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一
、
は
じ
め
に

現
存
す
る
平
安
朝
物
語
の
中
で
最
古
の
長
編
物
語
、『
宇
津
保
物
語
』

に
は
仁
寿
殿
女
御
と
い
う
女
性
が
登
場
す
る
。
仁
寿
殿
女
御
は
、
源

正
頼
と
嵯
峨
院
皇
女
の
大
宮
と
の
間
に
生
ま
れ
た
長
女
で
、
朱
雀
帝

に
入
内
し
、
寵
愛
を
受
け
て
多
く
の
御
子
を
あ
げ
た
。
立
后
し
国
母

と
な
る
こ
と
こ
そ
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
朱
雀
帝
後
宮
に
お
い
て

第
一
の
寵
妃
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
后
宮
を
し
て
「
仁
寿
殿

の
盗
人
」（
国
譲
下
・
七
五
一
頁
）
と
罵
倒
さ
せ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
女

御
の
妹
の
あ
て
宮
は
、
新
帝
の
寵
愛
深
く
東
宮
の
母
と
な
り
、
一
方

で
女
御
の
生
ん
だ
女
一
宮
は
、
朱
雀
・
新
帝
両
帝
の
信
頼
あ
つ
い
主

人
公
仲
忠
の
妻
と
な
っ
た
。
何
か
と
あ
て
宮
・
女
一
宮
の
世
話
を
焼

き
相
談
に
乗
る
彼
女
は
、
よ
き
姉
・
よ
き
母
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

意
味
で
、
仁
寿
殿
女
御
は
、
源
正
頼
一
族
の
繁
栄
の
一
端
を
担
う
、

物
語
中
の
ま
さ
に
重
要
人
物
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
女
御
の
殿
舎
が
仁
寿
殿
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
が

残
る
の
で
あ
る
。
仁
寿
殿
は
平
安
朝
に
お
い
て
キ
サ
キ（

�
（

の
居
所
と
し

て
使
わ
れ
た
形
跡
が
な
い
と
の
指
摘
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る（

�
（

。
た
だ

し
、
先
学
は
「
物
語
的
設
定
」
と
の
一
言
で
片
付
け
て
し
ま
う
こ
と

が
多
く
、
彼
女
の
居
所
が
仁
寿
殿
で
あ
る
こ
と
の
意
味
ま
で
は
深
く

踏
み
込
ん
で
考
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
仁
寿
殿
を
居
所
と
し

た
こ
と
は
、
作
者
が
無
作
為
に
殿
舎
を
選
び
出
し
た
結
果
で
し
か
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
そ
の
設
定
の
背
後
に
あ
る
物
語
作
者

の
意
図
・
工
夫
の
可
能
性
ま
で
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
本
稿
で
は
、
本
当
に
虚
構
で
あ
る
か
を
も
う
一
度
確
認
し
た
上

で
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
作
者
に
何
ら
か
の
設
定
意
図
が
あ
っ
た
か
、

『
宇
津
保
物
語
』
仁
寿
殿
女
御
考

―
―

そ
の
殿
舎
を
め
ぐ
っ
て―

―

栗
本
賀
世
子
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そ
し
て
そ
の
設
定
が
物
語
の
展
開
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
ど
う
か
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
史
実
に
お
け
る
仁
寿
殿
の
姿

を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
、
史
実
に
お
け
る
仁
寿
殿

仁
寿
殿
は
紫
宸
殿
の
北
、
清
涼
殿
の
東
に
あ
り
、
内
裏
の
ま
さ
に

中
心
に
位
置
す
る
殿
舎
で
あ
る
。
桓
武
・
平
城
天
皇
の
在
所
と
な
っ

て
い
た
と
の
説
も
あ
り（

�
（

、
建
物
自
体
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

け
れ
ど
も
、「
仁
寿
殿
」
と
い
う
名
を
付
け
ら
れ
た
の
は
嵯
峨
朝
の
弘

仁
年
間
で
あ
る（

（
（

。
淳
和
朝
の
天
長
元
年
（
八
二
四
）
に
は
皇
太
子
が
後

宮
に
お
い
て
謁
見
す
る
際
仁
寿
殿
で
酒
肴
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
こ
と
が

見
え
る（

（
（

。
こ
の
頃
の
仁
寿
殿
は
天
皇
の
常
御
殿
で
あ
っ
た
。『
日
本
紀

略
』
天
長
元
年
（
八
二
四
）
十
二
月
一
日
条
に
「
皇
太
子
参
二-

謁
於

中
殿
一
。
曲
宴
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
淳
和
天
皇
の
御
座
所
は
中
殿

（
仁
寿
殿
）
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
中
殿
と
は
、
仁
寿

殿
が
紫
宸
殿
と
常
寧
殿
の
間
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
呼
ば
れ
た
名
で

あ
ろ
う（

（
（

。
仁
明
朝
に
な
る
と
、
天
皇
は
常
御
殿
を
清
涼
殿
に
移
し
た（

（
（

。

し
か
し
、
仁
寿
殿
で
は
、
第
一
皇
子
の
元
服
や
奏
楽
の
催
し（

（
（

、
内
宴
、

御
斎
会
内
論
義
な
ど
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。

続
く
文
徳
天
皇
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
在
位
中
一
度
も
内
裏
の
殿

舎
を
用
い
ず
、
東
宮
雅
院
、
梨
下
院
、
冷
然
院
を
居
所
と
し
て
い
た（

（
（

。

し
か
し
、
そ
の
子
の
清
和
天
皇
は
、
即
位
当
初
は
東
宮
を
居
所
と
し

た
が
、
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
八
月
に
内
裏
に
入
り
、
十
一
月
に
は
仁

寿
殿
に
移
っ
た
（『
三
代
実
録
』）。
鈴
木
亘
氏
・
瀧
浪
貞
子
氏
に
よ
る

と
、
仁
寿
殿
は
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
の
三
井
寺
の
唐
坊
建
立
の
際

に
解
体
移
建
さ
れ
た
が
、
清
和
天
皇
が
内
裏
に
入
る
前
、
貞
観
六
年

ま
で
に
は
新
造
さ
れ
て
い
た
と
い
う（

（（
（

。
瀧
浪
氏
は
「
文
徳
天
皇
以
来

一
五
か
年
の
間
、
天
皇
不
在
と
な
っ
て
い
た
内
裏
に
、
清
和
の
外
祖

父
、
藤
原
良
房
が
新
造
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
仁

寿
殿
に
入
っ
た
清
和
天
皇
は
、譲
位
の
前
年
弘
徽
殿
・
綾
綺
殿
に
移
り
、

そ
の
後
良
房
の
染
殿
院
に
移
っ
て
こ
こ
で
譲
位
し
て
い
る（
（（
（

。
し
か
し
、

そ
れ
以
前
十
年
も
の
間
仁
寿
殿
に
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
が
天
皇
の

常
御
殿
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

清
和
天
皇
の
次
代
の
陽
成
天
皇
は
、
当
初
は
仁
寿
殿
を
居
所
と
し

た
の
だ
け
れ
ど
も（
（（
（

、
そ
の
後
は
弘
徽
殿
・
清
涼
殿
・
常
寧
殿
・
綾
綺

殿
な
ど
を
転
々
と
し
て
い
る（
（（
（

。
こ
の
こ
と
は
陽
成
朝
の
不
安
定
な
政

情
を
現
す
と
も
考
え
ら
れ
る（

（（
（

。
し
か
し
そ
の
中
で
も
清
涼
殿
に
御
す

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
仁
寿
殿
は
、
即
位
当
初
こ
そ
天
皇
は
こ
こ
に

い
た
の
だ
が
、
わ
ず
か
一
年
で
他
の
殿
舎
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、

以
降
は
居
所
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
陽
成
天
皇
の
主
た
る
居
所

は
清
涼
殿
で
あ
り
、
仁
寿
殿
は
一
時
的
な
住
ま
い
に
す
ぎ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
宮
廷
の
恒
例
行
事
に
は
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
、
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相
撲
節
・
灌
仏
会
・
内
宴
・
御
斎
会
内
論
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る（
（（
（

。

光
孝
天
皇
は
、在
位
中
一
貫
し
て
仁
寿
殿
を
用
い
た
。そ
れ
ゆ
え
か
、

こ
の
時
期
、
曲
宴
や
献
物
の
こ
と
な
ど
の
華
や
か
な
宮
廷
行
事
が
こ

こ
で
催
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
ま
た
、仁
和
二
年
（
八
八
六
）
正
月
二
日
に
は
、

藤
原
時
平
の
元
服
の
儀
が
仁
寿
殿
で
行
わ
れ
て
い
る
（『
三
代
実
録
』）。

天
皇
が
崩
御
し
た
の
も
、
仁
寿
殿
に
お
い
て
で
あ
っ
た（
（（
（

。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
次
の
宇
多
天
皇
以
降
、
天
皇
の
常
御
殿
を
清
涼
殿
と
す
る
こ
と

が
定
着
す
る（
（（
（

。
そ
れ
か
ら
は
仁
寿
殿
が
天
皇
の
居
所
と
な
る
こ
と
は

な
く
、
単
な
る
行
事
を
行
う
場
と
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
仁

寿
殿
で
内
宴
、
観
音
供
、
相
撲
節
が
定
期
的
に
行
わ
れ
、
ま
た
時
に

は
御
馬
御
覧
、
花
宴
、
蹴
鞠
、
大
饗
の
こ
と
な
ど
も
あ
っ
た
。
蹴
鞠
、

相
撲
、
御
馬
御
覧
は
仁
寿
殿
前
の
庭
を
利
用
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
天
皇
の
病
気
回
復
を
祈
っ
た
り
旱
魃
・
地
震
な
ど
の

天
変
地
異
を
鎮
め
た
り
す
る
た
め
に
読
経
・
修
法
が
行
わ
れ
も
し
た
。

そ
う
し
た
宮
廷
行
事
や
仏
事
に
用
い
ら
れ
た
記
録
は
頻
繁
に
見
ら
れ

る
も
の
の
、
し
か
し
、
誰
か
が
こ
の
仁
寿
殿
を
居
所
と
し
た
記
録
は

見
出
せ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

仁
寿
殿
は
、
平
安
初
期
の
天
皇
た
ち
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
を
常
御
殿
と
し
た
顔
ぶ
れ
を
見
る
と
、
一
時
的
に
使
用
し
た
と

思
わ
れ
る
陽
成
天
皇
を
除
け
ば
、
淳
和
・
清
和
・
光
孝
天
皇
が
お
り
、

二
代
の
帝
が
連
続
し
て
仁
寿
殿
を
利
用
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
既
に
先
学
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
新
帝
に
な

る
と
旧
宮
を
忌
み
居
所
を
新
し
く
す
る
と
い
う
伝
統
が
日
本
に
は
あ

り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
天
皇
ご
と
に
常
御
殿
を
変
え
る
、
す
な
わ
ち
、

清
涼
殿
と
仁
寿
殿
を
常
御
殿
と
し
て
交
互
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る（

（（
（

。
鈴
木
亘
氏
に
よ
る
と
、
神
事
が
行

わ
れ
た
平
安
宮
中
和
院
の
正
殿
（
神
嘉
殿
）
に
仁
寿
殿
は
造
り
が
類
似

し
て
い
る
と
い
う（
（（
（

。
ま
た
、
こ
こ
に
は
観
音
像
が
安
置
さ
れ
て
い
て
、

観
音
供
が
行
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
位
置
は
内
裏
の
ま
さ
に

中
央
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
仁
寿
殿
は
、
神

聖
な
る
殿
舎
と
し
て
平
安
宮
内
裏
の
中
心
的
な
殿
舎
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
平
安
宮
の
主
た
る
天
皇
は
、
こ
の
殿

舎
を
居
所
と
し
て
定
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
宇
多
天
皇
以
降
、

清
涼
殿
が
天
皇
の
居
所
と
し
て
固
定
さ
れ
て
か
ら
は
、
仁
寿
殿
は
、

紫
宸
殿
と
共
に
専
ら
行
事
の
行
わ
れ
る
場
と
し
て
姿
を
変
え
る
の
で

あ
る（
（（
（

。
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
仁
寿
殿
は
確
か
に
、
天
皇
の
御
座
所
と

な
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
キ
サ
キ
が
こ
こ
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
天
皇
以
外
の
誰
か
が
こ
こ
を
居
所
と
し
た
記

録
も
な
い
。
天
皇
し
か
用
い
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
神
聖
な
殿
舎
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
二
つ
ほ
ど
キ
サ
キ
が
用
い
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
事
例
が
あ
る
。
一
つ
は
、
淳
和
朝
で
、
後
宮
に
お
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い
て
皇
太
子
が
謁
見
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

皇
太
子
謁
二-

見
後
宮
一
。
便
於
二
仁
寿
殿
東
檻
下
一
聊
設
二
酒
肴
一
。

（『
日
本
紀
略
』
天
長
元
年
十
月
二
十
六
日
条
）

こ
れ
に
つ
い
て
、
目
崎
徳
衛
氏
は
、
淳
和
後
宮
の
第
一
人
者
、
皇

后
正
子
内
親
王
が
仁
寿
殿
の
主
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
さ
れ
る（
（（
（

。

し
か
し
、
氏
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
後
宮
の
行
事
に
使
わ
れ
て
は

い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
キ
サ
キ
の
居
所
で
あ
っ
た
と
は
断
言
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
淳
和
朝
に
お
い
て
は
、
仁
寿
殿
は
む
し
ろ
天
皇
の
居
所

で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
が
有
力
な
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
例
は
、

村
上
朝
で
、
母
后
穏
子
が
大
饗
に
仁
寿
殿
を
用
い
た
例
で
あ
る
。

今
夜
於
仁
寿
殿
有
太
后
大
饗
。

（『
日
本
紀
略
』
天
暦
元
年
正
月
二
日
条
）

だ
が
、
こ
れ
を
以
て
穏
子
が
仁
寿
殿
を
居
所
と
し
た
と
す
る
の
は

早
計
で
あ
る
。
こ
の
前
年
、
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
に
朱
雀
帝
が
譲
位

し
た
後
、
穏
子
は
、
新
上
皇
と
共
に
内
裏
を
出
て
主
殿
寮
に
遷
御
し

た
（『
日
本
紀
略
』
七
月
十
日
条
）。
そ
の
後
は
後
院
に
落
ち
着
き
、
九

月
に
は
、
上
皇
・
穏
子
は
朱
雀
院
で
遊
覧
の
催
し
を
し
て
お
り
（『
貞

信
公
記
抄
』
九
月
十
七
日
条
）、
十
二
月
に
は
、
院
で
仏
名
会
を
行
っ
て

い
る（『
日
本
紀
略
』十
二
月
二
十
六
日
条
）。
穏
子
は
、天
暦
元
年（
九
四
七
）

正
月
二
日
に
は
仁
寿
殿
で
大
饗
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
す
ぐ

後
に
は
朱
雀
院
で
帝
の
拝
謁
を
受
け
て
い
る
（『
日
本
紀
略
』
正
月
四
日

条
）。
前
後
の
様
子
を
見
る
限
り
、
こ
の
頃
の
穏
子
の
居
所
は
朱
雀
院

で
あ
っ
て
、
仁
寿
殿
を
用
い
た
の
は
大
饗
の
と
き
だ
け―

―

ほ
ん
の

一
時
的
な
使
用
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
を
証
拠
づ
け
る
よ

う
に
、
他
に
穏
子
が
仁
寿
殿
を
用
い
た
記
録
は
な
い
の
で
あ
る
。
角

田
文
衛
氏
は
「
こ
れ
（
引
用
者
注
：
仁
寿
殿
で
の
大
饗
）
は
お
そ
ら
く
、

朱
雀
院
の
修
築
が
完
全
に
竣
工
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
は
、
穏
子
の
主
催
す
る
饗
宴
は
朱
雀
院
で
行
わ
れ
る
の
が
常

と
な
っ
た
」
と
推
定
し
て
い
る（

（（
（

。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
諸
氏
の
指
摘
の
通
り
、
仁
寿
殿
は
、
史
上

の
キ
サ
キ
が
用
い
た
こ
と
の
な
い
殿
舎
で
あ
り
、『
宇
津
保
物
語
』
が

一
女
御
の
居
所
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
物
語
独
自
の
設
定
で
あ
る
と

確
認
で
き
た
。
そ
れ
で
は
次
に
、
物
語
が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
設

定
を
し
た
か
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

三
、『
宇
津
保
物
語
』
の
仁
寿
殿

帝
の
居
所
と
な
る
以
外
は
、
宮
廷
行
事
・
仏
事
の
場
と
し
て
の
意

味
合
い
が
強
か
っ
た
仁
寿
殿
は
、
丁
寧
に
年
中
行
事
が
催
さ
れ
る
有

様
を
描
く
『
宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
、
帝
や
キ
サ
キ
た
ち
と
臣
下

の
交
流
の
場
と
し
て
そ
の
名
を
見
せ
る
。
物
語
で
、
仁
寿
殿
が
最
初

に
行
事
の
場
と
し
て
そ
の
名
を
見
せ
る
の
は
、
祭
の
使
巻
で
あ
る
。

朝
廷
の
詩
作（

（（
（

聞
こ
し
召
さ
す
と
て
、
博
士
・
文
人
八
十
余
人
、
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仁
寿
殿
に
参
る
べ
き
を
、
朝
廷
の
、
に
は
か
に
と
ど
ま
り
ぬ
。

（
祭
の
使
・
二
二
八
～
二
二
九
頁
）

こ
れ
は
、
七
月
七
日
、
七
夕
の
日
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
日
、

朝
廷
で
は
、
仁
寿
殿
で
詩
作
の
こ
と
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
時
の
詩
作
は
何
ら
か
の
事
情
で
中
止
に
な
っ
た
た
め
、

仁
寿
殿
は
名
の
み
登
場
す
る
だ
け
で
あ
る
。
七
夕
の
日
に
詩
を
作
ら

せ
る
こ
と
は
、
平
城
・
嵯
峨
・
宇
多
・
醍
醐
・
一
条
朝
な
ど
に
見
ら
れ
、

御
書
所
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
平
城
・
嵯
峨
の
時
は
神
泉
苑
で

行
わ
れ
て
い
る
）。
仁
寿
殿
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
記
録
に
は
見
え
な
い
。

物
語
中
で
は
、
帝
の
寵
妃
、
正
頼
女
の
居
所
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し

て
、
特
別
に
仁
寿
殿
で
催
さ
れ
た
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ち
な
み
に
、
正
頼
女
が
仁
寿
殿
に
い
た
こ
と
は
、
既
に
祭
の
使

巻
以
前
の
嵯
峨
の
院
巻
で
記
さ
れ
て
い
る
。

か
か
る
ほ
ど
に
、
上
達
部
、
親
王
た
ち
な
ど
、
み
な
仁
寿
殿
に

参
り
給
ふ
。
殿
上
人
、候
ふ
限
り
参
れ
り
。
左
大
将
〔
源
正
頼
〕、

三
条
院
に
御
菓く
だ

物
、
御お
ほ
み
き酒
な
ど
取
り
寄
せ
て
、
そ
の
御
局
に
、

多
く
の
上
達
部
・
親
王
た
ち
な
ど
お
は
し
ま
し
て
、
御お
ほ
み
き酒
参
り

な
ど
し
て
、
御
物
語
、
上
も
春
宮
も（
（（
（

。（
内
侍
の
か
み
・
三
八
〇
頁
）

こ
ち
ら
は
、
七
月
十
日
の
立
秋
の
日
の
宴
の
こ
と
で
あ
る
。
仁
寿

殿
に
い
る
帝
と
正
頼
女
の
も
と
へ
、
次
々
と
臣
下
が
伺
候
し
て
、
そ

こ
で
宴
が
始
ま
っ
た
と
い
う
形
を
と
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
帝
の
正
頼

女
へ
の
寵
愛
が
読
み
取
れ
、
あ
た
か
も
、
仁
寿
殿
が
後
宮
の
中
心
的

殿
舎
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

ま
た
、
あ
り
し
日
の
内
宴
を
源
正
頼
が
回
想
し
て
い
て
、
次
の
よ

う
に
言
っ
て
い
る
。

正
頼
、
い
ま
だ
中
将
に
侍
り
し
時
、
か
の
御
息
所
（
承
香
殿
御
息

所
）、
内
宴
の
賄
ひ
に
あ
た
り
給
ひ
て
、
仁
寿
殿
に
候
ひ
給
ふ
方

に
…
…	

（
内
侍
の
か
み
・
三
八
八
頁
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
内
宴
が
仁
寿
殿
で
行
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
史

実
に
お
い
て
も
、
内
宴
は
仁
寿
殿
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

さ
ら
に
仁
寿
殿
が
重
要
な
役
目
を
果
た
す
の
は
、
相
撲
の
節
会
で
あ

る
。

そ
の
相
撲
の
日
、
仁
寿
殿
に
て
な
む
聞
こ
し
召
し
け
る
。
内
宴

思
ひ
違た
が

へ
た
る
な
る
べ
し（
（（
（

。	

（
内
侍
の
か
み
・
三
九
五
頁
）

相
撲
の
節
会
は
、
主
人
公
仲
忠
ら
琴
の
一
族
の
栄
華
を
描
く
と
い

う
、
物
語
の
主
題
の
一
つ
を
達
成
す
る
た
め
の
重
要
な
場
で
あ
る
。

こ
の
節
会
に
お
い
て
、
仲
忠
母
は
朱
雀
帝
の
前
で
稀
有
な
琴
の
弾
奏

を
披
露
し
、
尚
侍
と
い
う
名
誉
あ
る
地
位
に
任
命
さ
れ
る
。
仁
寿
殿

は
こ
こ
で
は
、
仲
忠
母
の
す
ば
ら
し
い
琴
の
演
奏
に
よ
っ
て
、「
累
代

の
例
」
と
も
さ
れ
る
よ
う
な
相
撲
の
節
会
の
場
と
し
て
、
重
要
な
役

割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
実
際
に
歴
史
上
に
お

い
て
も
、
仁
寿
殿
は
、
紫
辰
殿
と
共
に
相
撲
の
節
会
に
用
い
ら
れ
る
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こ
と
が
多
か
っ
た
。

『
宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
は
、
史
上
の
例
に
倣
っ
て
内
宴
や
相
撲

節
会
と
い
う
仁
寿
殿
を
用
い
た
行
事
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
わ
ざ
と
七
夕
の
詩
作
を
仁
寿
殿
で
催
す
と
い
う
虚
構
の

設
定
ま
で
為
さ
れ
て
い
る
。
意
図
的
に
、
仁
寿
殿
を
宮
廷
行
事
の
場

と
し
て
多
く
登
場
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
平
安
朝
物
語
に
は
仁
寿
殿
の
名
が
全

く
見
ら
れ
な
い
こ
と
と
比
較
し
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

作
者
は
、
史
上
に
お
い
て
華
や
か
な
行
事
の
場
で
あ
っ
た
仁
寿
殿
の

主
と
し
て
、
朱
雀
帝
の
キ
サ
キ
、
源
正
頼
女
を
設
定
し
、
そ
の
朱
雀

後
宮
に
お
け
る
地
位
の
高
さ
を
読
者
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
行
事
が
物
語
中
で
描
か
れ
る
度
に
、
そ
れ
ら
が
催

さ
れ
る
仁
寿
殿
の
名
を
出
す
こ
と
で
仁
寿
殿
の
格
の
高
さ
を
再
確
認

さ
せ
、
同
時
に
、
そ
こ
に
住
む
仁
寿
殿
女
御
の
寵
妃
と
し
て
の
特
別

な
立
場
を
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仁
寿

殿
は
、
弘
徽
殿
と
並
ん
で
帝
の
居
所
で
あ
る
清
涼
殿（

（（
（

に
最
も
近
い
殿

舎
で
あ
り
、
こ
こ
を
局
と
し
て
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け

正
頼
大
君
に
対
し
朱
雀
帝
の
寵
が
あ
つ
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
、
清
涼
殿
へ
の
近
さ
の
み
な
ら
ず
、
史
上
に
お
い
て
公
の
行

事
に
用
い
ら
れ
、
帝
以
外
に
居
所
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
格
の
高
い
殿
舎
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
彼
女
の

宮
廷
で
の
待
遇
が
破
格
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

仁
寿
殿
と
い
う
殿
舎
の
名
が
頻
繁
に
登
場
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
仁

寿
殿
女
御
が
物
語
中
で
特
に
強
い
存
在
感
を
示
す
の
は
、
相
撲
の
節

会
が
催
さ
れ
る
内
侍
の
か
み
巻
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
内
侍
の

か
み
巻
で
仁
寿
殿
女
御
が
果
た
す
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
、
具
体
的

に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

四
、
後
宮
の
主
役
、
仁
寿
殿
女
御

１
、
内
侍
の
か
み
巻
と
仁
寿
殿
女
御

内
侍
の
か
み
巻
は
、
そ
の
巻
全
体
に
わ
た
っ
て
仁
寿
殿
を
舞
台
と

し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
先
に
あ
げ
た
物
語
中
の
仁

寿
殿
で
行
わ
れ
た
行
事
の
ほ
と
ん
ど
が
内
侍
の
か
み
巻
で
描
か
れ
て

い
る
場
面
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
巻
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。

か
く
て
、
七
月
つ
い
た
ち
頃
、
帝
、
仁
寿
殿
の
、
大
将
の
御
息

所
の
御
局
に
渡
り
給
ひ
て
…
…	

（
内
侍
の
か
み
・
三
七
七
頁
）

朱
雀
帝
が
仁
寿
殿
の
女
御
の
局
に
渡
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
寵
妃
、

源
正
頼
女
の
局
が
仁
寿
殿
で
あ
る
こ
と
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い

る
。
内
侍
の
か
み
巻
以
前
の
正
頼
女
は
、「
仁
寿
殿
」
と
呼
ば
れ
る
場

面
も
あ
る
が
わ
ず
か
三
箇
所
に
と
ど
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
の
箇
所
で
は
、

「
御
息
所
」「
女
御
」と
し
か
語
ら
れ
な
い（

（（
（

。
そ
れ
が
こ
の
巻
に
な
っ
て
、
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読
者
に
正
頼
女
の
局
が
ど
こ
か
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
に
、
巻
の
初

め
か
ら
地
の
文
で
丁
寧
に
語
り
直
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
、
宮
中

仁
寿
殿
と
そ
こ
の
主
で
あ
る
仁
寿
殿
女
御
が
、
物
語
の
展
開
に
大
き

く
関
与
し
て
く
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。

こ
の
後
に
は
立
秋
の
日
の
宴
や
、
相
撲
の
節
会
が
仁
寿
殿
で
行
わ

れ
る
。
中
で
も
相
撲
の
節
会
は
、
仲
忠
母
を
尚
侍
に
任
命
し
、
琴
の

一
族
の
栄
華
を
描
く
た
め
に
、
物
語
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
重
要
な
場
面
で
あ
っ
た
。
三
上
満
氏
は
「
仲
忠
母
が
参
内
し
弾

奏
の
功
に
よ
り
内
侍
督
に
任
ぜ
ら
れ
る
栄
光
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

俊
蔭
巻
に
始
ま
る
琴
の
一
族
の
物
語
に
も
一
応
の
決
着
を
つ
け
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
高
橋
亨
氏
は
「
俊

蔭
の
女
が
内
侍
の
か
み
と
な
る
こ
と
は
、『
宇
津
保
物
語
』
の
長
編
と

し
て
の
構
成
を
な
す
中
核
に
あ
た
り
、
初
秋
の
巻
の
相
撲
の
節
は
、

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
祭
り
の
時
空
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
」

と
指
摘
し
て
い
る（
（（
（

。

相
撲
の
節
会
は
、
嵯
峨
院
が
吹
上
で
行
わ
れ
た
菊
の
宴
に
並
ぶ
よ

う
に
、朱
雀
帝
が
例
年
よ
り
も
心
を
こ
め
て
準
備
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
内
侍
の
か
み
巻
に
は
、
次
の
よ
う
な
帝
の
発
言
が
見
え
る
。

こ
こ
ら
の
年
ご
ろ
、
嵯
峨
の
院
の
御
時
に
も
、
国
領し

り
て
後
も
、

見
所
あ
る
こ
と
な
か
り
つ
る
に
、
さ
こ
そ
言
へ
、
た
だ
今
の
大

将
た
ち
（
左
大
将
正
頼
、
右
大
将
兼
雅
）、
少
し
、
例
の
人
に
た
ち

ま
さ
り
た
る
人
に
て
、
心
遣
ひ
せ
ら
れ
け
む
、〔
今
日
の
相
撲
の

節
は
〕
い
と
労
あ
る
か
な
。
こ
れ
に
少
し
め
づ
ら
か
な
ら
む
筋

に
し
て
、
か
の
九
日
の
等
し
き
相
撲
に
な
し
て
む
。「
仁
寿
殿
の

相
撲
の
節
・
吹
上
の
九
日
」
と
も
言
は
せ
て
し
か
な

（
内
侍
の
か
み
・
四
〇
二
頁
）

ま
た
、
そ
の
後
に
源
涼
に
琴
を
弾
く
よ
う
所
望
す
る
と
こ
ろ
で
も
、

帝
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

今
日
な
む
、
例
の
節
会
に
似
ず
、
物
の
興
思
ほ
ゆ
る
日
に
な
む

あ
る
を
、
今
日
、
累
代
の
例
に
な
り
ぬ
べ
か
め
り
。
思
ふ
や
う
、

「
今
少
し
め
づ
ら
し
か
ら
む
こ
と
し
つ
け
て
、
同
じ
く
は
、
例
に

せ
む
。
な
ほ
、
今
日（
（（
（

の
相
撲
の
こ
と
、
よ
に
ま
た
あ
る
ま
じ
く
、

古
事
に
せ
む
」
と
な
む（
（（
（

思
ふ
。「
人
の
す
ま
じ
き
こ
と
を
こ
そ
は

せ
め
」
と
思
ふ
に
、
涼
の
朝
臣
と
、
今
一
人
と
な
む
あ
る
。
朝

臣
の
訪
ひ
に
も
の
し
た
り
し
九
日
な
む
、
唐
土
に
も
な
く
、
め

づ
ら
し
き
例
に
な
り
に
し
。
今
日
の
相
撲
を
な
む
、
ま
た
、
さ

な
さ
ま
ほ
し
き
。
か
の
仕
う
ま
つ
り
し
琴
仕
う
ま
つ
れ

（
内
侍
の
か
み
・
四
〇
二
頁
）

そ
し
て
、
節
会
を
人
々
の
語
り
草
に
な
る
よ
う
な
盛
大
な
も
の
に

し
た
い
と
い
う
帝
の
希
望
は
、
主
人
公
仲
忠
の
母
が
参
内
し
て
朱
雀

帝
の
前
で
弾
奏
し
人
々
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
で
、
実
現
を
見
る
わ
け

で
あ
る
。
こ
の
盛
大
な
相
撲
の
節
会
の
舞
台
に
仁
寿
殿
が
選
び
出
さ
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れ
た
こ
と
は
、
自
然
と
そ
の
主
で
あ
る
仁
寿
殿
女
御
に
注
目
さ
せ
る

こ
と
と
な
る
。
巻
頭
の
帝
の
仁
寿
殿
訪
問
、
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ

た
立
秋
の
日
の
宴
に
続
い
て
、
あ
た
か
も
、
こ
の
相
撲
の
節
会
も
、

帝
が
寵
妃
を
楽
し
ま
せ
よ
う
と
し
て
仁
寿
殿
で
催
し
た
行
事
で
あ
る

か
の
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
作
者
は
、

仁
寿
殿
女
御
の
後
宮
の
中
心
的
人
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
確
固
た
る

も
の
と
す
べ
く
、
女
御
自
身
を
こ
の
節
会
で
活
躍
さ
せ
る
。
仲
忠
女

が
尚
侍
に
な
る
と
い
う
琴
の
一
族
の
栄
光
を
描
く
こ
と
が
、
内
侍
の

か
み
巻
が
書
か
れ
た
目
的
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る

た
め
に
、
こ
の
巻
に
は
巧
妙
な
仕
掛
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に

仁
寿
殿
女
御
が
深
く
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

２
、
華
麗
な
る
「
賄
ひ
の
女
御
」

か
つ
て
俊
蔭
巻
で
仲
忠
祖
父
で
あ
る
俊
蔭
は
娘
（
後
の
仲
忠
母
）
に

こ
の
よ
う
に
語
っ
た
。

娘
は
、
天
道
に
任
せ
奉
る
。
天
の
掟
あ
ら
ば
、
国
母
・
女
御（

（（
（

と

も
な
れ
。
掟
な
く
は
、
山や
ま
が
つ賤
・
民
の
子
と
も
な
れ
。
我
、
乏と
も

し

く
貧
し
き
身
な
り
。
い
か
で
か
、
高
き
交
じ
ら
ひ
は
せ
さ
せ
む

（
俊
蔭
・
二
二
頁
）

こ
の
予
言
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
作
者
は
、あ
の
手
こ
の
手
を
使
っ

て
、
物
語
を
仲
忠
母
の
尚
侍
任
命
へ
の
方
向
へ
と
推
し
進
め
て
い
く
。

尚
侍
は
後
宮
女
官
の
職
で
あ
り
、「
国
母
・
女
御
」
と
ま
で
は
い
か
な

い
け
れ
ど
も
、
キ
サ
キ
的
な
一
面
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の

キ
サ
キ
的
な
役
職
に
仲
忠
母
を
つ
け
る
た
め
に
、
帝
の
仲
忠
母
へ
の

愛
情
が
語
ら
れ
る
の
は
必
須
で
あ
っ
た
。
作
者
は
、
朱
雀
帝
が
か
ね

て
よ
り
興
味
を
持
っ
て
い
た
仲
忠
母
に
見
事
な
琴
の
弾
奏
を
行
わ
せ

て
、
帝
の
彼
女
へ
の
想
い
を
募
ら
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
、
次
の
よ
う

に
言
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
今
宵
の
禄
を
ば
、
い
か
が
す
べ
き
。
涼
・
仲
忠
は
、
さ

て
あ
り（
（（
（

、
お
も
と
（
仲
忠
母
）
に
は
、
み
づ
か
ら
を
や
は
得
給
は

ぬ
。	

（
内
侍
の
か
み
・
四
三
〇
頁
）

昔
よ
り
か
や
う
な
ら
ま
し
か
ば
、
今
は
、
国こ
く
も母
と
聞
こ
え
て
ま

し
か
し
。
わ
い
て
も
、
仲
忠
の
朝
臣
ば
か
り
の
親し
ん
わ
う王
な
か
ら
ま

し
か
し
。
よ
し
、
行
く
末
ま
で
も
、
私
の
后
に
思
は
む
か
し
。

（
内
侍
の
か
み
・
四
三
六
頁
）

し
か
し
、
仲
忠
母
は
重
臣
藤
原
兼
雅
の
妻
で
あ
る
。
臣
下
の
人
妻

と
帝
と
の
恋
愛
は
そ
の
ま
ま
で
は
や
や
不
自
然
さ
を
持
つ
も
の
で
あ

ろ
う（

（（
（

。
こ
こ
で
、
帝
と
仲
忠
母
の
恋
愛
を
、
読
み
手
に
違
和
感
な
く

受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
の
仕
掛
け
が
、
内
侍
の
か
み
巻
の
随
所
で
見

ら
れ
る
臣
下
と
キ
サ
キ
た
ち
の
恋
な
の
で
あ
る
。
内
侍
の
か
み
巻
で

は
、
源
正
頼
と
承
香
殿
御
息
所
、
兼
雅
と
仁
寿
殿
女
御
、
兵
部
卿
宮

と
承
香
殿
女
御
、
仲
忠
と
あ
て
宮
の
恋
が
語
ら
れ
、
他
な
ら
ぬ
帝
に
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よ
っ
て
称
賛
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
三
上
満
氏
は
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
、「
妃
と
貴
公
子
と
の
恋
の
動
機
の
く
り
返
し
は
、
帝
と
貴

婦
人
の
恋
を
自
然
な
も
の
と
す
る
背
景
」
を
成
す
と
述
べ
て
い
る（
（（
（

。

そ
し
て
さ
ら
に
、
臣
下
と
キ
サ
キ
の
恋
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
作

者
が
設
定
し
た
の
が
、「
賄
ひ
の
女
御
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
日
、
朝あ
し
たの
御
賄
ひ
に
は
仁
寿
殿
の
女
御
、
昼
の
賄
ひ
に
は

承
香
殿
の
女
御
、
夜
さ
り
の
御
賄
ひ
に
は
式
部
卿
の
女
御
、
更

衣
十
人
、
色
許
さ
れ
給
へ
る
限
り
、
色
を
尽
く
し
て
奉
れ
り
。

（
内
侍
の
か
み
・
三
九
五
～
三
九
六
頁
）

こ
こ
で
、
兼
雅
が
恋
す
る
仁
寿
殿
女
御
、
兵
部
卿
宮
が
恋
す
る
承

香
殿
女
御
が
、
節
会
の
食
事
の
給
仕
を
す
る
こ
と
は
、
臣
下
と
キ
サ

キ
の
距
離
を
近
づ
け
る
こ
と
に
一
役
買
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
松
野

彩
氏
は
、
節
会
で
女
御
が
陪
膳
役
に
あ
た
る
こ
と
は
史
実
に
は
な
い

と
し
、「
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
節
会
の
「
賄
ひ
」
を
女
御
が
つ
と

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
以
外
の
男
性
た
ち
に
声
が
届
く
、
あ
る
い

は
垣
間
見
が
可
能
な
距
離
に
女
御
が
伺
候
す
る
こ
と
に
な
り
、
女
御

と
の
恋
の
契
機
を
作
り
出
し
、
女
御
に
対
す
る
男
性
た
ち
の
気
持
を

よ
り
高
ま
ら
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）「
賄
ひ
の
女
御
」
と
い

う
不
自
然
な
設
定
は
、
朱
雀
帝
を
し
て
叶
わ
ぬ
恋
と
わ
か
っ
て
い
な

が
ら
も
心
を
尽
く
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
恋
へ
の
憧
憬
を
い
っ
そ
う

募
ら
せ
る
と
と
も
に
、
女
御
へ
の
恋
に
狂
お
し
く
心
を
惑
わ
せ
る
男

性
た
ち
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い

て
、
史
実
と
は
異
な
る
「
賄
ひ
の
女
御
」
の
設
定
意
図
を
明
ら
か
に

し
て
い
る（
（（
（

。
ち
な
み
に
、
史
実
の
み
な
ら
ず
物
語
内
の
出
来
事
と
比

較
し
て
み
て
も
、
こ
の
「
賄
ひ
の
女
御
」
の
設
定
は
不
自
然
で
あ
る
。

新
帝
即
位
後
の
内
宴
で
も
キ
サ
キ
が
賄
い
を
つ
と
め
る
例
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

内
宴
に
は
、
平
中
納
言
殿
の
御
息
所
な
り
。
か
た
ち
も
、
清
げ

な
り
。
あ
る
中
に
下
臈
に
て
、
賄
ひ
給
ふ
。（
国
譲
下
・
八
〇
一
頁
）

平
中
納
言
女
は
恐
ら
く
更
衣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
賄
い

を
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い（
（（
（

。
新
帝
の
キ
サ
キ
た
ち
の
中
で
、
身
分

が
低
い
「
下
﨟
」
の
平
中
納
言
女
が
賄
い
を
し
、
高
い
地
位
に
い
る

と
思
わ
れ
る
あ
て
宮
、
仲
忠
妹
ら
は
そ
の
役
を
担
わ
な
い
。
史
実
だ

け
で
な
く
こ
の
こ
と
と
比
べ
て
み
て
も
、
系
譜
不
明
の
承
香
殿
女
御
、

故
式
部
卿
宮
女
で
し
っ
か
り
し
た
後
見
も
な
い
で
あ
ろ
う
式
部
卿
女

御（
（（
（

は
と
も
か
く
と
し
て
、
改
め
て
、
朱
雀
帝
の
寵
愛
深
く
勢
力
あ
る

左
大
将
正
頼
の
娘
、
仁
寿
殿
女
御
が
賄
い
を
す
る
と
い
う
設
定
の
異

常
さ
が
際
立
っ
て
く
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
後
宮
を
あ
げ
て
の
盛
儀
で
あ
っ
た

相
撲
の
節
会
に
お
い
て
、
筆
頭
の
キ
サ
キ
で
あ
る
は
ず
の
朱
雀
帝
后

宮
の
影
が
薄
い
こ
と
で
あ
る
。
后
宮
は
「
賄
ひ
の
女
御
」
を
務
め
る

わ
け
で
も
な
く
（
最
高
位
の
后
と
い
う
身
分
柄
、
そ
れ
は
当
然
と
も
言
え
る
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が
）、そ
の
出
番
は
、節
会
終
了
時
に
、「『
か
か
る
妻
持
た
り
た
る
人
（
兼

雅
）、
い
か
に
異
人
を
見
む
』
と
、
后
の
宮
よ
り
始
め
奉
り
、
そ
こ
ば

く
の
人
思
ほ
す
」（
四
三
五
頁
）
と
琴
を
演
奏
し
た
兼
雅
夫
人
、
仲
忠

母
を
讃
え
、
退
出
し
た
仲
忠
母
に
、「
后
の
宮
よ
り
、
同
じ
き
志
津
川

仲
経
が
仕
う
ま
つ
れ
る
蒔
絵
の
御み

衣そ

箱は
こ

五い
つ

具よ
ろ
ひに
、御
装
束
、夏
の
は
夏
、

秋
の
は
秋
、
冬
の
は
冬
の
御
装
ひ
、
さ
ま
ざ
ま
に
、
言
ふ
限
り
な
く

清
ら
な
り
」（
四
四
〇
頁
）
と
贈
物
を
す
る
の
み
で
あ
る
。
仁
寿
殿
女

御
が
節
会
で
賄
い
の
女
御
と
し
て
姿
を
見
せ
、「
さ
ら
に
、
本
性
の
御

か
た
ち
、
こ
の
御
息
所
に
似
た
る
な
し
」（
三
九
六
頁
）
と
賞
賛
さ
れ
、

宴
に
華
を
添
え
る
の
と
は
全
く
対
照
的
な
の
で
あ
る
。

思
い
起
こ
し
て
み
れ
ば
、
仁
寿
殿
女
御
の
側
に
朱
雀
帝
の
寵
愛
が

深
い
こ
と
を
、
物
語
は
繰
り
返
し
語
っ
て
い
た
。
嵯
峨
の
院
巻
で
は
、

朱
雀
帝
の
心
中
は
、「
御
息
所
（
仁
寿
殿
女
御
）、
た
だ
今
の
時
の
盛
り

に
て
お
は
し
ま
せ
ば
、
そ
の
御
ゆ
か
り
・
よ
す
が
を
ば
、「
わ
が
御
位

を
も
譲
り
て
む
」
と
思
せ
ど
…
…
」（
一
九
〇
頁
）
と
記
さ
れ
、
帝
は

仁
寿
殿
女
御
を
愛
す
る
余
り
、
そ
の
親
類
縁
者
に
は
帝
の
位
さ
え
も

譲
っ
て
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
。
内
侍
の
か
み
巻
で
は
、「
か

く
て
、そ
の
日
、賄
ひ
の
御
息
所
た
ち
、一
の
女
御
大
将
殿
の
仁
寿
殿
、

式
部
卿
の
女
御
な
り
。
こ
れ
、
た
だ
今
、
時
の
女
御
な
り
」（
三
九
六

頁
）
と
、
仁
寿
殿
女
御
は
朱
雀
後
宮
の
「
一
の
女
御（
（（
（

」
で
時
め
い
て

い
る
と
さ
れ
る
。
蔵
開
上
巻
で
は
、「
仁
寿
殿
の
女
御
の
、
思
ふ
や
う

に
め
で
た
き
人
な
り
。
宮
仕
へ
は
、同
じ
き
帝
と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、上
に
、

限
り
な
く
時
め
か
さ
れ
奉
り
た
り
」（
五
二
六
頁
）
と
、
女
御
・
更
衣

た
ち
に
帝
の
御
覚
え
め
で
た
い
こ
と
を
羨
望
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

対
す
る
后
宮
は
、『
宇
津
保
物
語
』
前
半
で
は
、
登
場
回
数
も
少
な
く

そ
の
容
姿
や
性
格
に
つ
い
て
描
写
さ
れ
る
こ
と
も
な
い（
（（
（

。
物
語
の
前

史
で
は
、
自
ら
の
立
后
と
息
子
の
立
坊
を
果
た
し
、
仁
寿
殿
女
御
方

に
対
し
て
圧
倒
的
な
優
位
を
誇
っ
た
后
宮
だ
が
、
物
語
中
、
特
に
内

侍
の
か
み
巻
で
は
、
仁
寿
殿
女
御
の
素
晴
ら
し
さ（

（（
（

と
そ
の
実
家
で
あ

る
源
正
頼
一
族
の
勢
威
ば
か
り
が
、
強
調
し
て
描
か
れ
る
。
東
宮
母

に
し
て
皇
后
と
い
う
並
び
な
き
地
位
に
い
る
は
ず
の
后
宮
よ
り
も
、

仁
寿
殿
女
御
が
際
立
っ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
思
う
に
、
決
し
て
低
い
身
分
の
キ
サ
キ
で
は

な
い
仁
寿
殿
女
御
が
「
賄
ひ
の
女
御
」
と
し
て
臣
下
の
前
に
姿
を
現

す
場
面
を
描
い
た
の
は
、（
キ
サ
キ
と
臣
下
の
ロ
マ
ン
ス
を
発
展
さ
せ
る
と

い
う
意
図
も
あ
ろ
う
が
）
後
宮
に
お
け
る
真
の
華
で
臣
下
た
ち
の
憧
憬

の
対
象
に
な
る
の
は
、
后
宮
で
は
な
く
仁
寿
殿
女
御
だ
と
い
う
こ
と

を
、
作
者
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

仁
寿
殿
女
御
の
描
写
の
機
会
を
多
く
し
、
実
質
的
に
は
後
宮
に
お
い

て
后
宮
以
上
の
存
在
で
あ
る
そ
の
姿
を
、
読
者
の
脳
裏
に
深
く
刻
み

つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る（
（（
（

。
内
侍
の
か
み
巻
以
降
、
や
が
て
物
語

は
次
期
東
宮
を
め
ぐ
る
立
坊
争
い
へ
と
発
展
す
る
。
作
者
が
物
語
前
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半
で
后
宮
よ
り
も
仁
寿
殿
女
御
に
華
を
持
た
せ
る
よ
う
な
描
き
方
を

し
た
の
は
、
後
の
物
語
展
開
で
、
仁
寿
殿
女
御
の
実
家
の
源
氏
が
后

宮
率
い
る
藤
原
氏
に
勝
利
し
、
あ
て
宮
腹
皇
子
の
立
坊
に
よ
り
源
氏

が
栄
華
を
極
め
る
こ
と
を
予
告
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
内
侍

の
か
み
巻
末
で
、
数
多
く
の
キ
サ
キ
た
ち
の
中
で
后
宮
と
共
に
仲
忠

母
に
贈
物
を
し
た
の
が
仁
寿
殿
女
御
だ
け
で
あ
り
、「
ま
た
、
女
御
た

ち
そ
こ
ら
の
御
中
に
、
仁
寿
殿
の
み
な
む
し
給
ひ
け
る
。
さ
る
切せ
ち

な

る
物
、
は
た
、
え
、
異こ
と
き
ん
だ
ち

君
達
は
取
う
出
給
は
ず
。
今
宵
の
尚
侍
の
御

贈
り
物
は
、
世
の
中
に
か
し
こ
き
人
、
え
取
う
出
給
は
ね
ど
、
仁
寿

殿
は
、さ
る
大
将
殿
（
正
頼
）
の
い
つ
き
娘
と
い
ふ
所
な
む
、さ
言
へ
ど
、

取
う
出
給
ひ
け
る
」（
四
四
〇
～
四
四
一
頁
）
と
豪
華
な
品
々
を
用
意
し

て
い
る
の
は
、仁
寿
殿
女
御
・
源
正
頼
一
族
の
勢
力
が
、后
宮
側
に
と
っ

て
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
象
徴
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

五
、
結
び

『
宇
津
保
物
語
』
は
、
仁
寿
殿
を
朱
雀
帝
の
女
御
、
源
正
頼
大
君
の

居
所
と
し
て
い
る
。
天
皇
以
外
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
殿
舎
を
一
女
御
の
居
所
と
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
は
、
確

か
に
こ
れ
は
虚
構
の
設
定
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
別
の
見
方
を

す
れ
ば
、
仁
寿
殿
が
華
麗
な
宮
廷
行
事
の
場
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

た
と
い
う
史
実
を
、
物
語
は
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を

考
え
て
み
る
に
、作
者
は
仁
寿
殿
に
関
し
て
そ
れ
な
り
の
知
識
が
あ
っ

た
よ
う
に
思
え
る
。
格
が
高
く
宮
廷
の
諸
行
事
に
用
い
ら
れ
て
華
や

か
な
様
相
を
帯
び
た
仁
寿
殿
を
、
物
語
中
の
重
要
人
物
、
源
正
頼
大

君
の
居
所
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
の
愛
情
を
一
身
に
受
け
る
寵

妃
正
頼
大
君
と
そ
の
背
後
に
あ
る
実
家
の
正
頼
一
族
の
権
勢
を
示
す

と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
東
宮

の
母
た
る
后
宮
を
さ
し
お
い
て
、
朱
雀
朝
後
宮
の
中
心
人
物
は
正
頼

大
君
で
あ
り
、
彼
女
の
居
所
仁
寿
殿
は
、
帝
や
臣
下
が
交
流
を
成
す

場
と
し
て
描
か
れ
る
。
次
々
に
宮
廷
行
事
が
仁
寿
殿
で
催
さ
れ
る
た

び
に
、
そ
こ
の
主
で
あ
る
正
頼
大
君
の
存
在
感
が
増
し
て
く
る
の
で

あ
る
。
殊
に
、
内
侍
の
か
み
巻
に
お
い
て
仁
寿
殿
で
行
わ
れ
た
盛
儀

で
あ
る
相
撲
節
会
は
、
正
頼
大
君
を
前
面
に
押
し
出
し
、
彼
女
を
強

く
読
者
に
印
象
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
節
会
の
舞
台
が

仁
寿
殿
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
主
た
る
仁
寿
殿
女

御
を
「
賄
ひ
の
女
御
」
と
し
て
要
所
に
登
場
さ
せ
、
そ
の
人
物
描
写

を
し
た
こ
と
は
、
后
宮
で
は
な
く
彼
女
こ
そ
が
、
帝
の
寵
愛
に
見
合
っ

た
美
貌
を
持
つ
後
宮
第
一
の
女
性
で
あ
る
、
と
読
者
に
認
識
さ
せ
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
仁
寿
殿
女
御
方
（
源
氏
）
が
后
宮
方
（
藤
原
氏
）

に
立
坊
争
い
で
勝
利
す
る
と
い
う
展
開
へ
の
布
石
と
も
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。



− （0 −

『
宇
津
保
物
語
』
は
、
安
和
の
変
の
よ
う
な
史
実
を
巧
み
に
物
語
中

に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し

一
方
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
細
か
い
設
定
の
部
分
で
史

実
と
食
い
違
い
、『
源
氏
物
語
』
ほ
ど
の
一
貫
性
や
写
実
性
が
な
い
と

と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
史
実
と
矛
盾
す
る
部
分

は
、
作
者
の
無
知
や
い
い
加
減
さ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど

う
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
キ
サ
キ
が
仁
寿
殿
を
局
と
す
る
と
い
う
史
実
に
反
す
る

設
定
は
、
仁
寿
殿
女
御
方
の
朱
雀
後
宮
に
お
け
る
勢
力
を
示
す
た
め

に
、
意
図
的
に
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
源
正
頼
一
族
が
政
治
の
主

導
権
を
握
っ
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
た
。

※	

本
稿
の
中
で
引
用
し
た
『
宇
津
保
物
語
』
の
本
文
は
原
則
と
し
て
室
城
秀
之

氏
校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

全　

改
訂
版
』（
二
〇
〇
一
年
、
お
う
ふ
う
）
に

よ
る
。〈
お
う
ふ
う
〉
と
略
す
。
底
本
は
尊
経
閣
蔵
前
田
家
十
三
行
本
。
引

用
文
に
は
私
に
傍
線
や
注
記
を
施
し
た
。

※	

そ
の
他
、
参
照
し
た
注
釈
書
の
う
ち
略
称
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

・	

日
本
古
典
文
学
大
系
『
宇
津
保
物
語
一
～
三
』（
河
野
多
麻
、
一
九
五
九
～

一
九
六
二
年
、
岩
波
書
店
）〈
大
系
〉

・	

角
川
文
庫
『
宇
津
保
物
語
上
～
下
』（
原
田
芳
起
、一
九
六
九
～
一
九
七
〇
年
、

角
川
書
店
）〈
角
川
文
庫
〉

・	

校
注
古
典
叢
書
『
う
つ
ほ
物
語
①
～
⑤
』（
野
口
元
大
、
一
九
六
九
～

一
九
九
九
年
、
明
治
書
院
）〈
校
注
古
典
叢
書
〉

・	

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
①
～
③
』（
中
野
幸
一
、一
九
九
九

～
二
〇
〇
二
年
、
小
学
館
）〈
新
全
集
〉

※	

調
査
に
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
国
史
大
系
『
六
国
史
』

（
吉
川
弘
文
館
）、
改
訂
増
補
故
実
叢
書
『
大
内
裏
図
考
証
』（
明
治
図
書
）、

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
』（
小
学
館
）、「
内
裏
お
よ
び
公
卿

邸
宅
火
災
年
表
」（『
平
安
貴
族
の
世
界
』〔
村
井
康
彦
、
一
九
六
八
年
、
徳

間
書
店
〕
所
収
）、『
平
安
宮
内
裏
の
研
究
』（
鈴
木
亘
、
一
九
九
〇
年
、
中

央
公
論
美
術
出
版
）、『
平
安
時
代
補
任
及
び
女
人
綜
覧
』（
本
田
伊
平
編
、

一
九
九
二
年
、
笠
間
書
院
）、『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
等
を
参
考

に
し
た
。

【
注
】

（
１
）	
本
稿
で
は
天
皇
・
東
宮
の
皇
妃
た
ち
の
こ
と
を
、
令
制
に
お
け
る
「
妃
」

と
区
別
す
る
た
め
に
、「
キ
サ
キ
」
と
片
仮
名
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
２
）	

宮
田
和
一
朗
氏
「
宇
津
保
物
語
」（『
岩
波
講
座
日
本
文
学
』
第
七
巻
、
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一
九
三
二
年
、
岩
波
書
店
）、
片
桐
洋
一
「
昔
物
語
の
方
法―

宇
津
保

物
語
国
譲
の
巻
を
中
心
に―

」（『
国
語
国
文
』
一
九
六
二
年
八
月
）、

山
中
和
也
氏
「
殿
舎
名
を
冠
し
た
皇
妃
の
呼
称
の
か
た
ち―

宇
津
保
の

国
譲
下
巻
か
ら
源
氏
の
承
香
殿
女
御
へ―

」（『
古
代
文
化
』
一
九
九
〇

年
九
月
）、
鷲
山
茂
雄
氏
「
源
氏
物
語
の
始
ま
り―

「
桐
壺
」
巻
の
幻

想
喚
起
装
置―

」（『
源
氏
物
語
と
平
安
文
学
』
第
五
集
、
一
九
九
三
年
、

早
稲
田
大
学
出
版
）。

（
３
）	

角
田
文
衛
氏
「
平
安
内
裏
に
お
け
る
常
御
殿
と
上
の
御
局
」（『
平
安
博

物
館
研
究
紀
要
』
一
九
七
一
年
二
月
）、瀧
浪
貞
子
氏
『
宮
城
図　

解
説
』

（
一
九
九
六
年
、
思
文
閣
）。

（
４
）	

目
崎
徳
衛
氏
「
仁
寿
殿
と
清
涼
殿
」（『
貴
族
社
会
と
古
典
文
化
』、

一
九
九
五
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

（
５
）	『
日
本
紀
略
』
天
長
元
年
十
月
二
十
六
日
条
。

（
６
）	

角
田
・
瀧
浪
氏
注
３
論
文
は
、「
中
殿
」
の
名
は
承
香
殿
と
紫
宸
殿
の

間
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
す
る
。
し
か
し
、承
香
殿
に
関
し
て
は
、『
大

内
裏
図
考
証
』
に
「
東
寺
所
伝
、大
内
図
曰
、承
香
殿
、弘
仁
已
後
所
建
」

と
あ
り
、
鈴
木
亘
氏
は
、
仁
寿
殿
の
移
築
が
考
え
ら
れ
る
貞
観
年
間
の

初
頭
に
承
香
殿
が
造
営
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
（「
平
安

時
代
初
期
に
お
け
る
平
安
宮
内
裏
の
修
造
」〔『
平
安
宮
内
裏
の
研
究
』、

一
九
九
〇
年
、
中
央
公
論
美
術
出
版
〕）。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、「
中
殿
」

の
名
は
、
ま
だ
造
営
さ
れ
て
い
な
い
承
香
殿
で
は
な
く
常
寧
殿
と
紫
宸

殿
の
間
に
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
７
）	

瀧
浪
氏
注
３
論
文
。

（
８
）	『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
二
月
十
六
日
、
同
十
一
年
閏
七
月
七
日
条
。

（
９
）	

目
崎
氏
「
文
徳
・
清
和
両
天
皇
の
御
在
所
を
め
ぐ
っ
て―

律
令
政
治
衰

退
過
程
の
一
分
析―

」（
注
４
書
所
収
）。

（
�0
）	

鈴
木
氏
注
６
論
文
。
瀧
浪
氏
注
３
論
文
も
こ
れ
に
従
う
。

（
��
）	『
三
代
実
録
』
貞
観
十
七
年
二
月
十
四
日
、
四
月
一
五
日
、
同
十
八
年

十
一
月
二
十
七
日
条
。

（
��
）	『
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
二
月
二
十
九
日
条
。

（
��
）	『
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
六
月
二
十
九
日
、
同
三
年
四
月
二
十
二
日
、
同

四
年
十
二
月
五
日
、
同
五
年
二
月
九
日
、
同
六
年
十
一
月
十
七
日
条
。

（
�（
）	

目
崎
氏
注
４
論
文
。

（
�（
）	『
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
四
月
八
日
、
七
月
二
十
七
日
、
同
四
年
正
月

二
十
一
日
、
七
月
二
十
八
日
・
二
十
九
日
、
同
七
年
十
月
七
日
条
。

（
�（
）	『
三
代
実
録
』
仁
和
元
年
十
二
月
十
八
日
、
同
二
年
正
月
二
十
日
条
。

（
�（
）	『
三
代
実
録
』
仁
和
三
年
八
月
二
十
六
日
条
。

（
�（
）	

た
だ
し
宇
多
天
皇
は
即
位
後
東
宮
雅
院
に
お
り
、
内
裏
の
清
涼
殿
に
入

る
ま
で
三
年
以
上
も
そ
こ
を
居
所
と
し
た
（『
日
本
紀
略
』
仁
和
三
年

八
月
二
十
七
日
、
同
十
一
月
十
七
日
、
寛
平
三
年
二
月
十
九
日
条
）。

（
�（
）	

角
田
・
瀧
浪
氏
注
３
論
文
。

（
�0
）	

鈴
木
氏
「
平
安
宮
常
寧
殿
の
復
元
」（
注
６
書
所
収
）。
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（
��
）	
滝
川
幸
司
氏
は
、
平
安
初
期
の
天
皇
の
居
所
だ
っ
た
仁
寿
殿
で
内
宴
が

行
わ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
天
皇
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
で
行
わ
れ

る
の
が
内
宴
で
あ
り
、
そ
こ
に
天
皇
の
「
私
」
の
宴
と
し
て
の
性
質
が

見
て
取
れ
る
と
さ
れ
る
（「
内
宴
」〔『
天
皇
と
文
壇
』、
二
〇
〇
七
年
、

和
泉
書
院
〕）。
氏
に
従
え
ば
、
仁
寿
殿
で
行
わ
れ
た
宮
廷
行
事
は
私
的

な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
瀧
浪
貞
子
氏
も
、

「
紫
宸
殿
の
ハ
レ
に
対
し
て
ケ
の
行
事
の
場
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
（
注
３
論
文
）。

（
��
）	

目
崎
氏
注
４
論
文
。
氏
は
、「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
作
者
は
「
嵯
峨
院
」

を
登
場
人
物
の
名
称
に
用
い
た
点
か
ら
し
て
も
嵯
峨
朝
に
関
心
を
寄
せ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
事
実
を
承
知
し
て
い

た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
さ
れ
る
。

（
��
）	「
太
皇
太
后
穏
子
」（『
紫
式
部
と
そ
の
時
代
』、一
九
六
六
年
、角
川
書
店
）。

（
�（
）	〈
角
川
文
庫
〉は「「
試
策
」か
。「
詩
作
」説
は
語
構
造
如
何
。」と
し
、〈
お

う
ふ
う
〉
も
こ
れ
に
従
う
。
し
か
し
、
史
上
で
は
、
七
月
七
日
に
試
策

を
行
う
例
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、〈
大
系
〉〈
新
全
集
〉
の
よ
う
に

七
夕
の
日
の
賦
詩
宴
の
こ
と
と
解
し
、「
詩
作
」
と
改
め
る
。

（
�（
）	

こ
の
箇
所
、
次
の
文
と
の
続
き
が
悪
い
が
、
諸
注
が
「
東
宮
も
」
で
文

を
終
止
さ
せ
「
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
な
ど
の
省
略
と
解
す
る
の
に
従
う
。

（
�（
）	「
内
宴
思
ひ
違
へ
た
る
な
る
べ
し
」
の
一
文
を
、〈
校
注
古
典
叢
書
〉〈
お

う
ふ
う
〉〈
新
全
集
〉は
、後
人
の
注
記
の
混
入
か
と
す
る
。
相
撲
の
節
は
、

通
常
紫
宸
殿
前
庭
で
行
わ
れ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
時
に
は
仁
寿
殿
で
行

わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
注
記
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
�（
）	『
宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
、
帝
の
常
御
殿
が
清
涼
殿
で
あ
る
こ
と
は
、

朱
雀
帝
が
仲
忠
母
に
向
か
っ
て
、「
時
々
、
な
ほ
参
り
給
へ
。
御
息
所
は
、

願
ひ
に
従
ひ
て
、
清
涼
殿
を
も
譲
り
聞
こ
え
む
。
み
づ
か
ら
は
屋
陰
に

住
む
と
も
、
御
願
ひ
の
所
は
も
の
せ
む
」（
内
侍
の
か
み
巻
・
四
三
六
頁
）

と
言
っ
て
い
る
こ
と
や
、
沖
つ
白
波
巻
で
仲
忠
が
帝
に
召
さ
れ
て
清
涼

殿
で
琴
を
弾
く
こ
と
、「
寝
殿
は
、
清
涼
殿
の
様や

う

を
造
れ
れ
ど
、
例
の

調
度
な
れ
ば
、
例
の
所
の
や
う
な
り
。」（
国
譲
上
・
六
五
四
頁
）
と
源

正
頼
の
邸
宅
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
推
測
で
き
る
。

（
�（
）	

湯
浅
幸
代
氏
「
皇
后
・
中
宮
・
女
御
・
更
衣―

物
語
文
学
を
中
心
に―

」

（
日
向
一
雅
編
『
王
朝
文
学
と
官
職
・
位
階
』、
二
〇
〇
八
年
、
竹
林
舎
）

は
、「「
一
の
女
御
」
と
記
さ
れ
る
「
仁
寿
殿
の
女
御
」
が
、天
皇
の
在
所
、

及
び
儀
式
空
間
に
居
住
を
許
さ
れ
た
特
別
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
よ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
�（
）	

正
頼
女
が
「
仁
寿
殿
」
と
さ
れ
る
用
例
は
、
初
め
て
呼
ば
れ
る
嵯
峨
の

院
巻
か
ら
あ
て
宮
巻
ま
で
三
例
。
対
し
て
内
侍
の
か
み
巻
以
降
は
、
最

終
巻
の
楼
の
上
下
巻
ま
で
二
十
七
例
と
、
圧
倒
的
に
増
加
す
る
。

（
�0
）	
三
上
氏
「
宇
津
保
物
語
・
初
秋
巻
の
方
法
」（『
中
古
文
学
論
攷
』

一
九
八
四
年
十
月
）、高
橋
氏
「
長
編
物
語
の
構
成
力　

宇
津
保
物
語
「
初

秋
」
の
位
相
」（『
日
本
文
学
講
座
４
物
語
・
小
説―

Ⅰ
』〔
一
九
八
七
年
、



− （� −

大
修
館
書
店
〕
所
収
）。

（
��
）	
前
田
家
本
「
給
ふ
」
を
諸
注
「
け
ふ
」
と
改
め
る
の
に
従
う
。

（
��
）	

前
田
家
本
「
ふ
る
こ
と
な
む
」。〈
校
注
古
典
叢
書
〉
は
「
ふ
る
こ
と
に

と
な
む
」、
そ
の
他
諸
注
は
「
ふ
る
こ
と
に
せ
む
と
な
む
」
と
す
る
。

（
��
）	

前
田
家
本
「
婦
女
」。〈
校
注
古
典
叢
書
〉〈
お
う
ふ
う
〉
は
「
夫
人
」
の

誤
り
と
と
る
が
、そ
の
他
注
釈
は
「
女
御
」
と
す
る
本
文
を
と
っ
て
い
る
。

夫
人
は
古
い
時
代
の
キ
サ
キ
の
身
分
で
あ
り
こ
の
物
語
に
は
登
場
し
な

い
た
め
、「
女
御
」
と
し
て
お
く
が
、
な
お
考
慮
の
余
地
が
あ
る
。

（
�（
）	

前
田
家
本「
き
く
く
あ
り
」。〈
お
う
ふ
う
〉〈
新
全
集
〉な
ど
が「
さ
て
あ
り
」

の
誤
り
と
す
る
の
に
従
う
。

（
�（
）	

た
だ
し
、
多
田
一
臣
氏
「
男
な
ら
ば
、
大
臣
の
子
と
せ
よ
」（『
額
田
王

論―

万
葉
論
集―

』、
二
〇
〇
一
年
、
若
草
書
房
）
は
、
臣
下
が
そ
の

妻
を
天
皇
と
共
有
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
決
し
て
不
自
然
で

は
な
い
と
さ
れ
、『
宇
津
保
物
語
』
の
仲
忠
母
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ

て
い
る
。

（
�（
）	

三
上
氏
注
�0
論
文
。

（
�（
）	「『
う
つ
ほ
物
語
』「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
つ
い
て
の
考
察―

繰
り
広
げ

ら
れ
る
恋
愛
模
様
を
中
心
に―

」（『
国
語
と
国
文
学
』
二
〇
〇
五
年
一

月
）。

（
�（
）	『
西
宮
記
』
巻
二
「
内
宴
」
所
引
の
『
宇
多
天
皇
御
記
』
仁
和
四
年
正

月
二
十
一
日
条
に
よ
る
と
、
光
孝
朝
に
お
い
て
は
、
内
宴
の
賄
い
を
更

衣
が
勤
仕
し
て
い
た
と
い
う
。

（
�（
）	

国
譲
下
で
、
こ
の
女
御
は
「
中
の
君
の
姉
女
御
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
兼
雅
の
妻
妾
の
一
人
で
早
く
に
父
親
を
失
っ
た
式
部
卿
宮
中

の
君
の
姉
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

（
（0
）	

た
だ
し
、
筆
頭
の
キ
サ
キ
は
、
立
后
し
て
い
て
東
宮
の
母
で
あ
る
后
宮

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
仁
寿
殿
女
御
は
、
あ
く
ま
で
も
女
御
の
中
で
第
一

位
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
（�
）	

後
に
国
譲
巻
に
な
る
と
、
后
宮
は
藤
原
氏
を
率
い
て
梨
壺
腹
皇
子
を
立

坊
さ
せ
よ
う
と
画
策
し
、
大
き
な
存
在
感
を
示
す
。
片
桐
氏
注
２
論
文

は
、「（
后
宮
は
）
あ
て
宮
の
巻
あ
た
り
か
ら
物
語
に
姿
を
見
せ
始
め
る

が
、は
っ
き
り
し
た
印
象
を
読
者
に
示
す
の
は
、こ
の
事
件
（
引
用
者
注:

国
譲
巻
の
立
坊
争
い
）
に
関
連
し
て
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
は

こ
の
坊
争
い
の
た
め
に
后
の
宮
を
造
型
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
国
譲
の
巻
、
特
に
下
巻
で
の
彼
女
の
活
躍
は
そ
れ
ほ
ど
に
す
さ
ま

じ
い
の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。
な
お
、物
語
後
半
の
后
宮
に
つ
い
て
は
、

拙
稿「『
宇
津
保
物
語
』后
宮
考―

常
寧
殿
を
居
所
と
す
る
母
后―

」（『
国

語
と
国
文
学
』
二
〇
〇
八
年
八
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（�
）	
仁
寿
殿
女
御
は
内
侍
の
か
み
巻
前
半
で
も
、
色
好
み
兼
雅
に
、「
今
の

世
の
女
の
深
く
あ
り
が
た
き
御
心
は
、
仁
寿
殿
の
女
御
こ
そ
お
は
し
ま

す
ら
め
」（
三
八
九
頁
）
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。

（
（�
）	

承
香
殿
女
御
・
式
部
卿
女
御
も
同
様
に
賄
い
を
す
る
が
、こ
の
二
人
は『
宇
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津
保
物
語
』
で
登
場
回
数
も
少
な
く
、
脇
役
的
扱
い
で
あ
る
。
物
語
の

主
要
登
場
人
物
で
、
賄
い
を
す
る
キ
サ
キ
た
ち
の
中
で
最
も
賞
賛
さ
れ

て
い
る
仁
寿
殿
女
御
は
別
格
で
あ
ろ
う
。
父
源
正
頼
の
権
勢
と
帝
の
寵

愛
を
背
景
に
、
彼
女
こ
そ
が
「
賄
ひ
の
女
御
」
の
中
で
最
も
華
や
い
だ

存
在
で
あ
り
、
后
宮
に
唯
一
匹
敵
し
う
る
立
場
の
人
物
で
あ
っ
た
。


