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洞
院
実
世
の
研
究

i
後
醍
醐
天
皇
側
近
の
人
生
1

*

近

藤

淳

司

「は
じ
め
に
」
で
洞
院
実
世
に
つ
い
て
研
究
者
が

い
な

い
こ
と
史
料
が
少
な

い

こ
と
、
そ
し
て
そ
の

一
端
が
父
洞
院
公
賢
の
人
物
と
し
て
の
大
き
さ
に
あ
る
こ
と

を
前
置
き
し
、
そ
の
研
究
の
必
要
性

に
つ
い
て
述
べ
る
。

第

一
章
で
は
洞
院
家
内
部
に
お
け

る
嫡
流
争

い
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
他
家
と

洞
院
家
の
嫡
流
争

い
は
全
く
異
な
る
と
し
、
公
賢

・
公
敏

・
公
泰
兄
弟
と
実
世

・

実
守

・
実
夏
兄
弟
の
嫡
流
争

い
に
つ
い
て
述
べ
る
。
河
院
家
独
特
の
嫡
流
争

い
は

当
主
が
ま
ず
全
派
閥
に

一
族
を
配
置

し
て
嫡
流
争

い
が
そ
こ
か
ら
始
ま
る
も
の
と

し
、
他
家
の
よ
う
に

一
族
の
中
に
有
力
な
二
家
が
両
皇
統
に
分
裂
し
て
二
派
閥
に

分
裂
す
る
の
で
は
な
く
、
洞
院
家
は
派
閥
の
数
だ
け
分
裂
す
る
。
公
賢
兄
弟
の
時

代
は
持
明
院
統

・
亀
山
法
皇

・
後
宇
多
上
皇

の
三
派
閥
が
存
在
し
、
実
世
兄
弟

の

時
代
は
持
明
院
統

・
後
醍
醐
天
皇

・
邦
良
親
王

・
恒
明
親
王
の
四
派
閥
が
存
在

し
、
実
世
は
後
醍
醐
天
皇
の
派
閥
に
属
し
て
い
た
と
考
え
る
。

第
二
章
第
1
節
で
は
鎌
倉
末
期

の
後
醍
醐
天
皇

に
よ
る
記
録
所
と
検
非
違
使
別

当
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
記
録
所
の
重
要
性
と
洞
院
実
世
が
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ

て
い
た
か
で
あ
る
。
記
録
所
に
関
し

て
は
京
都
の
商
業

・
流
通

・
訴
訟
の
支
配
が

最
大
目
的
で
あ
り
、
公
的
性
格
を
持

つ
機
関
で
あ
り
な
が
ら
後
醍
醐
天
皇
側
近
が

集
め
ら
れ
事
実
上
の
私
的
機
関
と
な
り
、
六
波
羅
探
題
の
京
都
支
配
に
干
渉
し
た
。

洞
院
実
世
も
当
然
重
臣
の
中
に
存
在
し
、
重
臣
は
母
や
側
室
と
血
縁
が
あ
る
者
に

限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
阿
野
廉
子
と
の
つ
な
が
り
で
直
接
信
任
さ
れ
て
い
た
と

考
え
る
。
ま
た
、
検
非
違
使
別
当
で
は
親
政
開
始
以
降

の
補
任
者
で
下
級
公
家
と

死
亡
者
を
除
く
と
南
朝
の
上
級
公
家
で
あ
る
北
畠
親
房

・
四
条
隆
資

・
洞
院
実
世

の
三
人
が
残
る
。
三
人
は
後
醍
醐
天
皇
側
室
の
近
親
者
で
あ
り
、
検
非
違
使
を
手

足
の
よ
う
に
動
す
に
は
近
親
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
2
節
で
は
後
醍
醐
天
皇
の
討
幕
計
画
の
中
で
洞
院
実
世
が
な
ぜ
元
弘
の
乱
に

加
わ
ら
な
か

っ
た
の
か
考
察
す
る
。
実
世
は
後
醍
醐
天
皇
が
出
京
し
た
翌
日
に
捕

ら
え
ら
れ
る
。
補
縛

の
理
由
は
後
醍
醐
天
皇
重
臣
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
な
ぜ
京

都
に
残

っ
た
の
か
。
持
明
院
統
派
の
洞
院
公
賢
か
ら
幕
府
に
情
報
が
漏
れ
る
の
を

防
ぐ
た
め
に
知
ら
さ
れ
な
か

っ
た
と
考
え
る
。
六
波
羅
探
題
に
捕
ま

っ
て
い
た
実

世
は
翌
年
父
公
賢
に
預
け
ら
れ
、
公
賢
邸
で
幕
府
が
倒
れ
る
ま
で
軟
禁
と
な

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章
第
1
節
で
は
洞
院
実
世
の
建
武
の
新
政

へ
の
参
加
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
実
世
は
建
武
政
権
下
で
恩
賞
方
上
卿

・
伝
奏

・
雑
訴
決
断
所
寄
人
に
任
じ
ら

れ
る
。
恩
賞
方
上
卿
に
つ
い
て
は
恩
賞
方
が
ま
だ
機
関
と
し
て
未
成
立
の
中
で
実

世
は
上
卿
に
任
じ
ら
れ
、
当
然
な
が
ら
全
国
か
ら
来
る
恩
賞
の
要
求
を
さ
ば
く
こ
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と
が
で
き
ず
に
解
任
さ
れ
る
。
後
任
者
も
当
然
さ
ば
く
こ
と
が
で
き
ず
次
々
と
解

任
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
恩
賞
決
定
の
遅
さ
が
武
家
の
反
乱
の
最
大
の

一
因
と
さ
れ

る
。
雑
訴
決
断
所
寄
人
に
つ
い
て
は
実
世
は
増
員
時
に
加
わ
り
、
全
国
か
ら
来
る

訴
訟
の
処
理
を
行

っ
て
い
く
。
後
醍
醐

天
皇
が
公
家
支
配
の
時
代
に
回
帰
し
よ
う

と
し
た
た
め
に
訴
訟
の
数
は
圧
倒
的
な
も
の
と
な

っ
て
し
ま

い
、
恩
賞
に
続
き
訴

訟
ま
で
時
間
が
か
か
る
こ
と
に
な

っ
た
。
伝
奏
に
つ
い
て
は
天
皇
と
武
家
の
間
の

つ
な
ぎ
の
機
関
で
あ
り
、
武
家
が
天
皇

に
会
う
と
な
る
と
伝
奏
を
待

つ
こ
と
に
な

っ
た
。
た
だ
し
、
伝
奏
の
み
に
関
す

る
史
料
は
な
く
実
世
が
伝
奏
と
し
て
ど
の
よ

う
な
こ
と
を
し
て
い
た
か
は
は

っ
き
り
し
な
い
。

第
2
節
で
は
足
利
尊
氏
の
反
乱
と
討
伐
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
中
先
代
の
乱
の

後
足
利
尊
氏
が
北
条
時
行
を
討
伐
し
て
鎌
倉
に
い
す
わ
り
、
そ
の
間
に
足
利
直
義

が
護
良
親
王
を
殺
害
し
た
こ
と
が
伝

わ
る
と
足
利
尊
氏
討
伐
軍
が
構
成
さ
れ
る
。

新
田
義
貞
ら
が
東
海
道
か
ら
、
洞
院
実
世
ら
が
東
山
道
か
ら
鎌
倉
を
目
指
す
こ
と

に
な
る
。
鎌
倉
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
は
ず
も
な
い
足
利
尊
氏
を
討
伐
す
る
た
め
に

実
世
は
西
国
武
士
と
新
田

一
族
で
構
成
さ
れ
る
東
山
道
軍
を
率
い
て
信
濃

へ
と
進

軍
し
、
信
濃
を
掃
討
す
る
。

一
方
、
東
海
道
軍
は
破
れ
、
京
都
は
足
利
尊
氏
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
る
が
、
北
畠
顕
家
の
奥

州
軍
、
洞
院
実
世
の
東
山
道
軍
が
合
流
し
、

足
利
尊
氏
を
京
都
か
ら
追
放
す
る
。
京
都
で
は
勲
功
賞
が
与
え
ら
れ
、
洞
院
実
世

も
自
軍
に
軍
忠
状
を
発
給
し
た
。

第
3
節
で
は
足
利
尊
氏
の
再
上
洛
と
洞
院
実
世
ら
の
北
国
落
ち
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
足
利
尊
氏
は
九
州
で
勢
力
を
盛
り
返
し
、
厳
島
で
光
厳
上
皇
院
宣
を
手
に

入
れ
、
湊
川
で
楠
木
正
成
を
破
り
、
入
京
す
る
。
後
醍
醐
天
皇
ら
は
比
叡
山
に
移

り
、
五
ヶ
月
に
わ
た

っ
て
京
都
奪
還
戦
を
繰
り
返
し
、
名
和
長
年

や
千
種
忠
顕
は

戦
死
す
る
。
戦
力
も
食
料
も
失
わ
れ
後
醍
醐
天
皇

の
下
山
が
決
定
す
る
と
新
田
義

貞
は
猛
反
対
し
、
恒
良
親
王
を
奉
じ
て
尊
良
親
王

・
新
田
義
貞

・
洞
院
実
世
ら
が

北
国
に
落
ち
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
と
き

に
恒
良
親
王
が
即
位
し
た

と
も
さ
れ
、
北
国
軍
は
恒
良
親
王
を
天
皇
と
し
て
推
戴
し
た
。

第
四
章
第
1
節
で
は
金

ヶ
崎
の
戦
と
吉
野
へ
の
帰
路

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
越

前
金
崎
城
に
入
っ
た
北
国
軍
は
膨
大
な
軍
勢
と
戦
う
こ
と
に
な
る
。
北
国
軍
は
恒

良
親
王
を
天
皇
で
あ
る
と
信
じ
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
洞
院
実
世
が
伝
奏
と
な

り
編
旨
を
発
給
し
、
白
鹿
と
い
う
年
号
を
使
用
し
た
。
金
崎
城
近
く
の
気
比
社
は

恒
良
親
王
が
臨
幸
し
て
き
た
と
記
し
、
朝
廷
の
よ
う
な
行
動
を
始
め
て
い
た
と
考

え
る
。
そ
の
金
崎
城
も
四
ヶ
月
で
陥
落
し
、
洞
院
実
世
は
新
田
義
貞

・
脇
屋
義
助

と
共
に
越
前
杣
山
城
に
脱
出
す
る
。
二
年
半
ほ
ど
杣
山
城
に
い
た
実
世
は
杣
山
城

の
陥
落
で
美
濃
根
尾
城
に
移
り
、
す
ぐ
に
尾
張
波
津
ヶ
崎
城
に
移
り
、
伊
勢

・
伊

賀
を
経
て
吉
野
に
帰
還
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
2
節
で
は
後
村
上
天
皇
の
伝
奏
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
伝
奏
は
天
皇
武
家
の

間
を

つ
な
ぐ
機
関
で
摂
関
に
次
ぐ
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
公
家
優
位
の
南
朝
で
は

当
然
上
位
の
存
在
と
な
り
、
こ
の
上
に
関
白
が
機
能
し
て
い
な
け
れ
ば
最
上
位

の

機
関
と
な
る
。
四
条
隆
資
と
洞
院
実
世
は
伝
奏
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
南

朝
の
思
想
の
最
上
位
に
い
る
北
畠
親
房
に
次
ぐ
権
力
を
持

つ
こ
と
に
な

っ
た
。
北

畠
親
房
と
伝
奏
が
国
内
の
南
朝

へ
の
協
力
要
請
の
文
書
を
発
給
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
南
朝
の
最
重
要
機
関
武
者
所
で
も
南
朝
重
鎮

の
署
判
は
伝
奏
の
も
の
で
あ
り
、

聴
断
で
も
上
位
に
伝
奏
の
署
判
が
あ
る
。
正
平

一
統
が
な
る
と
後
村
上
天
皇
還
幸
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の
沙
汰
を
行

い
、
正
平

一
統
が
崩
れ
て
京
都
を
脱
出
す
る
と
四
条
隆
資
の
戦
死
に

よ
り
隆
資
に
代
わ

っ
て
文
書
発
給
を
行

い
始
め
る
。
内
大
臣
に
補
任
す
る
と
伝
奏

と
し
て
の
行
動
は
見
ら
れ
な
く
な
り
、
以
降
没
す
る
ま
で
の
六
年
間
で
左
大
臣
兼

東
宮
傅
ま
で
の
ぼ
る
。

第
3
節
で
は

「戦
う
公
家
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
「戦
う
公
家
」
と

い
う

の

は
南
朝
公
家
の
特
徴
で
あ
り
、
主
な
条
件
に
、

一
、
戦
力
を
率

い
て
前
線
に
立
ち

戦
闘
に
加
わ
る
、
二
、
嫡
子
以
外
の

一
族
を
部
下
と
し
て
扱

い
家
臣
団
を
構
築
す

る
、
の
二
つ
を
置

い
て
い
る
。
北
畠
家

・
四
条
家
は
ま
さ
に
当
て
は
ま
る
が
洞
院

実
世
は
戦
闘
に
加
わ
る
も
の
の
家
臣

団
を
構
築
で
き
な
か
っ
た
。
唯

一
の
男
子
公

行
は
出
家
し
て
し
ま
う
。
実
世
は

「戦
う
公
家
」
に
な
り
き
れ
な
か

っ
た
。

「お
わ
り
に
」
で
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
洞
院
実
世
が
な
ぜ
研
究

さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
の
か
、
研
究
を
深

め
る
に
は
ど
の
よ
う
な
方
向
性
が
必
要
で

あ
る
か
を
述
べ
る
。
洞
院
実
世
が
共

に
行
動
し
て
い
る
人
物
の
陰
に
な
っ
て
同
じ

行
動
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
記

さ
れ
て
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
物
の

行
動
が
反
映
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
人
物
の
歴
史
も
研
究
す
る
こ
と

で
実
世
の
研
究
は
確
実
な
方

へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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