
が
入
浴
中
︑
突
然
死
や
救
急
車
で
運
ば
れ
た
患
者
の
死
体
は
﹁
異

常
死
体
届
義
務
﹂
が
あ
る
た
め
に
解
剖
が
行
わ
れ
ま
す
︒
最
近
は
Ｃ
Ｔ
や
体
液
検
査

も
あ
り
ま
す
が
︑裁
判
所
の
許
可
を
受
け
た
死
体
は
司
法
解
剖
の
対
象
に
な
り
ま
す
︒

ち
な
み
に
奈
良
県
の
場
合
は
︑
年
間
の
死
者
は
１
５
０
０
０
人
︑
そ
の
う
ち
司
法
解

剖
は
２
０
０
人
︑
さ
ら
に
そ
の
う
ち
刑
事
訴
訟
法
に
よ
る
司
法
解
剖
は
２
０
～
３
０

人
で
す
︒
ア
メ
リ
カ
で
は
事
件
性
は
な
い
か
明
ら
か
に
し
た
い
と
の
こ
と
で
解
剖
す

る
例
が
高
い
と
の
こ
と
で
す
︒ 

 

こ
こ
で
統
計
か
ら
み
て
異
常
死
体
の
１
０
人
に
１
人
の
割
合
の
﹁
入
浴
中
の
急
死

者
﹂
に
つ
い
て
詳
し
く
報
告
さ
れ
ま
し
た
︒
男
女
差
は
な
く
︑
７
０
歳
以
上
で
寒
い

季
節
に
自
宅
の
浴
槽
内
で
の
死
亡
が
圧
倒
的
に
多
い
︒ 

そ
の
死
因
は
何
か
︒
血
圧
の
変
動
・
不
整
脈
の
出
現
・
血
液
粘
度
の
急
上
昇
・
脳
梗
塞

な
ど
の
病
死
の
場
合
と
顔
が
水
面
下
に
あ
っ
て
溺
死
︵
外
因
死
︶
の
場
合
が
あ
る
︒

東
京
都
監
察
医
の
報
告
で
は
︑病
死
４
０
１
例
中
︑脳
血
管
疾
患
が
９
０
％
で
あ
り
︑

溺
死
の
場
合
︑
多
少
水
を
飲
ん
で
い
て
も
病
死
が
原
因
で
も
あ
り
得
る
の
で
判
別
は

困
難
︒
こ
こ
で
特
に
注
意
し
た
い
の
は
４
２
℃
以
上
の
湯
温
は
危
険
だ
と
い
う
こ
と

で
す
︒ 

 

も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
孤
独
死
︒
最
近
多
く
な
り
︑
と
く
に
６
０
歳
代
の
病

死
が
圧
倒
的
で
心
疾
患
が
多
く
︑
次
い
で
消
化
器
疾
患
で
す
︒
外
傷
死
で
は
転
倒
に

よ
る
頭
蓋
内
損
傷
が
多
く
︑
次
い
で
意
外
な
の
は
男
性
に
多
い
食
物
誤
嚥
に
よ
る
窒

息
死
で
す
︒ 

 

こ
う
し
た
死
者
・
遺
体
と
向
き
合
い
︑
多
く
の
死
を
見
て
き
ま
し
た
︒
先
に
も
言

っ
た
よ
う
に
高
校
生
の
時
友
人
の
死
に
出
会
っ
た
︒
人
は
な
ぜ
死
ぬ
の
か
︒
こ
れ
も

若
い
時
２
度
ほ
ど
溺
れ
か
け
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
こ
で
知
っ
た
の
は
危
険
な
と
こ
ろ

へ
は
行
か
な
い
こ
と
だ
っ
た
が
︑
死
は
突
然
に
や
っ
て
く
る
︒
考
え
て
い
て
不
眠
症

に
な
っ
た
︒
そ
し
て
思
っ
た
の
は
﹁
明
日
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
︒
い
ま
生
き
て
い
る

現
実
を
大
切
に
生
き
る
こ
と
︒
人
生
と
は
一
日
一
日
が
勝
負
︒
い
ま
と
い
う
一
瞬
を

大
切
に
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
し
た
︒ 

 

法
医
解
剖
に
際
し
て
遺
体
を
検
案
し
︑
小
さ
な
傷
で
も
ど
う
し
て
な
の
か
と
考
え

る
︒
小
さ
な
変
化
を
視
覚
に
よ
っ
て
見
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
大
事
︒﹁
親
は
身
を
も

っ
て
子
供
を
か
ば
う
﹂
と
い
う
献
身
の
愛
を
発
揮
す
る
よ
う
に
法
医
解
剖
に
も
愛
は

必
要
な
の
で
す
︒ 

 
 

 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

５
月
の
京
終
さ
ろ
ん
は
︑
畑
中
廣
之
さ
ん
に
よ
る
﹁
双
方
向
紙
芝
居
﹂
で
す
︒

畑
中
さ
ん
は
３
８
年
間
小
学
校
教
諭
と
し
て
勤
務
し
︑
１
８
９
０
年
か
ら
桜
井
市
南

小
学
校
の
非
常
勤
講
師
と
し
て
︑
自
作
の
紙
芝
居
を
使
っ
て
授
業
し
て
い
ま
す
︒
一
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般
の
紙
芝
居
と
ち
が
う
の
は
﹁
双
方
向
﹂
と
い
う
聴
衆
と
の
対
話
を
取
り
入
れ
た
独

特
の
趣
向
を
凝
ら
し
た
も
の
で
す
︒
そ
の
典
型
が
﹁
ク
イ
ズ
﹂
に
答
え
た
人
に
カ
ー

ド
を
渡
す
形
式
で
す
︒出
し
物
は
桜
井
市
で
始
ま
っ
た
相
撲
の
話
︑仏
教
伝
来
の
話
︑

聖
徳
太
子
が
百
済
か
ら
伝
来
し
た
土
舞
台
で
の
芸
能…

︒ 

大
人
で
も
興
味
深
い
テ
ー
マ
を
取
り
上

げ
て
い
ま
す
︒
こ
の
日
の
会
場
は
小
学
生

で
は
な
く
︑５
０
代
︑６
０
代
︑い
や
７
０

代
の
人
々
で
し
た
が
︑
若
返
っ
て
楽
し
ん

で
い
ま
し
た
︒
出
し
物
は
短
い
ク
イ
ズ
を

は
さ
ん
で
︑行
基
伝
説
︑奈
良
町
の
鬼
追
い

か
け︵
不
審
が
辻
︶の
話
︑四
条
畷
雁
物
語

な
ど
身
近
な
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
︒

一
時
間
３
０
分
の
オ
ン
ラ
イ
ン
中
継
は
あ

っ
と
い
う
間
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒ 

  
 

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 

 

６
月
は
﹁
大
正
か
ら
戦
後
に
か
け
て
山
間
輸
送
の
大
動
脈
と
し
て
活
躍
し
た
物
流

ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
奈
良
安
全
索
道
物
語
で
し
た
︒話
し
手
は﹁
大
和
高
原
文
化
の
会
﹂

の
浦
川
温
亮
さ
ん
︑
西
谷
征
夫
さ
ん
︑
岡
井
稲
郎
さ
ん
の
三
人
︒
京
終
さ
ろ
ん
を
始

め
た
頃
に
も
安
全
索
道
が
と
り
上
げ
ら
れ
︑
主
に
京
終
駅
近
く
に
集
積
さ
れ
る
山
間

部
か
ら
の
輸
送
品
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
が
︑
今
回
は
そ
の
同
じ
索
道
で
も
山
間
部

の
活
動
が
主
体
で
し
た
︒
こ
れ
で
両
端
が
つ
な
が
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒ 

 

ま
ず
浦
川
さ
ん
が
ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
て
説
明
・
・
・
︒
索
道
は
奈
良
県
で
は
明
治
４

４
年
に
五
條
・
橋
本
間
に
﹁
大
和
索
道
﹂
が(

株)

安
全
索
道
商
会
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ

て
以
来
︑
県
内
に
人
・
物
輸
送
に
２
４
基
が
運
営
し
た
と
の
こ
と
︒ 

﹁
奈
良
安
全
索
道
﹂
は
其
の
１
４
番
目
で
あ
り
︑
当
初
は
京
終
か
ら
南
田
原
の
天
満

駅
ま
で
約
８
キ
ロ
︒
旧
伊
勢
街
道
に
沿
っ
て
開
通
し
た
の
が
大
正
９
年
７
月
の
こ
と

で
し
た
︒
そ
の
祝
賀
式
当
時
︑
大
流
行
し
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
た
め
人
の
集
ま
り
は

自
粛
の
羽
目
に
陥
っ
た
と
・
・
・
︒
し
か
し
人
々
は
﹁
東
京
銀
座
節
﹂
の
替
え
歌
で
喜

び
を
表
し
た
と
の
こ
と
で
︑
岡
井
さ
ん
は
索
道
に
乗
っ
た
経
験
を
持
つ
最
後
の
生
き

残
り
と
自
称
し
︑
替
え
歌
を
美
声
で
披
露
さ
れ
ま
し
た
︒ 

そ
し
て
翌
年
に
は
南
田
原
天
満
駅
か
ら
針
駅
ま
で
６
キ
ロ
︑
さ
ら
に
翌
々
年
︵
大
正

１
１
年
︶
針
駅
か
ら
小
倉
駅
ま
で
約
３
キ
ロ
が
︑
単
線
自
動
循
環
式
の
電
動
モ
ー
タ

ー
に
よ
る
ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
で
結
ば
れ
た
︒
支
柱
は
総
数
１
１
１
本
︒
そ
の
痕
跡
は

今
も
か
な
り
残
っ
て
い
ま
す
︒ 

 

索
道
で
運
ば
れ
た
物
品
は
木
材
︑
薪
炭
︑
柴
︑
野
菜
︑
コ
メ
︑
そ
の
他
農
産
物
で
す

が
︑
と
く
に
有
名
な
の
が
﹁
凍
り
豆
腐
﹂…

︒
こ
こ
で
西
谷
さ
ん
の
登
場
︒﹁
高
野
豆

腐
﹂
は
江
戸
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
︑
大
和
高
原
の
寒
さ
は
天
然
凍
り
豆

腐
造
り
に
適
し
て
い
て
農
閑
期
の
副
業
と
し
て
﹁
凍
り
豆
腐
﹂
つ
く
り
が
広
ま
っ
て

い
ま
し
た
︒
索
道
完
成
に
よ
っ
て
消
費
は
さ
ら
に
広
が
っ
た
︒ 

 
 

 
 

昭
和
８
年
の
索
道
会
社
の
営

業
報
告
書
は
﹁
小
倉
山
凍
豆
腐

事
業
の
不
振
が
当
社
の
営
業
に

甚
大
な
打
撃…

︒唇
歯
哺
車︵
一

心
同
体
︶の
関
係
に
し
て…

﹂と

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
︒
索
道
は

戦
時
下
で
も
生
活
に
必
要
不
可

欠
と
さ
れ
戦
後
ま
で
存
続
し
ま

し
た
が
︑
自
動
車
輸
送
の
発
展

に
よ
っ
て
︑
昭
和
２
７
年
に
廃

線
に
な
り
ま
し
た
︒ 
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終
天
神
の
歴
史
よ
も
や
ま
話(

三) 

天
下
の
流
行
の
中
心
に
な
っ
た
話 

大
塚
恒
平
︵
相
模
原
市
︶ 

京
終
天
神
に
つ
い
て
︑
第
一
回
は
創
建
が
一
五
世
紀
ま
で
遡
れ
そ
う
と
い
う
話
︑

第
二
回
は
も
う
一
つ
の
源
流
が
一
七
世
紀
勧
請
の
富
士
権
現
に
あ
り
そ
う
と
い
う
話

を
紹
介
し
ま
し
た
︒
第
三
回
は
︑
京
終
天
神
が
一
七
世
紀
ご
ろ
に
天
下
の
流
行
の
発

信
地
に
な
っ
た
話
題
を
と
り
上
げ
ま
す
︒ 

わ
び
茶
の
祖
村
田
珠
光
を
は
じ
め
︑
多
聞
城
の
松
永
久
秀
︑
光
林
寺
の
紹
巴
︑
高

坊
な
ど
著
名
茶
人
を
多
く
生
ん
だ
奈
良
で
す
が
︑
安
土
桃
山
か
ら
江
戸
初
期
に
は
春

日
大
社
神
官
の
家
に
生
ま
れ
た
久
保
権
大
輔
利
世
が
い
ま
し
た
︒
号
を
長
闇
堂
と
い

い
︑
野
田
村
︵
い
ま
の
春
日
野
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
甍
付
近
︶
に
同
名
の
庵
を
建
て
て

い
ま
し
た
︒﹁
長
闇
堂
記
﹂
に
よ
る
と
︑
天
正
３
年
︵
１
５
７
５
︶︑
彼
が
４
・
５
歳
の

こ
ろ
︑
秀
吉
の
北
野
大
茶
湯
に
お
い
て
築
庭
で
有
名
な
小
堀
遠
州
に
出
会
い
︑
親
交

を
深
め
後
に
﹁
長
闇
堂
﹂
の
名
前
と
庵
の
扁
額
を
彼
か

ら
も
ら
っ
て
い
ま
す
︒ 

小
堀
遠
州
と
い
え
ば
︑
利
休
︑
織
部
と
茶
道
の
二
大

系
譜
を
受
け
継
ぎ
︑
将
軍
家
茶
堂
指
南
役
を
務
め
︑
築

庭
な
ど
に
も
才
能
を
発
揮
し
︑
そ
の
好
ん
だ
事
物
が

﹁
遠
州
好
み
﹂
と
呼
ば
れ
︑
今
で
い
う
イ
ン
フ
ル
エ
ン

サ
ー︵
影
響
者
︶の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
人
で
す
︒

遠
州
は
古
い
石
造
物
の
庭
園
石
材
へ
の
転
用
を
好
み
︑

そ
の
調
達
に
権
大
輔
が
協
力
し
て
い
ま
し
た
︒ 

﹁
長
闇
堂
記
﹂に
は
権
大
輔
が
橋
本
町︵
猿
沢
池
付
近
︶

に
か
か
る
橋
の
擬
宝
珠
を
加
工
し
京
終
天
神
の
手
水

鉢
に
転
用
し
て
い
た
の
を
︑遠
州
が
興
味
を
持
ち
譲
り

受
け
︑
自
庭
に
据
え
た
後
に
江
戸
の
将
軍
秀
忠
に
献
上
し
た
記
録
が
あ
り
ま
す
︒
同

様
に
京
終
天
神
に
あ
っ
た
仏
像
を
彫
刻
し
た
車
除
け
の
石
も
︑
権
大
輔
が
石
灯
籠
の

竿
に
加
工
し
た
の
を
遠
州
が
も
ら
い
受
け
︑
や
は
り
自
庭
を
経
て
江
戸
の
秀
忠
屋
敷

に
据
え
ら
れ
た
そ
う
で
す
︒
後
に
一
般
に
は
﹁
織
部
灯
籠
﹂﹁
キ
リ
シ
タ
ン
灯
籠
﹂
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
仏
像
彫
込
み
の
灯
籠
も
﹁
遠
州
好
み
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
天
下

に
流
行
す
る
大
元
が
京
終
天
神
だ
っ
た
の
で
す
︒ 

さ
て
︑
権
大
輔
と
遠
州
が
京
終
天
神
の
石
を
織
部
灯
籠
に
し
て
将
軍
に
献
上
し
た

時
代
は
︑
第
二
回
で
述
べ
た
五
条
天
神
と
富
士
権
現
が
合
祀
さ
れ
る
前
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
︑
そ
れ
と
も
後
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒
灯
籠
を
秀
忠
に
献
上
し
た
年
代

は
不
明
で
す
が
︑
富
士
権
現
の
勧
請
は
１
６
１
４
年
の
こ
と
で
︑
大
火
で
京
終
天
神

が
来
歴
不
明
に
な
っ
た
の
は
１
７
０
６
年
︒
こ
の
９
０
年
間
の
ど
こ
か
で
合
祀
は
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
︑
秀
忠
の
隠
居
は
１
６
２
３
年
で
︑
富
士
権
現
は
勧
請
さ
れ

た
ば
か
り
の
頃
で
す
︒
二
社
が
合
祀
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
ま
だ
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
し
︑
合
祀
さ
れ
る
前
だ
っ
た
可
能
性
も
高
い
で
す
︒
こ
の
逸
話
は
︑
合
祀

前
の
京
終
天
神
で
起
き
た
出
来
事
を
記
す
唯
一
の
事
例
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒  

京
終
天
神
が
︑
仏
像
彫
込
み
の
織
部
灯
籠
が
天
下
の
流
行
に
な
る
発
信
地
で
あ
っ

た
逸
話
は
︑
お
も
し
ろ
い
の
で
す
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
︒
逸
話
に
ま
つ

わ
る
残
さ
れ
た
事
跡
が
少
な
い
の
が
少
し
弱
い
と
こ
ろ
で
す
︒
こ
こ
に
少
し
面
白
い

現
代
ア
ー
ト
作
品
が
あ
り
︑ 

そ
れ
は
美
術
家
長
谷
川
維
雄
さ
ん
が
２
０
０
９
年
に
発

表
し
た
﹁
地
蔵
コ
ー
ン
﹂
で
す
︒
交
通
規
制
用
カ
ラ
ー
コ
ー
ン
の
横
面
に
お
地
蔵
様

が
彫
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
︒
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
が
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
の
ロ
ン
グ
ラ
ン
景
品

と
し
て
展
開
も
さ
れ
て
い
ま
す
︒
見
た
目
は
ま
さ
に
現
代
版
・
織
部
灯
籠
の
趣
な
の

で
す
が
︑
こ
の
地
蔵
コ
ー
ン
と
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
を
織
部
灯
籠
発
祥
地
の
象
徴
と
し
て

京
終
天
神
に
設
置
し
︑
観
光
用
に
で
き
な
い
か
妄
想
し
て
い
ま
す
︒
神
社
で
の
地
蔵

コ
ー
ン
設
置
は
︑
神
仏
分
離
の
現
代
で
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
許
さ
れ
る

な
ら
私
の
個
人
的
活
動
と
し
て
で
も
や
れ
な
い
か
と
夢
み
て
い
ま
す
︒ 

次
回
は
︑
元
々
の
京
終
天
神
は
五
条
通
り
に
沿
っ
て
お
ら
ず
︑
社
殿
が
西
向
き
だ
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っ
た
話
題
を
紹
介
し
ま
す
︒ 

 
 

 

先
代
旧
事
本
紀 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

橋
本
健
一
︵
名
古
屋
市
︶ 

 

序
文
﹁
大
臣
蘇
我
馬
子
宿
祢
等
奉
勅
撰
・
・
・
聖
徳
太
子
且
ニ
撰
ス
ル
所
・
・
・
時

三
十
年
歳
次
壬
年
春
二
月
朔
己
丑
﹂
と
あ
る
︒ 

 

こ
の
本
の
構
成
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
某
本
紀
と
し
て
十
巻
に
分
け
書
き
並
べ
て
あ
る
︒ 

第
一
巻 

神
代
紀 

 
 

 
 

第
二
巻 

神
祇
本
紀 

第
三
巻 

天
神
本
紀 

 
 

 
第
四
巻 

地
祇
本
紀 

第
五
巻 

天
孫
本
紀 

 
 

 
第
六
巻 

皇
孫
本
紀 

第
七
巻 

天
皇
本
紀
・
上 

 

第
八
巻 
神
皇
本
紀 

第
九
巻 

帝
皇
本
紀 

 
 

 

第
十
巻 
国
造
本
紀 

 

先
づ
神
話
か
ら
始
ま
り
︑
巻
第
五
に
物
部
氏
の
遠
祖
宇
摩
志
麻
治
命
が
登
場
し
︑

天
皇
暦
を
巻
七
・
八
・
九
の
三
部
に
無
理
に
分
け
︑
諸
国
の
国
造
で
終
え
て
い
る
︒ 

私
的
に
興
味
あ
る
部
分
を
抜
粋
し
て
載
せ
ま
す
︒ 

 

巻
第
七
は
何
故
か
﹁
天
皇
本
紀
上
﹂
と
あ
る
︒
第
一
代
神
武
天
皇
か
ら
始
ま
り
官

位
と
し
て
﹁
臣
・
連
・
伴
造
・
国
造
﹂
と
あ
る
の
は
︑
推
古
二
十
八
年
録
の
記
事
を
張

り
付
け
て
﹁
足
尼
・
大
臣
・
大
連
・
宿
祢
﹂
な
ど
の
称
号
を
加
え
て
体
裁
を
調
え
て
い

る
︒
欠
史
と
さ
れ
る
各
々
が
続
き
︑
神
功
皇
后
ま
で
が
﹁
上
﹂
の
部
で
あ
る
が
﹁
下
﹂

の
部
は
な
い
︒ 

 

巻
第
八 

神
皇
本
紀
は
欠
史
の
第
十
五
代
応
神
天
皇
か
ら
始
ま
り
︑
第
二
十
一
代

雄
略
天
皇
を
経
て
第
二
十
五
代
武
烈
天
皇
に
至
る
︒
三
国
時
代
魏
の
曹
植
の
著
﹃
楽

府
詩
集
﹄
飛
龍
﹁
我
に
仙
薬
を
授
く
神
皇
の
造
る
所
な
り
﹂
と
あ
り
︑﹁ 

神
皇
﹂
と
は

神
を
云
う
︒ 

 

巻
第
九 

帝
皇
本
紀
は
第
二
十
六
代
継
体
天
皇
か
ら
始
ま
り
︑
第
二
十
九
代
欽
明

天
皇
条
文
に
仏
教
公
伝
と
物
部
尾
輿
の
廃
仏
毀
釈
は
書
か
れ
て
い
な
い
︒﹃
晋
書
﹄
第

六
十
二
巻
成
公
綏
﹁
帝
皇
は
紫
宮
に
於
い
て
坐
を
正
す
﹂
と
あ
る
︒
第
三
十
代
敏
達

天
皇
条
文
に
は
物
部
守
也
の
廃
仏
毀
釈
を
載
せ
て
い
な
い
︒
第
三
十
一
代
用
明
天
皇

条
文
に
﹁
物
部
守
屋
連
公
を
大
連
と
為
さ
れ
︑
さ
ら
に
大
臣
と
し
た
﹄
と
作
部
を
し

て
蘇
我
馬
子
大
臣
を
僅
少
に
書
い
て
い
る
︒
第
三
十
二
代
崇
峻
天
皇
条
文
に
は
︑
蘇

我
と
物
部
が
起
こ
し
た
丁
未
の
変
は
載
せ
て
い
な
い
︒
第
三
十
三
代
推
古
天
皇
条
文

に
聖
徳
太
子
を
美
化
し
て
書
き
︑﹁
二
十
八
年
二
月
十
一
日
・
・
・
先
代
旧
事
︑
天
皇

紀
及
び
国
記
︑
臣
︑
連
・
・
・
﹂
は
日
本
書
紀
か
ら
の
流
用
で
あ
る
が
︑
月
数
を
間
違

え
て
い
る
︒ 

 

第
十
巻 

国
造
本
紀
に
お
け
る
﹁
加
我
の
国
造
﹂
に
﹁
嵯
峨
朝
の
御
世
に
弘
仁
十

四
年
︵
８
２
３
︶
に
越
前
国
を
分
割
し
て
加
賀
国
に
し
た
﹂
と
あ
る
︒ 

 

こ
の
他
の
専
門
的
な
内
容
を
割
愛
し
て
︑
先
代
旧
事
本
紀
の
成
立
は
九
世
紀
中
頃

ら
し
い
︒ 

 

弘
仁
十
年
︵
８
１
９
︶
の
﹃
日
本
書
紀
私
記
﹄
序
に
﹁
天
皇
は
稗
田
阿
礼
に
勅
し
︑

帝
王
本
紀
お
よ
び
先
代
旧
事
を
習
わ
せ
た
﹂
と
あ
り
︑
こ
こ
に
﹁
先
代
旧
事
﹂
と
﹁
本

紀
﹂
と
い
う
語
が
揃
う
︒
題
名
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
は
こ
れ
か
ら
始
ま
っ
た
ら
し
い
︒ 

 

本
居
宣
長
は
﹃
古
事
記
伝
﹄
の
﹁
一
の
巻
︑
旧
事
記
と
い
う
書
の
論
﹄
に
お
い
て

﹁
文
体
が
一
つ
物
に
な
ら
ず
︑
諺
に
木
に
竹
を
接
げ
ㇼ
と
か
云
う
が
如
し
﹂
と
言
い

放
っ
て
い
る
が
︑﹁
先
代
旧
事
本
紀
巻
三
の
饒
速
日
命
が
天
か
ら
降
っ
た
時
の
こ
と
や

巻
五
の
尾
張
連
︑
物
部
連
の
世
系
や
巻
十
の
国
造
本
紀
な
ど
は
︑
ど
の
本
に
も
見
え

な
い
の
で
他
に
古
い
本
が
あ
っ
た
の
か
ら
採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
︒ 

 

当
本
紀
の
編
纂
者
興
原
敏
久
は
弘
仁
格
式
の
編
纂
者
の
一
人
で
あ
り
︑
確
か
な
見

識
者
で
あ
っ
た
か
ら
全
面
的
に
信
頼
で
き
る
適
任
者
で
あ
る
︒ 

 
編
纂
者
は
興
原
一
人
で
は
な
い
は
ず
で
︑
序
文
中
の
日
付
の
干
支
に
間
違
い
が
見

ら
れ
編
纂
の
仕
方
も
拙
劣
で
古
事
記
と
日
本
書
紀
と
で
は
文
体
が
違
う
の
に
か
ま
わ

ず
に
切
り
貼
り
し
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
本
紀
を
本
気
で
信
用
す
る
べ
き
で
あ
る
︒
当

本
に
は
古
事
記
と
日
本
書
紀
に
欠
け
て
い
る
部
分
を
補
っ
て
い
て
重
要
な
資
料
に
な

る
︒特
に
第
五
巻
天
孫
本
紀
の
物
部
系
譜
に
い
た
っ
て
は
唯
一
の
頼
み
の
綱
で
あ
り
︑

武
内
宿
祢
の
祖
父
﹁
彦
太
忍
信
命
﹂
が
載
る
に
よ
り
紀
氏
の
神
話
上
の
先
祖
が
見
ら
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れ
︑
我
々
紀
氏
一
族
は
興
原
敏
久
先
生
に
感
謝
す
る
べ
き
で
あ
る
︒ 

璉
珹
寺
の
謎
と
ロ
マ
ン 

 
 

藤
か
か
り
ぬ
る
木
は
枯
れ
ぬ
る
ー
そ
の
３ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

野
尻
幸
男 

 

藤
原
氏
が
最
も
栄
え
た
平
安
時
代
︑﹁
藤
か
か
り
ぬ
る
木
は
枯
れ
ぬ
る
も
の
な
り
︒ 

い
ま
ぞ
紀
氏
は
う
せ
な
ん
ず
る
﹂
と
書
き
と
ど
め
た
﹃
大
鏡
﹄
は
︑
中
臣
鎌
足
以
降
十 

三
代
の
子
孫
が
築
い
た
︑
摂
政
・
関
白
︑・
太
政
大
臣
・
左
右
大
臣
な
ど
２
０
人 

の
経
歴
を
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
つ
づ
っ
た
﹁
伝
記
・
列
伝
文
学
﹂
作
品
で
す
︒
記
述
に
は
誇 

張
や
歪
曲
が
あ
り
︑ど
こ
ま
で
信
頼
で
き
る
か
気
に
な
り
ま
す
が
︑鎌
足
の
没
年︵
６ 

６
９
︶
か
ら
道
長
が
生
存
し
て
い
た
１
０
２
０
年
頃
ま
で
︑
約
３
５
０
年
間
の
史
実 

を
﹁
い
ま
ぞ
紀
氏
は
う
せ
な
ん
ず
る
﹂
と
い
う
角
度
か
ら
取
り
上
げ
ま
す
︒ 

藤
原
氏
繁
栄
の
一
方
で
﹁
枯
れ
て
し
ま
っ
た
氏
族
は
鎌
足
と
同
時
代
に
盛
え
た
蘇 

我
︑
阿
部
︑
石
川
︑
大
伴
氏
も
紀
氏
と
同
様
で
あ
り
︑
政
権
の
場
か
ら
消
え
去
り
藤
原

氏
一
人
勝
ち
で
す
が
︑
そ
の
権
勢
を
維
持
し
た
裏
に
女
性
の
活
躍
が
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
︒﹃
大
鏡
﹄
を
下
敷
き
に
藤
原
氏 

Ⅴ
Ｓ 
紀
氏 

の
人
物
を
一

覧
表
に
し
ま
し
た
︵
次
ペ
ー
ジ
︶︒ 

 
 

 
 

春
日
さ
す
藤
の
裏
葉
の
う
ち
と
け
て
・
・
・ 

紀
氏
の
場
合
を
み
る
と
︑
志
貴
皇
子
に
嫁
し
た
橡
媛
が
白
壁
王
︵
光
仁
天
皇
︶を
生

ん
だ
こ
と
で
︑
死
後
︑
皇
后
位
を
贈
ら
れ
て
い
ま
す
が
︑
こ
れ
が
紀
氏
の
唯
一
の
皇

位
者
で
し
た
︒ 

そ
れ
に
比
べ
て
藤
原
氏
は
違
い
ま
す
︒
鎌
足
が
天
智
天
皇
か
ら
懐
妊
中
の
女
姓
を

授
か
り
︑
生
ま
れ
た
子
が
不
比
等
だ
と
い
う
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
︒ 

 

そ
の
不
比
等
の
娘
安
宿
媛
が
聖
武
天
皇
の
皇
后
に
な
っ
た
の
は
有
名
な
話
で
す
︒

四
人
の
兄
弟
が
長
屋
王
の
反
対
を
封
じ
込
め
︑臣
民
初
の
皇
后
︵
光
明
︶
に
な
り
ま
し

た
︒そ
れ
以
来
︑皇
后
の
位
に
就
い
た
女
性
は
︑桓
武
天
皇
の
乙
牟
漏

お
と
む
ろ︵

良
継
の
娘
︶︑

平
城
天
皇
の
帯
子

お
び
こ

︵
百
川
の
娘
︶︑
醍
醐
天
皇
の
穏
子

お
ん
し

︵
基
経
の
娘
︶︑
村
上
天
皇

の
康
子

や
す
こ

︵
師
輔
の
娘
︶︑
円
融
天
皇
の
媓
子
︵
兼
道
の
娘
︶︑
一
条
天
皇
の
定
子

て
い
し

︵
道

隆
の
娘
︶
と
彰
子

し
ょ
う
し

︵
道
長
の
娘
︶︑
後
一
条
天
皇
の
威
子

い

し

︵
道
長
の
娘
︶
で
し
た
︒ 

さ
ら
に
︑
皇
后
の
名
称
で
は
な
く
﹁
夫
人
﹂
や
﹁
女
御
﹂
と
し
て
実
質
第
一
夫
人
と

な
っ
た
女
性
も
多
く
い
ま
す
︒ 

 

文
武
天
皇
の
宮
子

み
や
こ

︵
不
比
等
の
娘
︶︑
仁
明
天
皇
の
順
子

の
ぶ
こ

︵
冬
嗣
の
娘
︶︑
文
徳

天
皇
の
明
子

あ
き
ら
け
い
こ

︵
良
房
の
娘
︶︑
清
和
天
皇
の
高
子

た
か
い
こ

︵
長
良
の
娘
︶︑
宇
多
天
皇
の

温
子

お
ん
し

︵
基
経
の
娘
︶︑
花
山
天
皇
の
忯
子
︵
為
光
の
娘
︶
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
︒ 

 

ま
た
︑
皇
后
・
夫
人
・
女
御
・
妃
・
な
ど
を
取
り
混
ぜ
た
配
偶
者
の
う
ち
︑
藤
原
氏

の
子
女
を
実
数
と
比
率
を
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
︒ 

桓
武
天
皇
に
は
皇
后
・
夫
人
・
妃
・
女
御
︵
２
０
人
︶
合
計
２
６
人
の
う
ち
藤
原
氏

が
９
人
で
３
５
％
︑
嵯
峨
天
皇
が
皇
后
・
夫
人
・
妃
・
女
御
・
更
衣
︵
２
２
人
︶
計
２

９
人
中
藤
原
氏
が
２
人
︑
仁
明
天
皇
は
皇
后
・
女
御
︒
更
衣
合
わ
せ
て
１
２
人
中
︑
藤

原
氏
は
５
人
で
４
０
％
︒文
武
天
皇
は
女
御
１
８
人
中
︑藤
原
氏
が
７
人
で
３
９
％
︒

清
和
天
皇
は
女
御
２
５
人
中
︑藤
原
氏
が
７
人
で
２
８
％
︒宇
多
天
皇
は
女
御
１
０
人

中
藤
原
氏
が
５
人
で
５
０
％
︒
醍
醐
天
皇
は
皇
后
・
妃
・
女
御
合
わ
せ
て
１
６
人
中
︑

藤
原
氏
６
人
で
３
７
％
︒
村
上
天
皇
は
皇
后
と
女
御
１
１
人
中
９
人
が
藤
原
氏
で
８

１
％
︒
一
条
天
皇
は
皇
后
・
女
御
５
人
が
す
べ
て
藤
原
氏
１
０
０
％
︑
三
条
天
皇
も
４

人
の
配
偶
者
す
べ
て
が
藤
原
氏
︵
１
０
０
％
︶
で
す
︒ 

 
 

﹃
大
鏡
﹄
に
記
載
さ
れ
た
藤
原
氏
は
天
皇
の
許
へ
娘
を
嫁
が
せ
︑
生
ま
れ
た
幼
な

児
の
世
話
役
と
称
し
て
国
家
の
政
︵
ま
つ
り
ご
と
︶
を
内
覧
す
る
︒
つ
ま
り
男
も
女

も
持
て
る
限
り
の
知
恵
と
能
力
を
発
揮
し
て
摂
政
関
白
の
道
を
確
立
し
た
こ
と
で
藤

原
氏
は
他
の
氏
族
に
付
け
入
る
ス
キ
を
与
え
ま
せ
ん
で
し
た
︒﹁
こ
の
世
を
ば
望
月
の

欠
け
た
る
こ
と
な
し
﹂
と
詠
ん
だ
道
長
は
そ
の
代
表
格
で
す
︒ 
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天皇       藤原氏 （父）   位          紀氏 
天武    水上娘（鎌足） 

五百重娘（鎌足） 
文武    宮子 （不比等）       夫人        竈門娘（父母不詳） 
聖武    安宿媛（光明子・父不比等）  皇后 
光仁                             母・橡媛（諸人） 
                               宮子（父母不詳） 
桓武   乙牟漏（良継）         皇后 
     旅子（百川）、 吉子（是公）  夫人         乙魚（不詳） 夫人 
     東子（種継）、 河子（大継）  夫人         若子（船守） 夫人 
     小尿（鷲取）、 仲子（家依）  夫人 
     上子（小黒麻呂）、平子（乙叡） 夫人 
平城   帯子（百川）          皇后 
     薬子（種継）          妃          魚員（木津魚） 
嵯峨   緒夏（内麻呂）         夫人         ○○（不詳） 
仁明   順子（冬嗣）          女御 
     沢子（総嗣）、貞子（三守）   女御          
     加登（福麻呂）、小子（道長）  更衣          種子（名虎）更衣 
文徳   明子（良房）          女御         静子（名虎）女御 
     古子（冬嗣）、年子（不詳）   女御            （男子が惟喬親王） 
     多幾子（良相）、是子（不詳）  女御 
     今子（貞守）、列子（是雄）   女御 
清和   高子（長良）、佳珠子（基経）  女御 
     多美子（良相）、頼子（基経）  女御 
     （良誓、真宗、仲統、諸葛の娘） 女御 
光孝   佳美子（不詳）元春（山影）、  女御 
宇多   温子（基経）、胤子（高藤）   女御 
     褒子（時平）、（有実、継蔭の娘） 女御 
醍醐    穏子（基経）         皇后 
     能子（定方）、和香子（定國）   女御 
     桑子（兼輔）、淑姫（菅根）、鮮子（速永） 更衣 
朱雀   慶子（実頼）          女御 
村上   安子（師輔）          皇后 
冷泉   懐子（伊尹）、超子（兼家）、怤子（師輔） 女御 
円融   媓子（兼道）、遵子（頼忠）皇后   詮子（兼家）女御 
花山   忯子（為光）、姚子（朝光）諟子（頼忠）  女御 
一条   定子（道隆）、彰子（道長）皇后、 義子（公季）、元子（顕光）尊子（道兼）女御 
三条   妍子（道長）、娍子（済時）、綏子（兼家）、原子（道隆）皇后、  
後一条  威子（道長） 皇后 
後朱雀  禧子（道長）道長）皇后 生子（教通）、延子（頼宗）女御 
後冷泉  寛子、歓子（頼道）      皇后、 
後三条  昭子（頼宗）、茂子（公成）、  女御 
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再
来
年
︵
２
０
２
４
年
︶
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
﹁
紫
式
部
﹂
だ
そ
う
で
す
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
﹁
藤ふ

じ

裏う
ら

葉ば

の
宴
﹂
の
場
面
が
あ
り
ま
す
︒
世
俗
世
界
の
葛
藤
が
展

開
さ
れ
る
な
か
で
貴
族
た
ち
は
﹁
宴
﹂
を
開
き
ま
す
︒
風
情
あ
る
松
に
た
く
さ
ん
の

花
房
を
つ
け
た
藤
の
花
が
寄
り
添
っ
た
庭
園
で
夕
刻
に
行
わ
れ
る
新
婚
の
宴
の
場
面

で
す
︒﹁
た
お
や
め
の
袖
に
ま
が
へ
る
藤
の
花 

見
る
人
か
ら
や
色
も
ま
さ
ら
む
﹂
と

祝
福
さ
れ
つ
つ
花
婿
は
花
嫁
の
新
床
へ
み
ち
び
か
れ
る…

︒
と
︑
田
辺
聖
子
さ
ん
は

﹁
源
氏
紙
風
船
﹂
で
描
写
し
て
い
ま
す
︒
女
性
は
十
二
単
衣
で
飾
り
﹁
宴
﹂
を
楽
し

み
︑
そ
し
て
愛
の
営
み
に
い
そ
し
む
︒
そ
ん
な
平
安
朝
の
人
々…

︒ 
 

道
長
の
娘
・
彰
子
︵
上
東
門
院
︶
は
︑
藤
原
家
と
天
皇
家
の
家
長
と
し
て
人
々
を
掌

握
︑
指
図
し
︑
気
丈
夫
に
生
涯
を
送
っ
た
と
服
藤
早
苗
氏
は
﹁
藤
原
彰
子
﹂
の
人
物
像

を
紹
介
し
て
い
ま
す
︒ 

 
 

 
 

 

璉
珹
寺
の
ご
本
尊 

﹁
上
東
門
院
の
心
の
悩
み
を
聞
い
て
恵
心
僧
都
が
お
造
り
な
り
ま
し
た
﹂
と
︑
璉

珹
寺
で
は
先
代
住
職
の
声
で
本
尊
白
色
裸
形
阿
弥
陀
像
を
紹
介
し
て
い
ま
す
︒
今
年

も
多
く
の
人
々
が
拝
観
さ
れ
ま
し
た
︒
等
身
大
の
上
半
身
が
裸
︑
し
か
も
女
性
︒
霊

気
あ
ふ
れ
る
阿
弥
陀
仏
に
接
し
て
涙
を
流
す
人
も
い
ま
す
︒ 

          

な
か
に
は
﹁
皇
后
さ
ん
の
仏
さ
ま
が
ど
う
し
て
こ
の
お
寺
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で

す
か
﹂
と
い
う
質
問
が
あ
り
ま
し
た
︒
こ
れ
こ
そ
︑
璉
珹
寺
の
最
大
の
謎
で
す
︒
正
解

と
す
る
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
説
明
不
十
分
で
も
多
く
の
人
々
は
古
い
時
代
の
出
来

事
に
そ
の
神
秘
さ
を
感
じ
ら
れ
て
納
得
さ
れ
る
よ
う
で
す
︒
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
上

の
詮
索
は
ど
う
か
と
思
い
ま
す
が
︑
歴
史
的
事
実
と
し
て
謎
を
解
く
ヒ
ン
ト
を
と
り

あ
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
︒ 

ま
ず
は
﹁
上
東
門
院
の
心
の
悩
み
を
聞
い
て
恵
心
僧
都
が
お
造
り
に
な
っ
た
﹂
と

い
う
く
だ
り
で
す
︒
上
東
門
院
︵
藤
原
彰
子
︶
が
一
条
天
皇
の
許
へ
入
内
︵
輿
入
れ
︶

し
た
の
が
長
保
元
年
︵
９
９
９
︶
１
２
歳
で
し
た
︒
そ
し
て
長
男
︵
後
一
条
︶
と
次
男

︵
後
朱
雀
︶
を
相
次
い
で
出
産
し
た
の
が
九
年
後
の
２
１
歳
と
２
２
歳
で
し
た
︒
し

か
し
︑
そ
の
喜
び
も
束
の
間
︑
翌
々
年
︵
寛
弘
８
年
・
１
０
１
１
︶
夫
一
条
天
皇
が
３

２
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
り
ま
し
た
︒ 

上
東
門
院
が
大
き
な
悲
し
み
に
打
ち
沈
ん
で
い
た
こ
ろ
︑﹁
往
生
要
集
﹂を
著
し﹁
二

十
五
念
仏
三
昧
会
﹂
を
立
ち
上
げ
て
い
た
恵
心
僧
都
は
６
０
歳
後
半
︑
一
条
天
皇
の

死
か
ら
９
年
後
に
恵
心
僧
都
も
７
６
歳
で
入
滅
し
ま
す
︒ 

上
東
門
院
と
恵
心
僧
都
︑

こ
の
二
人
が
直
接
面
談
し
た
記
録
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
が
︑
璉
珹
寺
と
の
関
係
を
加

味
す
る
と
︑
当
時
の
璉
珹
寺
の
本
山
だ
っ
た
洛
陽
・
誓
願
寺
に
行
き
当
た
り
ま
す
︒

恵
心
僧
都
は
﹁
二
十
五
三
昧
講
を
こ
の
寺
で
始
め
た
﹂
と
﹃
誓
願
寺
縁
起
﹄
に
書
い
て

い
ま
す
︒
そ
し
て
﹁
誓
願
寺
は
恵
隠
僧
都
が
奈
良
の
寺
を
起
こ
し
た
﹂
と
し
て
璉
珹

寺
の
存
在
に
も
ふ
れ
て
い
ま
す
︒
誓
願
寺
で
行
わ
れ
た
﹁
二
十
五
三
昧
講
﹂
に
上
東

門
院
は
じ
め
女
官
と
し
て
仕
え
た
紫
式
部
や
和
泉
式
部
ら
多
く
の
女
房
が
参
籠
し
て

い
ま
す
︒
誓
願
寺
と
縁
を
結
ん
だ
上
東
門
院
が
﹃
誓
願
寺
縁
起
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る

元
祖
の
寺
︵
璉
珹
寺
︶
に
ご
本
尊
が
な
い
こ
と
を
知
っ
た
と
す
れ
ば
ど
う
で
し
ょ
う

か
︒ ど

う
し
て
璉
珹
寺
に
本
尊
が
な
い
の
か
︒
阿
弥
陀
如
来
は
長
岡
京
へ
の
都
移
り
に

よ
っ
て
寺
の
移
転
と
と
も
に
運
ば
れ
て
い
た
事
実
︒
さ
ら
に
当
時
の
一
条
天
皇
︵
六

六
代
︶
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
十
代
前
の
５
６
代
清
和
天
皇
即
位
に
か
か
わ
る
﹁
天
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皇
生
誕
﹂
の
事
実
が
絡
ん
で
い
た
こ
と
を
知
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
す
︒ 

そ
の
事
実
と
は
清
和
天
皇
の
父
文
徳
天
皇
に
は
紀
静
子
か
ら
生
ま
れ
た
長
男
・
惟

喬
親
王
が
皇
太
子
に
な
る
と
み
ら
れ
て
い
た
の
に
︑
時
の
大
臣
藤
原
良
房
は
娘
の

明
子

あ
き
ら
け
い
こ

を
入
内
さ
せ
男
子
出
産
を
願
っ
た
︒
そ
し
て
﹁
春
日
地
蔵
﹂
の
効
験
に
よ
っ
て

四
男
惟
仁
親
王
が
生
ま
れ
︑一
歳
に
も
満
た
な
い
幼
児
が
皇
太
子
に
な
っ
た
事
実…

︒

第
５
６
代
清
和
天
皇
の
誕
生
は
春
日
地
蔵
に
祈
願
し
た
お
蔭
だ
っ
た
︒
そ
の
地
蔵
尊

が
紀
氏
の
氏
寺
璉
珹
寺
に
あ
っ
た
の
で
は
藤
原
家
に
と
っ
て
具
合
が
悪
い
︒
と
ば
か

り
に
二
キ
ロ
ほ
ど
南
へ
﹁
染
殿
︵
藤
原
明
子
︶
が
出
産
祈
願
を
し
た
地
蔵
尊
の
寺
﹂
と

し
て
帯
解
寺
が
創
建
さ
れ
た
︒
と
い
う
事
実
を
上
東
門
は
ど
う
受
け
止
め
た
で
し
ょ

う
か
︒
江
戸
時
代
の
﹃
大
和
志
料
﹄
に
帯
解
寺
の
地
蔵
菩
薩
像
は
も
と
璉
珹
寺
に
あ

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

上
東
門
院
の
後
半
生
は
藤
原
家
と
天
皇
家
の
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
︵
家
長
︶
と
し
て

弟
頼
道
の
関
白
職
を
助
け
る
一
方
︑
父
道
長
の
遺
志
を
う
け
て
仏
教
に
傾
倒
し
︑
出

家
し
た
身
で
も
っ
て
神
社
仏
閣
へ
の
参
詣
や
布
施
を
行
っ
て
い
ま
す
︒
こ
う
し
た
上

東
門
院
自
身
か
︑
あ
る
い
は
そ
の
心
を
受
け
継
い
だ
誰
か
が
裸
形
阿
弥
陀
仏
像
を
奈

良
の
璉
珹
寺
へ
移
設
を
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
残
念
な
が
ら
道
長
や
側

近
た
ち
の
日
記
︵﹃
御
堂
関
白
記
﹄﹃
権
記
﹄﹃
左
小
記
﹄
な
ど
︶
の
よ
う
な
文
字
記
録

が
上
東
門
院
の
後
半
生
に
は
極
端
に
欠
け
て
い
ま
す
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

璉
珹
寺
の
本
尊
に
ま
つ
わ
る
謎
は
︑﹁
藤
に
か 

ら
ま
れ
た
木
﹂︑す
な
わ
ち
紀
氏
が
藤
原
氏
と
同 

様
に
皇
族
と
婚
姻
関
係
を
保
っ
て
い
た
時
代
の 

で
き
ご
と
で
す
︒
そ
の
謎
を
解
く
ヒ
ン
ト
は
的 

外
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒い
つ
︑だ
れ
が
︑ど
ん 

な
事
情
で
阿
弥
陀
像
を
璉
珹
寺
に
も
た
ら
し
た 

か
の
確
証
は
あ
り
ま
せ
ん
︒が
︑不
可
能
な
推
理 

で
は
な
い
と
い
ま
は
思
っ
て
い
ま
す
︒ 

 
 

 
 

編
集
後
記 

 

コ
ロ
ナ
感
染
︑
ロ
シ
ア
軍
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
︑
参
議
院
選
挙
の
さ
中
に
第
７
０

号
の
発
行
日
を
迎
え
ま
し
た
︒
人
生
な
ら
古
希
の
祝
い
の
節
目
で
す
︒
そ
し
て
振
り

返
れ
ば
︑
初
号
の
発
行
か
ら
満
１
８
年
目
︒
選
挙
権
を
行
使
で
き
る
成
人
に
達
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
︒ 

田
辺
実
氏
の
呼
び
か
け
で
集
ま
っ
た
会
合
で
申
し
合
わ
せ
た
の
は
﹁
教
員
を
定
年

退
職
し
た
途
端
に
亡
く
な
っ
た
和
弘
住
職
の
あ
と
︑
奥
さ
ん
が
苦
労
さ
れ
て
い
る
︒

い
ま
は
小
さ
い
が
歴
史
あ
る
寺
に
光
を
当
て
よ
う
﹂
と
い
う
も
の
で
し
た
︒
そ
し
て

﹁
璉
珹
寺
友
の
会
﹂
の
会
員
を
募
り
︑
機
関
誌
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒ 

１
８
年
経
過
し
て
み
る
と
︑
当
時
の
ス
タ
ッ
フ
の
う
ち
３
人
は
鬼
籍
に
入
り
︑
大

黒
柱
の
田
辺
氏
は
重
要
な
任
務
に
就
か
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒ 

７
０
号
の
紙
面
を
眺
め
る
と
﹁
な
ん
と
幼
稚
な
編
集
﹂
と
い
う
の
が
実
感
で
す
が
︑

﹁
友
の
会
﹂
や
ご
近
所
・
友
人
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
実
施
し
た
催
し
も

欠
か
せ
ま
せ
ん
︒
２
回
に
わ
た
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
︑
大
人
の
お
月
見
会
な
ど

の
楽
し
い
催
し
︒
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
が
行
っ
た
発
掘
調
査
と
璉
珹
寺
所
蔵
の
古
文

書
の
調
査
︒さ
ら
に
紀
氏
の
氏
寺
に
か
か
わ
る
寺
院
や
遺
跡
を
め
ぐ
る
ツ
ア
ー
な
ど
︒

﹁
光
を
当
て
る
﹂
と
い
う
目
標
は
︑
紙
面
編
集
だ
け
で
は
な
く
︑
多
彩
な
催
し
が
そ

の
結
実
で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒ 

 

こ
の
ア
イ
デ
ア
の
多
く
は
住
職
の
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
︑﹁
良
寛
さ
ん
の
お

寺
の
よ
う
に
し
た
い
﹂
と
い
う
願
い
を
活
か
す
催
し
で
し
た
︒
い
ま
取
り
組
ん
で
い

る
﹁
俳
句
﹂﹁
う
た
ご
え
﹂﹁
ヨ
ガ
﹂
な
ど
の
定
例
的
な
催
し
と
随
時
の
ア
イ
デ
ア
を
活

か
し
た
取
り
組
み
も
多
彩
で
す
︒ 

 
さ
て
︑
７
０
号
を
機
に
今
後
ど
う
な
る
か
︒
次
世
代
へ
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
の
が

常
道
で
し
ょ
う
が
︑
そ
の
相
談
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
︒
い
ま
し
ば
ら
く
は
私
の
寿
命

と
健
康
が
つ
づ
く
か
ぎ
り
頑
張
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒ 

野
尻
幸
男 
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