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ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
因
み
に
房
内
氏
は
後

陽
成
天
皇
の
ご
学
問
が
近
世
国
学
の
興
隆

に
つ
な
が
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
。

応
仁
の
乱
以
降
長
く
続
く
祭
祀
の
断
絶

の
中
で
歴
代
天
皇
は
そ
の
復
興
を
強
く
願

は
れ
た
。
百
五
代
後
奈
良
天
皇
に
は
、
同

様
に
中
絶
し
て
ゐ
た
神
宮
式
年
遷
宮
の
再

興
を
願
は
れ
た
と
思
は
れ
る
「
い
そ
の
か

み
ふ
る
き
茅ち

が
や萱

の
宮
柱
た
て
か
ふ
る
世
に

逢
は
ざ
ら
め
や
は
」（「
神
祇
」
一
五
三
〇
年
）

の
御
製
が
あ
る
。
応
仁
の
乱
か
ら
百
年
を

経
過
し
、
信
長
・
秀
吉
の
登
場
に
よ
っ
て

朝
儀
再
興
の
兆
し
が
見
え
る
の
だ
が
、
新

嘗
祭
の
復
興
は
そ
の
後
陽
成
天
皇
の
時
代

か
ら
さ
ら
に
百
年
余
り
の
時
を
要
し
た
。

後
陽
成
天
皇
の
御
製
の
「
忘
れ
め
や
」

の
初
句
に
は
、
天
皇
御
自
身
の
和
歌
の
ご

学
問
を
背
景
と
し
た
深
い
懐
古
の
情
と
、

代
々
継
承
さ
れ
て
き
た
神
事
復
興
の
強
い

ご
意
志
が
込
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
、

そ
の
御
心
が
印
象
鮮
明
の
御
製
を
生
ん
だ

の
で
あ
ら
う
。

以
上
、
今
回
の
作
業
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
一
つ
を
ご
紹
介
し
た
が
、
歴
代
天
皇
の

御
製
の
拝
誦
を
通
じ
て
、
各
時
代
を
生
き

ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
方
の
御
心
の
動

き
を
我
々
自
身
が
感
ず
る
道
が
開
か
れ
て

ゐ
る
。
天
皇
の
ご
事
績
や
時
代
の
空
気
も

蘇
り
う
る
の
で
あ
る
。

天
皇
と
国
語
が
一
貫
す
る
、
日
本
の
稀

有
の
国
柄
の
幸
を
改
め
て
思
ふ
。

（
元
日
本
興
業
銀
行
）

「
忘
れ
る
こ
と
が
あ
ら
う
か
！
豊
明
節
会

の
夜
の
宴
に
見
入
っ
た
少
女
ら
の
舞
の

袂た
も
とは
」
と
そ
の
姿
を
印
象
深
く
お
詠
み
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
回
の
「
大
饗
の

儀
」
の
参
列
者
に
も
目
に
浮
ぶ
や
う
な
御

製
で
は
あ
る
ま
い
か
。

し
か
し
、
史
実
か
ら
み
る
と
、
応
仁

の
乱
の
少
し
前
か
ら
治
安
悪
化
に
よ
っ
て

新
嘗
祭
や
大
嘗
祭
は
長
い
間
中
絶
し
、
そ

の
復
興
は
江
戸
時
代
の
霊
元
天
皇
（
一
一

二
代
）
以
降
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

（
勝
岡
寛
次
「
大
嘗
祭
の
歴
史
と
祈
り
」『
祖
国

と
青
年
』
令
和
元
年
七
～
十
月
号
）。
だ
と
す

れ
ば
、
秀
吉
の
時
代
に
重
な
る
後
陽
成
天

皇
の
御
製
は
想
像
上
の
歌
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
御
製
の
印
象
は
ま
こ
と

に
鮮
明
で
あ
り
、
初
句
の
「
忘
れ
め
や
」

を
ど
う
解
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。

こ
の
疑
問
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
は
、
当

会
の
道
統
に
連
な
る
房
内
幸
成
氏
の
『
天
朝

の
御
学
風
』（
昭
和
十
九
年
）
の
記
述
で
あ
っ

た
。
小
倉
百
人
一
首
に
「
天
つ
風
雲
の
通
ひ

路
ふ
き
と
ぢ
よ
を
と
め
の
姿
し
ば
し
と
ど
め

む
」（
僧
正
遍
照
）
と
い
ふ
、
正
月
の
カ
ル
タ

取
り
で
覚
え
た
歌
が
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
原

典
の
古
今
集
の
詞
書
に
は
「
五
節
舞
姫
を
見

て
よ
め
る
」
と
あ
り
、
豊
明
節
会
で
の
歌
だ

と
知
っ
た
。
そ
し
て
和
歌
の
道
を
深
く
学
ば

れ
た
後
陽
成
天
皇
に
は
「
百
人
一
首
御
抄
」

と
い
ふ
注
釈
の
ご
著
作
が
あ
り
、
こ
の
「
天

つ
風
」
の
歌
に
つ
い
て
も
「
五
節
の
舞
」
の

い
は
れ
を
含
め
て
懇
切
な
注
を
つ
け
て
を

宮
中
の
祭
祀
が
天
皇
の
最
重
要
の
お
務

め
で
あ
る
こ
と
は
、
昨
夏
の
合
宿
教
室
で

大
岡
弘
講
師
が
語
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
そ
の
神
事
の
中
で
も
最
重
要
と
さ
れ

る
の
が
新
嘗
祭
で
あ
る
が
、
次
に
紹
介
す

る
の
は
新
嘗
祭
と
と
も
に
行
は
れ
る
豊
明

節
会
を
詠
ま
れ
た
後
陽
成
天
皇
（
百
七
代
、

ご
在
世
一
五
七
一
～
一
六
一
七
）
の
御
製
で

あ
る
。

豊と
よ
あ
か
り
の
せ
ち
ゑ

明
節
会

忘
れ
め
や
と
よ
の
あ
か
り
に
少を

女と
め

子ご

が

節せ
ち

会ゑ

の
よ
る
の
舞
の
た
も
と
は

豊
明
節
会
は
、
天
皇
が
新
穀
を
召
上
り
、

臣
下
に
も
賜
ふ
祝
宴
で
あ
り
、
節
会
で
は

舞
姫
が
「
五ご

節せ
ち

の
舞
」
と
い
ふ
国
ぶ
り
の

舞
を
披
露
し
た
。
御
代
始
め
の
新
嘗
祭
は

特
に
大
嘗
祭
と
し
て
行
は
れ
る
重
儀
で
昨

年
も
斎
行
さ
れ
た
が
、
豊
明
節
会
も
「
大

饗
の
儀
」
と
い
ふ
名
で
行
は
れ
、「
五
節

の
舞
」
が
披
露
さ
れ
た
と
き
く
。

こ
の
め
で
た
い
舞
を
後
陽
成
天
皇
が

現
在
、
当
会
会
員
の
間
で
、
歴
代
天

皇
の
御
製
の
謹
解
書
を
今
の
世
に
わ
か
り

や
す
い
形
で
編
集
し
よ
う
と
、
企
画
準
備

を
進
め
て
ゐ
る
。
当
会
の
学
問
の
道
統
の

一
つ
は
御
製
研
究
に
あ
り
、
小
田
村
寅
二

郎
・
小
柳
陽
太
郎
共
編
『
歴
代
天
皇
の
御

歌
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
十
八
年

の
こ
と
だ
っ
た
。
今
回
の
企
画
は
い
は
ば

こ
の
『
歴
代
天
皇
の
御
歌
』
の
入
門
書
を

作
ら
う
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。

初
代
神
武
天
皇
か
ら
百
二
十
六
代
今
上

天
皇
に
至
る
天
皇
方
で
御
製
が
遺
さ
れ
て

ゐ
る
の
は
北
朝
の
五
方
を
含
め
て
九
十
五

方
に
及
ぶ
。
こ
の
壮
大
な
御
製
群
は
日
本

の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
天
皇
の
大
御
心
を

映
し
出
し
た
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。

歴
代
御
製
の
テ
ー
マ
は
、
花
鳥
風
月
や

相
聞
、
挽
歌
な
ど
様
々
だ
が
、
世
を
思
ひ

民
の
生
活
を
思
は
れ
る
御
製
が
多
く
、
そ

れ
に
重
な
る
や
う
に
神
事
に
関
は
る
御
製

も
目
立
つ
。

  

歴
代
天
皇
の
御
製
を
学
ぶ

　
　 —

後
陽
成
天
皇
「
五
節
の
舞
」の
御
製—
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