
殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

︱
︱
史
実
と
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
視
座
︱
︱

黒

川

真

未

一

問
題
の
所
在

『源
氏
物
語
﹄
に
は
舞
台
と
し
て
数
多
く
の
後
宮
殿
舎
が
登
場
す
る
︒

単
な
る
空
間
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
︑
桐
壺
更
衣
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
よ

う
に
︑
清
涼
殿

(帝
)
か
ら
の
距
離
と
い
っ
た
要
素
が
他
の
后
妃
に
よ
る

嫉
視
に
繋
が
る
と
い
う
よ
う
な
物
語
展
開
に
反
映
さ
せ
る
用
法
も
み
ら
れ

る
︒
本
論
文
で
は
︑
そ
う
し
た
殿
舎
の
中
で
も
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
中
で
何

度
も
登
場
す
る
場
所
︑
そ
し
て
主
人
公
光
源
氏
が
終
生
慕
い
続
け
る
女
性

の
呼
称
で
も
あ
る
﹁
藤
壺
﹂
に
注
目
し
た
︒

藤
壺
と
い
う
場
が
物
語
に
初
め
て
登
場
す
る
の
は
︑﹁
藤
壺
と
聞
こ
ゆ
﹂

(桐
壺
四
二
頁
)
と
い
う
簡
潔
な
一
文
に
よ
っ
て
︑
藤
壺
宮
の
居
所
と
そ

れ
に
よ
る
呼
称
が
明
か
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
︒
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
目
を

そ
ば
め
る
ほ
ど
の
帝
の
寵
愛
と
︑
そ
れ
に
起
因
す
る
他
の
后
妃
た
ち
の
嫉

視
と
苛
烈
な
い
じ
め
︑
そ
し
て
更
衣
の
死
去
と
い
う
一
連
の
事
件
を
経
て
︑

政
さ
え
ま
ま
な
ら
な
い
ほ
ど
に
桐
壺
帝
の
精
神
状
態
は
落
ち
込
ん
で
い
た
︒

政
治
と
後
宮
の
運
営
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
以
上
︑
こ
の
事
態
は
い

ち
は
や
く
脱
し
た
い
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
う
し
た
中
︑
三
代
の
帝
に
仕
え
て
い
る
と
い
う
典
侍
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
光
明
が
︑
亡
き
桐
壺
更
衣
に
瓜
二
つ
の
先
帝
の
四
の
宮
の
存
在

で
あ
っ
た
︒
母
后
の
反
対
が
あ
り
な
が
ら
も
彼
女
は
桐
壺
帝
後
宮
に
入
内

し
︑
そ
の
居
所
が
藤
壺
に
定
ま
っ
た
と
明
か
さ
れ
る
︒
入
内
に
至
る
ま
で

に
そ
の
血
統
が
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
︑
兵
部
卿
宮
を
は
じ
め
と
す
る
後
見

た
ち
も
健
在
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
︑
ま
る
で
彼
女

の
局
と
な
っ
た
藤
壺
は
格
式
高
い
権
門
の
娘
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
る

三
九



よ
う
な
印
象
を
我
々
読
者
に
与
え
る
の
だ
が
︑
こ
の
藤
壺
と
い
う
場
所
は
︑

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る(1
)

よ
う
に
後
宮
に
お
い
て
決
し
て
有
力
な
后
妃
︑

ま
し
て
や
内
親
王
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
格
式
の
高
い
と
こ
ろ
で
は
な

か
っ
た
︒

こ
の
こ
と
は
主
に
藤
壺
に
実
際
に
住
ん
だ
后
妃
の
例
が
少
な
い
点
︑

﹁
殿
﹂
よ
り
も
﹁
舎
﹂
の
ほ
う
が
格
が
低
か
っ
た
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き

た
が
︑
具
体
的
な
変
遷
や
利
用
目
的
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
︒
一
体
な
ぜ
格
が
低
い
の
か
︑
そ
し
て
后
妃
が
使
う
べ
き
場
所

で
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
︑
本
来
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
の
か
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
だ
︒
そ
こ
で
本
論
で
は
︑

藤
壺
の
歴
史
的
な
実
像
を
追
い
︑
物
語
に
よ
っ
て
印
象
が
確
立
さ
れ
る
以

前
の
藤
壺
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
︒

な
お
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
引
用
は
す
べ
て
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄

(小
学
館
)
に
よ
り
︑
都
度
巻
名
お
よ
び
頁
数
を
付
し
た
︒
頭
注
の
引
用

も
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
︒
ま
た
便
宜
上
︑
古
記
録
か
ら
の
引
用
に
は
私
に

西
暦
を
付
し
た
︒

二

名
称

藤
壺
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
す
る
う
え
で
︑
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
く

る
名
称
に
つ
い
て
︑
ま
ず
各
辞
書
で
の
定
義
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

﹃
国
史
大
辞
典
﹄
に
お
い
て
﹁
平
安
宮
内
裏
後
宮
五
舎
の
一
つ
︒
庭
に
主

と
し
て
藤
を
植
え
て
い
た
の
で
藤
壺
の
名
で
知
ら
れ
る
︒
五
間
四
面
で
︑

東
孫
廂
南
の
打
橋
か
ら
南
に
渡
廊
が
後
涼
殿
東
側
と
結
び
︑
そ
こ
か
ら
西

北
廊
で
清
涼
殿
へ
至
る
︒﹂
︑
ま
た
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
で
は
﹁
平
安
京

内
裏
の
諸
舎
の
一
つ
︒
弘
徽
殿
の
西
︑
後
涼
殿
の
北
︑
凝
華
舎
の
南
に

あ
っ
て
︑
中
宮
・
女
御
な
ど
が
居
住
し
た
︒
庭
に
藤
樹
が
あ
っ
て
藤
壺
と

も
呼
ば
れ
る
︒﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
両
辞
典
と
も
に
︑
﹁
藤
壺
﹂
で
は

な
く
﹁
飛
香
舎
﹂
で
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
︑﹁
飛
香
舎
﹂
の
ほ
う
が

正
式
名
称
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
一
般
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

こ
の
﹁
飛
香
舎
﹂
の
名
称
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
中
に
は
認
め
ら
れ
な
い

の
だ
が
︑
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
た
め
︑
ま
ず
は
正
式
名
称

と
さ
れ
る
﹁
飛
香
舎
﹂
と
い
う
名
前
の
由
来
が
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か

を
考
え
た
い
︒
名
称
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
︑
太
田
静
六
氏
が
﹁
洛
陽
宮

か
ら
は
仁
寿
殿
以
外
に
も
貞
観
殿
や
飛
香
な
ど
の
名
前
を
我
が
国
の
内
裏

で
借
用
し
て
い
る(2
)
﹂
と
検
証
し
て
お
り
︑
唐
代
の
宮
城
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
の
中
で
︑﹁
た
だ
中
国
に
お
け

る
宮
殿
址
の
発
掘
調
査
な
い
し
文
献
的
研
究
が
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
た

め
︑
現
状
で
は
こ
れ
ら
を
裏
書
き
す
る
実
証
は
得
ら
れ
て
い
な
い
︒﹂
と

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

四
〇



注
記
が
さ
れ
て
お
り
︑
考
古
学
的
な
裏
付
け
は
な
い
︒

そ
し
て
七
殿
五
舎
の
呼
称
で
知
ら
れ
て
い
る
﹁
舎
﹂
に
つ
い
て
は
︑
源

順
に
よ
る
﹃
倭
名
類
聚
抄
﹄
の
﹁
居
宅
類
﹂
に
そ
の
字
義
が
認
め
ら
れ
た
︒

屋
舎
︹
名
附
出
︺
陸
詞
切
韻
云
屋
烏
谷
反
舎
也
︹
和
名
夜
︺

周
礼
云
舎
音
謝
訓
与
屋
同
沐
浴
処
也

禁
中
屋
也
⁝

﹃
倭
名
類
聚
抄(3
)

﹄

こ
れ
に
対
し
て
﹁
殿
﹂
の
項
目
に
は
︑﹁
唐
令
云
殿
電
反
︹
和
名
止
乃
︺

宮
殿
名
﹂
と
い
う
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
項
目
は
ど
ち
ら
も

こ
の
説
明
に
続
い
て
そ
れ
ぞ
れ
後
宮
の
五
舎
︑
七
殿
や
春
興
殿
︑
校
書
殿

の
読
み
が
列
記
さ
れ
て
お
り
︑﹁
禁
中
﹂
と
い
う
表
記
か
ら
も
内
裏
の
殿

舎
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
項
目
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
こ

の
ふ
た
つ
の
項
目
を
比
較
す
る
と
︑﹁
沐
浴
処
﹂
と
﹁
宮
殿
﹂
と
い
う
と

こ
ろ
に
明
ら
か
な
意
識
の
差
が
見
て
と
れ
る
︒
こ
の
﹁
沐
浴
処
﹂
と
い
う

概
念
は
周
礼
で
の
考
え
方
で
あ
る
た
め
︑
は
た
し
て
内
裏
建
造
時
の
日
本

で
も
こ
の
意
味
が
そ
の
ま
ま
生
き
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
当

時
の
書
物
︑
し
か
も
辞
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
﹃
倭
名
類
聚
抄
﹄
に
こ
う

し
た
記
述
が
あ
る
以
上
︑﹁
舎
﹂
が
元
来
﹁
沐
浴
処
﹂
と
い
う
意
味
を

持
っ
て
い
て
︑﹁
宮
殿
﹂
に
は
及
ば
な
い
格
の
低
い
建
物
を
意
味
す
る
文

字
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
は
︑
あ
る
程
度
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
実
際
に
﹁
沐
浴
処
﹂
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
に

せ
よ
︑﹁
舎
﹂
の
文
字
が
付
随
す
る
以
上
︑
五
舎
は
格
下
の
建
物
と
し
て

建
造
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
意
識
に
つ
い
て
は
︑﹃
河
海
抄
﹄
桐
壺

巻
に
﹁
舎
ハ
殿
ノ
次
也

庶
人
の
家
に
も
寝
殿
雑
舎
と
い
ふ
か
こ
と
し(4
)

﹂

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︒

こ
れ
に
対
し
て
別
称
で
あ
る
﹁
藤
壺
﹂
は
︑
辞
書
で
確
認
し
た
よ
う
に

中
庭
に
藤
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
と
さ
れ
て
い
る

(他
の
梨
壺
︑
梅
壺
な
ど
も
同
様
)
︒
こ
の
こ
と
に
か
ん
し
て
吉
海
直
人
氏

は
藤
壺
と
藤
原
氏
と
い
う
﹁
藤
﹂
の
関
連
性
を
提
唱
し
て
い
る
が
︑
寵
愛

を
受
け
た
藤
原
氏
の
女
性
に
よ
っ
て
使
わ
れ
た
殿
舎
は
藤
壺
に
限
ら
な
い

た
め
︑
こ
の
こ
と
に
は
賛
同
し
か
ね
る
︒
む
し
ろ
五
舎
に
の
み
別
称
が
生

じ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
こ
こ
で
少
し
方
向
性
を
変
え
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

内
に
解
を
求
め
て
み
た
い
︒
物
語
を
確
認
す
る
と
︑
本
文
に
お
い
て
藤
壺

が
正
式
名
称
で
あ
る
﹁
飛
香
舎
﹂
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
は
一
度
も
な
い
︒

こ
れ
は
同
じ
舎
で
あ
る
凝
華
舎
に
も
同
じ
指
摘
が
で
き
︑
こ
の
場
所
も
別

称
で
あ
る
梅
壺
と
し
か
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
ふ
た
つ

と
同
格
で
あ
る
は
ず
の
桐
壺
は
﹁
淑
景
舎
﹂
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
︑

そ
の
用
例
は
六
例
を
数
え
る
︒

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

四
一



①

内
裏
に
は
︑
も
と
の
淑
景
舎
を
御
曹
司
に
て
︑
母
御
息
所
の
御
方

の
人
々
ま
か
で
散
ら
ず
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
︒

(桐
壺
五
〇
頁
)

②

こ
の
大
臣
の
御
宿
直
所
は
昔
の
淑
景
舎
な
り
︒
梨
壺
に
春
宮
は
お

は
し
ま
せ
ば
︑
近
隣
の
御
心
寄
せ
に
︑
何
ご
と
も
聞
こ
え
通
ひ
て
︑

宮
を
も
後
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
︒

(澪
標
三
〇
〇
頁
)

③

こ
の
御
方
は
︑
昔
の
御
宿
直
所
︑
淑
景
舎
を
改
め
し
つ
ら
ひ
て
︑

御
参
り
延
び
ぬ
る
を
︑
宮
に
も
心
も
と
な
が
ら
せ
た
ま
へ
ば
︑
四

月
に
も
定
め
さ
せ
た
ま
ふ
︒

(梅
枝
四
一
四
頁
)

④

｢夕
方
︑
か
の
対
に
は
べ
る
人
の
︑
淑
景
舎
に
対
面
せ
ん
と
て
出
で

立
つ
︑
そ
の
つ
い
で
に
︑
近
づ
き
き
こ
え
さ
せ
ま
ほ
し
げ
に
も
の

す
め
る
を
︑
許
し
て
語
ら
ひ
た
ま
へ
︒﹂

(若
菜
上
八
七
～
八
頁
)

⑤

挿
頭
の
台
は
沈
の
華
足
︑
黄
金
の
鳥
︑
銀
の
枝
に
ゐ
た
る
心
ば
へ

な
ど
︑
淑
景
舎
の
御
あ
づ
か
り
に
て
︑
明
石
の
御
方
の
せ
さ
せ
た

ま
へ
る
︑
ゆ
ゑ
深
く
心
こ
と
な
り
︒

(若
菜
上
九
四
頁
)

⑥

大
将
も
︑
淑
景
舎
な
ど
の
う
と
う
と
し
く
及
び
が
た
げ
な
る
御
心

ざ
ま
の
あ
ま
り
な
る
に
︑
さ
ま
異
な
る
御
睦
び
に
て
︑
思
ひ
か
は

し
た
ま
へ
り
︒

(若
菜
下
一
五
九
頁
)

こ
れ
ら
の
中
で
︑
桐
壺
の
場
所
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
の
は
初
め
の

三
例
で
あ
り
︑﹁
も
と
の
淑
景
舎
﹂︑﹁
昔
の
淑
景
舎
﹂︑﹁
昔
の
御
宿
直
所
︑

淑
景
舎
﹂
と
い
っ
た
桐
壺
更
衣
の
イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
く
残
る
文
脈
の
中
で

用
い
ら
れ
て
い
る
︒
残
り
の
三
例
に
つ
い
て
は
す
べ
て
明
石
女
御
そ
の
ひ

と
を
指
し
て
い
る
︒
こ
の
桐
壺
に
対
す
る
呼
称
と
︑
先
に
述
べ
た
藤
壺
と

梅
壺
に
対
す
る
呼
称
の
違
い
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
く
る
の
だ
ろ
う
か
︒

論
者
は
こ
こ
に
︑
先
に
み
た
格
下
の
意
識
を
読
み
取
り
た
い
︒

桐
壺
が
そ
の
登
場
時
か
ら
位
の
低
い
更
衣
の
居
所
と
し
て
の
設
定
を
背

負
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
藤
壺
と
梅
壺
は
ど
ち
ら
も
王
統
に
属
す
る
女

性
の
居
所
に
あ
て
ら
れ
た
︒
こ
の
設
定
は
︑
今
後
に
み
て
い
く
﹁
舎
﹂
の

も
つ
歴
史
的
な
変
遷
か
ら
み
れ
ば
か
な
り
不
自
然
な
も
の
だ
が
︑
桐
壺
が

桐
壺
巻
に
お
い
て
格
の
低
さ
が
様
々
な
点
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
設
定

を
持
っ
て
い
る
以
上
︑﹁
舎
﹂
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と

い
う
考
え
が
あ
っ
た
と
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
︑
ま
た
︑
桐
壺
を

宿
直
所
と
し
て
い
る

(い
た
)
と
い
う
文
脈
の
な
か
に
﹁
淑
景
舎
﹂
が
語

ら
れ
る
の
が
こ
の
う
ち
の
三
例
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
少
な
か
ら

ず
天
皇
の
后
妃
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
る
他
の
殿
舎
と
は
違
う
場
で
あ
る
と

い
う
意
識
が
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
︒

特
に
④
の
用
例
に
か
ん
し
て
は
︑
﹁
桐
壺
に
住
む
明
石
の
女
御
の
こ
と
︒

﹁
か
の
対
に
は
べ
る
人
﹂
﹁
淑
景
舎
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
皇
女
で
正
室
の
女

三
の
宮
に
対
し
て
︑
紫
の
上
が
対
の
屋
住
ま
い
の
側
室
の
女
と
い
う
こ
と

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

四
二



を
強
調
し
た
言
い
方
︒
紫
の
上
に
対
し
て
敬
語
も
省
か
れ
て
い
る
﹂
と
い

う
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
の
頭
注
に
あ
る
指
摘
を
考
え
れ
ば
︑
桐

壺
は
桐
壺
巻
で
担
っ
て
い
た
そ
の
役
割
か
ら
し
て
︑
格
下
で
あ
る
べ
き
場

所
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(桐
壺
に
最
初
は
住
ん
だ
明
石

姫
君
も
東
宮
御
所
と
の
か
か
わ
り
が
考
え
ら
れ
︑
今
上
即
位
後
は
殿
舎
を

移
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
)︒
つ
ま
り
︑
藤
壺
︑
梅
壺
︑
(梨
壺
)
に
は

﹁
舎
﹂
を
用
い
ず
︑
桐
壺
に
は
﹁
淑
景
舎
﹂
の
表
記
も
織
り
交
ぜ
て
書
く

こ
と
で
︑
三
舎
と
桐
壺
は
も
と
も
と
同
じ
程
度
の
格
で
あ
っ
た
は
ず
が
︑

﹁
舎
﹂
を
共
有
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
歴
然
た
る
差
が
あ
る
よ
う
に
見
せ

か
け
る
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
限
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
理
由
に
は
や
は

り
藤
壺
と
梅
壺
に
住
ん
だ
女
性
た
ち
と
更
衣
を
︑
ま
っ
た
く
別
階
級
の
も

の
と
し
て
読
者
に
認
識
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
提
起
に
と
ど
め
︑
別
稿
に
譲
り
た
い
︒
け
れ
ど
も

こ
の
指
摘
が
あ
た
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
が
流
布
し

て
い
た
時
代
に
も
﹁
舎
﹂
の
格
下
の
意
識
が
生
き
て
い
た
こ
と
の
証
左
と

な
り
う
る
だ
ろ
う
し
︑
先
に
述
べ
た
五
舎
に
の
み
別
称
が
生
ま
れ
た
理
由

の
ひ
と
つ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒

三

藤
壺
の
造
営
と
構
造

藤
壺
の
造
営
年
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
な
い
の
だ
が
︑
手

掛
か
り
と
な
る
の
が
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
の
承
和
九

(八
四
二
)
年
条
︑
菅

公
薨
伝
に
み
え
る
以
下
の
文
章
で
あ
る
︒
﹁
天
下
儀
式
︒
男
女
衣
服
︒
皆

依
唐
法
︒
五
位
已
上
位
記
︒
改
従
漢
様
︒
諸
宮
殿
院
堂
門
閣
︒
皆
著
新

楽
︒﹂
と
あ
り
︑
宮
中
の
儀
式
や
官
人
の
衣
服
︑
建
物
の
名
を
す
べ
て
唐

風
に
す
る
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
勅
そ
の
も
の
は
弘

仁
九

(八
一
八
)
年
に
出
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
が
︑
散
逸
し
て
詳
細
ま
で

の
確
認
は
で
き
な
い
も
の
の
︑
源
為
憲
の
﹃
口
遊
﹄
宮
城
門
十
三
曲
の
段

に
﹁
今
案
ズ
ル
ニ
︑
飛
香
・
凝
華
ノ
二
舎
ハ
弘
仁
九
年
ノ
勘
文
ニ
載
セ
ズ
︑

爰
ニ
知
ル
︑
後
代
ニ
造
ル
所
ナ
リ
ト
︑
其
ノ
年
未
詳(5
)

﹂
と
注
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
︑
も
と
も
と
あ
っ
た
建
物
の
名
を
飛
香
舎
に
改
め
た
わ
け
で

は
な
く
︑
藤
壺
は
こ
の
勅
が
出
さ
れ
た
後
に
建
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ら

し
い
︒
確
認
し
た
先
行
研
究
に
お
い
て
も
先
述
し
た
勘
文
の
例
を
引
き
︑

弘
仁
九
年
以
後
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
察
が
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
︒
そ

こ
で
藤
壺
の
初
出
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
︑
次
の
記
事
が
み
ら
れ
た
︒

陽
成
天
皇
元
慶
二
年
八
月
廿
五
日
戌
子

九
歳

是
日
︒
皇
弟
貞
保
親
王
於
飛
香
舎
︒
始
読
蒙
求
︒
従
四
位
下
行
式
部

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

四
三



大
輔
兼
美
濃
権
守
橘
朝
臣
広
相
侍
読
︒

⁝
﹃
日
本
紀
略(6
)

﹄

廿
五
日
第
四
皇
子

(︹
貞
保
︺
)
於
飛
香
舎
従
吏
部
橘
侍
郎
広
相
始
受

蒙
求
便
引

⁝
﹃
日
本
三
代
実
録(7
)

﹄

こ
れ
は
元
慶
二

(八
七
八
)
年
︑
貞
保
親
王
の
読
書
始
め
か
と
思
わ
れ

る
記
事
で
あ
る
︒
貞
保
親
王
は
清
和
天
皇
の
皇
子
で
︑
母
は
二
条
后
と
し

て
知
ら
れ
る
藤
原
高
子
︒
史
料
に
よ
っ
て
揺
れ
が
あ
る(8
)

が
︑
第
四
皇
子
か

第
五
皇
子
と
考
え
ら
れ
︑
同
母
兄
に
陽
成
天
皇
が
い
る
︒
こ
の
記
事
は
︑

そ
の
貞
保
親
王
が
九
歳
の
折
に
当
時
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

﹁
蒙
求
﹂
を
藤
壺
で
読
ん
だ
こ
と
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
︒
彼
の
読
書

始
め
に
藤
壺
が
用
い
ら
れ
た
理
由
に
か
ん
し
て
は
︑
母
后
と
の
同
殿
の
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
︑
高
子
が
賜
っ
た
殿
舎
は
常
寧
殿
で
あ
っ

て
藤
壺
と
の
か
か
わ
り
が
見
つ
け
ら
れ
な
い
た
め
こ
の
解
釈
は
あ
た
ら
ず
︑

藤
壺
を
使
用
し
た
根
拠
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
︒
だ
が
︑
ま
だ
﹁
藤
壺
﹂
の

呼
称
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
﹁
飛
香
舎
﹂
と
し
て
元
慶
二
年
の
時
点
で
物

理
的
に
藤
壺
が
存
在
し
て
い
た
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
︒

ち
な
み
に
﹁
藤
壺
﹂
と
し
て
こ
の
場
が
史
料
に
登
場
す
る
の
は
天
暦
六

(九
五
三
)
年
に
ま
で
下
る
︒

天
暦
六
年
四
月
廿
九
日
小
一
條
記
云
︑
東
宮
駕
輦
車
参
藤
壺

⁝
﹃
西
宮
記(9
)
﹄

後
述
す
る
藤
花
宴
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
延
喜
年
間
に
は
す
で

に
中
庭
に
藤
の
花
が
植
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
︑
同
時
期

に
書
か
れ
た
資
料
に
﹁
藤
壺
﹂
の
呼
称
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
こ
の

建
物
の
一
般
的
な
呼
称
が
﹁
飛
香
舎
﹂
か
ら
﹁
藤
壺
﹂
へ
と
変
化
し
た
の

は
こ
の
天
暦
年
間
周
辺
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

藤
壺
が
造
営
さ
れ
た
年
代
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
︑
藤
壺
の
構

造
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
村
山
修
一
氏
に
よ
る
と
︑
七
殿
五

舎
の
建
造
物
と
し
て
の
構
造
は
﹁
七
殿
は
何
れ
も
そ
の
規
模
七
間
四
面
︑

五
舎
は
五
間
四
面
の
建
築
で
︑
昭
陽
・
淑
景
二
舎
に
は
各
別
に
五
間
二
面

の
北
舎
が
附
属
し
て
い
る
が
︑
各
建
築
の
内
部
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
事

情
に
よ
っ
て
異
っ
た
間
取
り
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
そ
の
中
で
も
藤
壺
は
︑

氏
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑

南
庭
に
は
遣
水
を
い
れ
︑
そ
の
間
︑
藤
・
菊
・
紅
葉
・
女
郎
花
が
植

わ
っ
て
昭
陽
舎
南
庭
に
お
と
ら
ず
美
し
か
っ
た
︒
屋
舎
は
五
舎

(本

屋
)
の
う
ち
最
大
で
身
舎
及
び
塗
籠
を
中
心
に
四
周
に
廂
を
め
ぐ
ら

し
︑
東
・
北
・
西
の
三
面
に
は
孫
廂
を
つ
け
︑
西
廂
は
南
へ
西
廊
を

つ
き
出
し
︑
北
側
の
孫
廂
も
東
端
に
小
さ
い
な
が
ら
東
北
廊
を
つ
き

出
し
て
い
た(10
)

︒

と
い
う
︒
ほ
か
の
四
舎
に
比
べ
て
造
り
と
し
て
は
大
き
く
︑
庭
も
美
麗
な

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

四
四



も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
け
れ
ど
も
や
は
り
七
殿
に
比
べ
る
と
規
模
は
小

さ
く
︑
こ
の
点
か
ら
も
﹁
舎
﹂
に
対
し
て
あ
っ
た
格
下
の
意
識
が
感
じ
ら

れ
る
︒
ま
た
内
裏
図
を
確
認
し
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
七
殿
が
あ
る
区

画
と
は
築
垣
で
分
け
ら
れ
て
お
り
︑
内
裏
後
宮
内
で
も
そ
の
格
式
の
違
い

は
明
確
に
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒

四

穏
子
と
安
子
に
み
る
藤
壺
と
弘
徽
殿

次
に
藤
壺
が
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
延
喜
二

(九
〇
二
)
年
︑
内
裏

で
行
わ
れ
た
藤
花
宴
の
記
事
で
あ
っ
た
︒

延
喜
二
年
三
月
廿

御
記
云
︑
此
日
︑
左
大
臣
飛
香
舎
藤
花
下
有
献

物
事
︒
執
献
物
︒

(中
略
)
後
左
大
臣
殊
仰
右
大
将
令
献
題
目
︒
飛

香
舎
藤
花
和
歌
︒

⁝
﹃
延
喜
御
記(11
)

﹄

延
喜
二
年
三
月
廿
︑
於
飛
香
舎
御
覧
藤
花
︑
左
大
臣
献
物
︑

⁝
﹃
西
宮
記
﹄

こ
こ
に
み
ら
れ
る
左
大
臣
は
藤
原
時
平
︑
醍
醐
天
皇
の
治
世
で
あ
る
︒

時
平
の
同
母
妹
で
あ
る
穏
子
が
す
で
に
女
御
と
な
っ
て
一
年
が
経
過
し
た

こ
ろ
の
宴
で
あ
り
︑
時
平
政
権
の
盤
石
さ
が
う
か
が
え
る
︒
こ
の
藤
花
宴

は
史
上
初
め
て
の
も
の
で
あ
り
︑
天
暦
三

(九
四
九
)
年
︑
応
和
元

(九

六
一
)
年
の
藤
花
宴
の
先
駆
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
目
的
に
つ

い
て
は
︑
穏
子
の
入
内
一
周
年
を
祝
う
た
め
の
も
の
と
い
う
解
釈
が
広
く

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
近
年
で
は
こ
の
場
で
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
編

纂
の
た
め
の
合
議
が
行
わ
れ
︑
元
来
女
性
が
私
的
に
用
い
る
も
の
で
あ
っ

た
和
歌
が
公
的
な
立
場
を
得
た
公
宴
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
も
生
じ
て
い

る(12
)

︒
藤
花
宴
の
目
的
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
本
論
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
た

め
詳
述
は
避
け
る
が
︑
論
者
と
し
て
は
︑
い
ち
女
御
が
入
内
一
周
年
を
祝

う
宴
を
後
宮
で
行
う
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
疑
問
が
残
り
︑

ま
た
滝
川
幸
司
の
﹁
献
物
﹂
に
着
目
し
た
論(13
)

に
首
肯
で
き
る
点
も
多
い
の

で
︑
あ
く
ま
で
私
的
な
宴
に
天
皇
が
御
し
た
た
め
︑
公
の
色
が
濃
く
な
っ

た
だ
け
で
あ
る
と
考
え
た
い
︒

こ
の
記
事
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
穏
子
及
び
時
平
主
宰
の
宴
を
藤
壺

で
催
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
穏
子
の
後
宮
に
お
け
る
住
ま
い
は
藤
壺
で
は

な
く
弘
徽
殿
で
あ
り
︑
宴
の
目
的
が
何
で
あ
れ
︑
藤
壺
と
は
関
係
が
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
穏
子
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
史
料
を
確
認

す
る
と
︑
穏
子
と
そ
の
所
生
の
皇
子
女
に
よ
る
藤
壺
利
用
が
何
例
か
確
認

で
き
た
︒

(延
長
四

(
九
二
六
)
年
)
二
月
十
九
日
︑
丙
午
︑
今
□
□
中
宮
東

宮
遷
御
飛
香
舎

⁝
﹃
貞
信
公
記
抄(14
)
﹄

(承
平
二

(九
三
二
)
年
)
六
月
廿
日
︑
中
宮
遷
給
飛
香
舎
︑
有
御

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

四
五



修
法
︑

廿
七
日
中
宮
御
膳
供
進
飛
香
舎
︑
親
王
達
膳
各
弁
備⁝

﹃
貞
信
公
記
抄
﹄

(承
平
三

(九
三
三
)
年
)
四
月
十
七
日
︑
癸
亥
︑
天
皇
召
公
卿
侍

臣
於
飛
香
舎
︑
翫
藤
花
︑
命
糸
竹
︑
賦
詩

⁝
﹃
日
本
紀
略
﹄

こ
れ
以
降
に
は
穏
子
所
生
の
朱
雀
天
皇
の
御
在
所
と
し
て
︑
内
論
議
や

臨
時
御
読
経
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
み
え
る
が
︑
承
平
七

(九
三
七
)
年
の

天
皇
元
服
に
伴
い
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
︑
ま
た
成
明
親
王
と
藤

原
安
子
の
婚
儀
が
藤
壺
で
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
で
︑
藤
壺
は
安
子
の
居
所

と
な
っ
て
い
く
︒

そ
こ
で
さ
ら
に
藤
壺
の
利
用
例
を
探
る
た
め
︑
穏
子
か
ら
は
一
度
離
れ
︑

次
の
藤
壺
の
主
で
あ
る
安
子
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
︒
当
時
中
納

言
左
衛
門
督
で
あ
っ
た
藤
原
師
輔
女
で
あ
る
安
子
は
︑
天
慶
三

(九
四

〇
)
年
︑
藤
壺
に
お
い
て
成
明
親
王
と
婚
儀
を
あ
げ
た
︒
こ
の
と
き
の
こ

と
は
﹃
西
宮
記
﹄
に
︑

天
慶
三
年
四
月
十
九
日
︑
成
明
親
王
在
飛
香
舎
︑
納
左
衛
門
督
師
輔

長
女
︑
未
聞
人
臣
在
禁
中
行
嫁
娶
礼
︑
頗
可
恠
者
也

と
記
さ
れ
て
お
り
︑
内
裏
後
宮
内
に
お
け
る
こ
の
婚
礼
が
先
例
に
な
い
こ

と
と
し
て
半
ば
批
判
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の

の
ち
の
成
明
親
王
立
太
子
に
伴
い
安
子
は
東
宮
妃
と
な
る
が
︑
東
宮
御
所

に
梅
壺
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ら
か
︑
安
子
は
藤
壺
を
居
所
と
し
続
け
た
︒

た
だ
︑
こ
の
こ
と
か
ら
安
子
が
藤
壺
を
終
生
の
居
所
と
し
た
と
考
え
る
の

は
誤
り
で
︑
記
録
を
確
認
す
る
と
︑
藤
壺
の
他
に
梨
壺
を
居
所
と
し
た
事

実
も
み
え
て
く
る
︒

是
日
有
大
嘗
会
御
禊
︑
自
寅
時
催
行
雑
事
︑
是
依
梨
壺
奉
仕
也
︒

(中
略
)
梨
壺
女
御
依
仰
候
御
供

⁝
﹃
大
嘗
会
御
禊
部
類
記
﹄
所
引
﹃
九
暦
逸
文
﹄

天
慶
九

(
九
四
六
)
年
十
月
二
八
日
条
)

中
使
頭
来
云
︑
梨
壺
女
御
可
給
年
給
宣
旨
下
何
云
々

⁝
﹃
貞
信
公
記
抄
﹄
天
暦
二

(九
四
八
)
年
正
月
二
七
日
条

暁
︒
梨
壺
女
御
誕
皇
女
︒⁝

﹃
日
本
紀
略
﹄
天
暦
二
年
四
月
十
一
日
条

こ
の
時
期
に
安
子
が
梨
壺
に
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
栗
本
賀
世
子
氏

に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
論
証
さ
れ
て
い
る
︒

安
子
は
︑
村
上
天
皇
が
綾
綺
殿
に
入
る
と
︑
そ
こ
か
ら
程
近
い
梨
壺

に
自
分
も
移
り
︑
そ
し
て
天
皇
が
清
涼
殿
に
遷
る
と
︑
後
を
追
う
よ

う
に
藤
壺
に
戻
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

(
中
略
)
天
皇
が
綾
綺

殿
で
暮
ら
す
間
は
便
宜
上
居
所
を
こ
こ
に
移
し
た
の
で
あ
ろ
う(15
)
︒

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

四
六



ま
た
梨
壺
に
后
妃
が
住
ま
う
こ
と
自
体
に
つ
い
て
も
︑
安
子
に
先
ん
じ

て
梨
壺
に
住
ん
だ
慶
子
の
例
を
と
り
あ
げ
︑
慶
子
も
朱
雀
天
皇
女
御
で

あ
っ
た
が
天
皇
の
綾
綺
殿
へ
の
渡
御
に
伴
っ
て
梨
壺
に
移
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
︑
こ
の
二
例
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
﹁
普
段
清
涼
殿
が
常

御
殿
で
あ
る
と
き
は
梨
壺
が
キ
サ
キ
の
居
所
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ

と
が
分
か
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
の
指
摘
の
通
り
︑
梨
壺
は
后
妃
に
よ
っ

て
使
わ
れ
る
こ
と
が
こ
の
二
例
を
除
い
て
な
く
︑
基
本
的
に
は
東
宮
御
所

と
し
て
の
利
用
︑
ま
た
梨
壺
の
五
人
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
和

歌
の
勅
撰
所
と
し
て
の
利
用
が
目
立
っ
た
︒

し
か
し
こ
こ
で
安
子
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
︑
弘
徽
殿
を
居
所
と
し

て
い
た
記
録
も
残
っ
て
い
る
︒

①

(応
和
元

(九
六
一
)
年
)
十
二
月
十
七
日
︑
丙
午
︑
中
宮
︑
東
宮

遷
坐
内
裏
︑
中
宮
弘
徽
殿
︑
東
宮
昭
陽
舎
︑
或
云
襲
芳

⁝
﹃
日
本
紀
略
﹄

②

(応
和
二

(九
六
二
)
年
)
十
月
廿
日
︑
甲
辰
︑
中
宮
遷
座
職
曹
司
︑

自
弘
徽
殿
遷
座
也

⁝
﹃
日
本
紀
略
﹄

①
は
天
徳
四

(九
六
〇
)
年
九
月
の
内
裏
焼
亡
に
伴
っ
て
冷
然
院
に

移
っ
た
あ
と
︑
新
造
内
裏
の
落
成
を
受
け
て
東
宮
と
と
も
に
内
裏
に
還
御

し
た
と
き
の
記
事
で
あ
る
︒
天
皇
は
こ
れ
に
ひ
と
月
ほ
ど
先
立
つ
十
一
月

廿
日
に
内
裏
に
還
御
し
て
お
り
︑
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
て
安
子
ら
が
内

裏
に
入
る
こ
と
は
遅
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
安
子
が
弘
徽
殿
に

入
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑
ひ
と
つ
に
先
住
者
の
死
去
が
考
え
ら
れ
る
︒

紙
幅
の
都
合
上
弘
徽
殿
の
具
体
的
な
史
的
変
遷
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
が
︑

増
田
繁
夫
氏
は
後
宮
殿
舎
の
格
式
に
つ
い
て
︑
﹁
こ
の
時
期
に
は
時
の

も
っ
と
も
地
位
の
高
い
女
御
は
弘
徽
殿
に
局
す
べ
き
だ
︑
と
考
え
ら
れ
て

い
た
ら
し
い
の
で
あ
る(16
)
﹂
と
し
て
い
る
︒
氏
の
指
摘
は
円
融
朝
に
対
す
る

も
の
で
あ
り
時
代
は
多
少
前
後
す
る
け
れ
ど
も
︑
た
し
か
に
弘
徽
殿
に
は

穏
子
の
よ
う
な
一
等
の
后
妃
が
住
ん
だ
先
例
が
あ
り
︑
こ
の
こ
と
は
共
通

認
識
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
天
皇
の
立
太
子
前
か
ら
内
裏
に

入
っ
た
安
子
は
︑
後
宮
の
中
で
も
特
に
重
ん
じ
ら
れ
る
女
性
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
有
力
な
后
妃
で
あ
っ
て
も
︑
先
に
格
式

の
高
い
殿
舎
を
占
有
し
て
い
る
女
性
を
押
し
の
け
て
そ
こ
を
居
所
と
す
る

こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

当
時
の
後
宮
の
様
相
を
紐
解
い
て
み
る
と
︑
安
子
よ
り
後
に
東
宮
妃
と

な
り
︑
そ
の
即
位
に
伴
っ
て
女
御
と
な
っ
た
女
性
に
藤
原
述
子
が
い
た
︒

父
は
当
時
右
大
臣
で
あ
っ
た
藤
原
実
頼
で
︑
弟
で
あ
る
安
子
の
父
師
輔
と

と
も
に
天
皇
を
輔
弼
し
つ
つ
︑
互
い
に
娘
を
東
宮
に
娶
せ
る
こ
と
で
ラ
イ

バ
ル
関
係
と
も
な
っ
て
い
た
︒
入
内
は
安
子
の
ほ
う
が
早
か
っ
た
も
の
の
︑

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

四
七



立
太
子
後
に
後
宮
に
入
っ
た
述
子
の
ほ
う
が
よ
り
后
妃
に
近
い
扱
い
を
受

け
た
の
か
︑
述
子
が
弘
徽
殿
を
居
所
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
し
か
し
述

子
は
懐
妊
し
た
も
の
の
︑
出
産
を
み
ず
に
疱
瘡
に
よ
っ
て
天
暦
五

(九
五

一
)
年
十
月
に
亡
く
な
る
︒﹃
日
本
紀
略
﹄
に
は
︑

十
月
五
日
︑
丙
戌
︑
女
御
藤
原
述
子
卒
東
三
条
第
︑
年
十
五
︑
依
疱

瘡
之
間
産
生
也
︑
号
弘
徽
殿
女
御
︑
左
大
臣
女
也
︒

と
あ
り
︑
彼
女
が
﹁
弘
徽
殿
女
御
﹂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
︒
こ
の
こ
と
で
弘
徽
殿
は
主
を
失
っ
た
の
だ
が
︑
こ
の
後
す
ぐ
に
安
子

が
弘
徽
殿
に
移
っ
た
こ
と
は
特
に
見
つ
か
ら
な
い
︒
天
暦
二
年
に
承
子
内

親
王
を
出
産
し
た
と
き
に
は
﹁
梨
壺
女
御
﹂
で
あ
っ
た
安
子
は
︑
そ
の
後

ま
た
天
皇
に
伴
っ
て
藤
壺
に
戻
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
天
暦
四

(九
五
〇
)
年
︑
憲
平
親
王
を
出
産
し
た
安
子
は
︑
大
納
言
藤
原
元
方
女

祐
姫
と
の
立
太
子
争
い
に
勝
っ
た
こ
と
で
東
宮
の
母
と
な
り
︑﹁
時
の

も
っ
と
も
地
位
の
高
い
女
御
﹂
と
な
っ
た
の
で
あ
る

(た
だ
こ
の
頃
に
女

御
だ
っ
た
と
確
実
に
い
え
る
の
は
安
子
の
他
に
重
明
親
王
女
徽
子
女
王
の

み
で
︑
数
多
い
女
御
の
中
で
一
等
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
)︒

こ
う
し
た
事
情
が
あ
り
つ
つ
︑
天
徳
四

(九
六
〇
)
年
九
月
︑
平
安
朝

が
始
ま
っ
て
以
来
初
め
て
の
内
裏
炎
上
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
で
︑
後
宮
に

お
け
る
后
妃
の
居
住
空
間
は
変
容
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
安
子
が
弘
徽
殿

に
移
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
︑
そ
の
初
例
と
考
え
ら
れ
る
の
が
①

の
記
録
で
あ
る
︒
こ
こ
で
弘
徽
殿
に
参
入
し
た
の
に
は
︑
内
裏
が
新
し
く

な
っ
た
こ
と
に
加
え
て
︑
ま
た
先
住
者
で
あ
っ
た
述
子
が
亡
く
な
っ
て
し

ば
ら
く
経
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
理
由
と
し
て
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
②
の

記
事
は
出
産
の
た
め
に
職
曹
司
に
移
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
︑
弘
徽
殿

か
ら
移
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
︑
弘
徽
殿
を
主
な
居
所
に
変
え
た
の
か

も
し
れ
な
い
︒

こ
の
安
子
の
例
と
似
た
こ
と
が
︑
円
融
朝
と
一
条
朝
に
も
起
こ
っ
て
い

る
︒
円
融
朝
の
中
宮
遵
子
は
最
初
承
香
殿
に
入
内
し
た
ら
し
い
の
だ
が
︑

天
元
三

(九
八
〇
)
年
に
内
裏
が
焼
亡
し
︑
そ
の
の
ち
に
新
し
く
創
建
さ

れ
た
内
裏
後
宮
に
お
い
て
は
改
め
て
弘
徽
殿
を
居
所
と
し
て
い
る
︒
わ
ざ

わ
ざ
場
所
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ほ
ど
︑
も
と
の
居
所
で
あ
る
承
香

殿
は
格
が
低
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
増
田
氏
は
遵
子
が
入
内
当
初
か

ら
弘
徽
殿
に
入
ら
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
︑
そ
の
こ
ろ
中
宮
媓
子
が
麗
景

殿
か
ら
弘
徽
殿
に
移
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
し
て
お
り
︑
こ
の
と
き
の
移
動

に
も
︑
遵
子
が
弘
徽
殿
に
入
れ
た
の
は
媓
子
が
亡
く
な
っ
て
弘
徽
殿
が
空

い
た
と
い
う
理
由
が
適
合
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
例
の
よ
う
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
が
︑
一
条

朝
の
中
宮
彰
子
の
例
で
あ
る
︒
彼
女
に
至
っ
て
は
入
内
時
に
内
裏
が
焼
亡

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

四
八



し
て
い
た
た
め
に
一
条
院
に
入
内
し
て
お
り
︑
新
造
内
裏
に
入
っ
た
と
き

が
初
め
て
の
内
裏
後
宮
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
彼
女
は
︑
こ
れ
ま
で
に
見
て

き
た
通
り
で
は
格
式
の
低
い
藤
壺
を
居
所
と
し
て
い
る
︒
こ
の
と
き
の
新

造
内
裏
に
お
い
て
後
宮
殿
舎
が
ど
こ
ま
で
復
元
さ
れ
た
の
か
は
定
か
で
は

な
い
が
︑
焼
亡
前
の
弘
徽
殿
に
は
藤
原
公
季
女
義
子
が
入
っ
て
お
り
︑
ま

た
内
裏
新
造
後
も
彼
女
が
存
命
で
﹁
弘
徽
殿
女
御
﹂
と
し
て
健
在
し
て
い

た
こ
と
か
ら
︑
彰
子
は
空
い
て
い
る
数
少
な
い
殿
舎
で
あ
る
藤
壺
を
居
所

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
﹃
左
経
記
﹄
の
寛
仁
二

(一
〇
一
八
)
年
閏

四
月
十
一
日
の
記
事
を
見
る
と
︑﹁
癸
卯
︑
(中
略
)
未
剋
許
︑
御
幷
東
宮

渡
御
大
宮
御
方
︑
弘
徽
殿
及
晩
各
還
御(17
)

﹂
と
あ
り
︑
こ
の
年
に
太
皇
太
后

と
な
っ
た
彰
子
が
弘
徽
殿
に
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
天
喜
元

(一
〇
五

三
)
年
に
薨
じ
た
義
子
が
い
つ
ま
で
内
裏
に
い
た
の
か

(一
条
朝
以
後
続

い
た
内
裏
焼
亡
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
)
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
少
な
く

と
も
一
条
天
皇
の
崩
御
に
伴
っ
て
里
下
が
り
を
し
た
こ
と
は
確
実
だ
と
考

え
る
と
︑
三
条
天
皇
即
位
後
彰
子
は
弘
徽
殿
を
自
由
に
使
え
た
と
み
な
し

て
よ
い
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
穏
子
・
安
子
の
例
を
中
心
に
藤
壺
の
利
用
状
況
を
確
認
し

て
き
た
が
︑
こ
う
し
て
醍
醐
朝
前
後
に
お
い
て
の
後
宮
殿
舎
の
利
用
状
況

を
み
て
み
る
と
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
描
か
れ
る
よ
う
に
ひ
と
り
の
后
妃
が

ひ
と
つ
の
殿
舎
を
占
有
し
て
使
い
続
け
る
と
い
っ
た
現
象
は
あ
ま
り
み
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
穏
子
に
限
っ
て
そ
の
居
住
の
状
況
を
確
認

し
て
み
て
も
︑
弘
徽
殿
だ
け
で
は
な
く
藤
壺
︑
常
寧
殿
︑
承
香
殿
︑
宣
耀

殿
に
移
御
し
た
事
実(18
)

が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ
ら
の
移
御
も
何
ら
か
の
儀
式

や
行
事
の
際
の
も
の
が
多
く
︑
基
本
的
に
は
弘
徽
殿
に
い
た
の
で
あ
ろ
う

が
︑
彼
女
と
弘
徽
殿
の
イ
メ
ー
ジ
が
具
体
的
に
紐
づ
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
固

定
化
は
な
い
し
︑
安
子
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
吉
海
氏
は
︑
当
時
は
固
定
し
た
殿
舎
に
住
む
と
い
う
意
識

は
な
く
︑
こ
れ
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
創
作
し
た
幻
想
で
あ
る(19
)
と
し
て
お
り
︑

ま
た
こ
の
﹁
幻
想
﹂
に
は
﹃
栄
花
物
語
﹄
の
影
響
も
多
分
に
考
え
ら
れ
る

け
れ
ど
も
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
り
た
い
︒

ま
た
少
し
前
後
す
る
が
︑
承
平
元

(九
三
一
)
年
に
御
匣
殿
別
当
藤
原

貴
子
が
飛
香
舎
に
移
っ
た
こ
と
が
見
え
︑
天
慶
二
年
に
も
尚
侍
に
な
っ
た

貴
子
が
飛
香
舎
で
女
饗
を
行
っ
た
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
︒

延
長
四
年
九
月
廿
六
日

(
中
略
)
是
日
︑
御
匣
殿
別
当
貴
子
朝
臣
移

住
飛
香
舎
云
々

⁝
﹃
李
部
王
記
﹄

三
月
十
日
尚
侍

(貴
子
)︑
女
官
饗
掌
侍
以
下
蔵
人
以
上
在
飛
香

⁝
﹃
貞
信
公
記
抄
﹄

こ
の
貴
子
は
﹁
先
坊
﹂
と
し
て
知
ら
れ
る
東
宮
保
明
親
王
に
入
侍
し
た

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

四
九



女
性
で
あ
り
︑
親
王
の
薨
去
後
も
内
裏
に
と
ど
ま
り
御
匣
殿
別
当
と
な
っ

た
特
殊
な
例
で
あ
っ
て
︑
そ
の
経
歴
か
ら
特
別
に
飛
香
舎
を
使
う
こ
と
が

で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
彼
女
が
藤
壺
に
滞
在
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
期
間
と
穏
子
の
利
用
が
重
な
っ
て
い
る
た
め
︑
ど
の
よ
う
に
使
わ

れ
て
い
た
か
も
定
か
で
は
な
く
︑
穏
子
も
貴
子
も
藤
壺
を
占
有
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
さ
そ
う
な
の
だ
︒
け
れ
ど
も
安
子
の
内
裏
居
住
が
始
ま
る
ま

で
の
こ
れ
ら
の
利
用
例
を
み
る
限
り
︑
藤
壺
は
后
妃
が
住
ま
う
場
所
で
は

な
く
︑
后
妃
主
催
の
何
ら
か
の
行
事
や
女
官
の
居
所
と
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

五

藤
壺
の
意
義

こ
こ
ま
で
史
料
を
い
く
つ
か
用
い
て
後
宮
殿
舎
︑
特
に
藤
壺
の
歴
史
的

な
変
遷
を
確
認
し
て
き
た
︒
総
合
す
る
と
︑
藤
壺
は
﹁
舎
﹂
と
い
う
後
宮

の
中
で
は
格
式
の
低
い
建
物
群
に
属
し
︑
字
義
的
に
は
﹁
沐
浴
処
﹂
と
さ

れ
る
よ
う
な
低
い
意
識
の
も
と
に
造
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
造
ら
れ

た
年
も
明
ら
か
で
は
な
く
︑
突
然
史
上
に
登
場
す
る
も
の
の
︑
そ
の
用
途

も
七
殿
の
よ
う
な
后
妃
の
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
天
慶
三

(九
四

〇
)
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
安
子
が
成
明
親
王
と
の
婚
儀
に
用
い
て
以
降

后
妃
の
居
所
と
な
っ
た
け
れ
ど
も
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
藤
壺
宮
の
よ
う
に

天
皇
の
后
妃
と
し
て
入
内
し
た
女
性
が
藤
壺
を
常
の
居
所
と
し
た
の
は
︑

藤
原
道
長
女
彰
子
が
新
造
内
裏
に
移
っ
た
と
き

(
渡
御
の
記
録
は
残
っ
て

い
な
い
が
︑
完
成
し
た
の
は
長
保
二

(
一
〇
〇
〇
)
年
十
月
十
一
日
の
こ

と
)
が
初
例
で
あ
る
と
い
え
る
︒

藤
壺
だ
け
で
な
く
後
宮
殿
舎
に
か
ん
す
る
記
録
は
史
料
が
少
な
く
︑
史

的
な
確
実
性
を
も
っ
て
論
証
で
き
る
の
は
以
上
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
藤
壺

及
び
五
舎
の
本
来
の
用
途
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
提
示
し
た
い
︒

古
来
よ
り
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
準
拠
と
さ
れ
て
い
る
醍
醐
朝
に
お
い
て
︑
位

の
高
い
后
妃
が
使
用
す
る
殿
舎
は
主
に
弘
徽
殿
や
常
寧
殿
で
あ
っ
た
︒
常

寧
殿
は
嵯
峨
朝
に
お
い
て
﹁
皇
后
の
公
的
執
務
室
と
居
室
の
役
割
を
あ
わ

せ
も
つ
後
宮
正
殿(20
)

﹂
と
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
に
起
因
し
て
﹁
后
町
﹂
の
異

称
も
も
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
古
く
は
妻
后
が
︑
時
代
が
下
る
と
母
后
が

こ
こ
を
居
所
と
し
た
が
︑
造
り
が
古
式
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
か
︑

穏
子
以
後
︑
こ
こ
を
居
所
と
す
る
母
后
は
い
な
く
な
っ
た
︒
け
れ
ど
も
儀

式
の
折
に
は
使
用
し
て
い
た
よ
う
で
︑
穏
子
も
五
十
の
賀
を
常
寧
殿
で

行
っ
た
こ
と
が
史
料
に
残
っ
て
い
る
︒
同
時
期
に
天
皇
の
常
御
在
所
も
仁

寿
殿
か
ら
清
涼
殿
へ
と
次
第
に
移
行
し
︑
そ
れ
に
伴
っ
て
権
力
の
あ
る
后

の
居
所
も
清
涼
殿
に
近
い
弘
徽
殿
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹁
殿
﹂
が
持
つ
格
式
と
こ
う
し
た
歴
史
的
な
変
遷
か
ら
︑
弘
徽
殿
は
後
宮

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

五
〇



殿
舎
の
中
で
そ
の
地
位
を
上
げ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
れ
に
対
し
て
藤
壺
は
︑
そ
の
名
付
け
や
構
造
と
い
う
点
か
ら
し
て
明

ら
か
に
こ
れ
ら
の
﹁
殿
﹂
よ
り
劣
る
場
所
で
あ
っ
た
︒
加
え
て
そ
の
使
用

例
を
確
認
し
て
も
︑
読
書
始
め(21
)

な
ど
の
通
過
儀
礼
や
后
妃
に
よ
る
私
的
な

宴
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
場
所
で
あ
り
︑
天
皇
の
后
妃
が
初
め
か
ら
居
所
と

す
る
こ
と
は
一
条
朝
の
彰
子
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒

こ
れ
ら
彰
子
の
新
造
内
裏
還
御
ま
で
の
藤
壺
の
使
用
例
か
ら
︑
藤
壺

(五
舎
)
は
﹁
殿
﹂
に
住
ま
う
后
妃
が
用
い
る
副
次
的
な
建
物
で
あ
っ
た

と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒
弘
徽
殿
や
常
寧
殿
を
后
妃
の
居

所
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
︑
藤
壺
な
ど
の
﹁
舎
﹂
は
そ
の
用
途
か
ら
し

て
各
后
妃
に
か
か
わ
る
儀
式
や
私
宴
を
行
う
た
め
の
場
所
︑
一
般
貴
族
の

邸
宅
で
い
え
ば
寝
殿
に
対
す
る
対
の
屋
の
よ
う
な
感
覚
で
用
い
ら
れ
て
い

た
と
解
釈
で
き
る
︒
こ
う
し
た
副
次
的
な
場
で
あ
る
た
め
に
︑
五
舎
は
七

殿
を
取
り
囲
む
よ
う
に
建
て
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
︑
そ
の
後
宮
殿
舎
の
構

造
と
い
う
点
に
も
ひ
と
つ
の
説
明
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒﹁
殿
﹂
に
住
ま
う

后
妃
の
利
用
が
な
い
限
り
こ
れ
ら
の
五
舎
は
留
守
状
態
で
あ
る
た
め
︑
後

宮
が
抱
え
る
人
員
が
増
え
る
に
し
た
が
っ
て
︑
御
匣
殿
別
当
の
よ
う
な
女

官
の
詰
め
所
と
な
っ
た
り
︑
東
宮
や
親
王
︑
内
親
王
の
居
所
と
し
て
使
用

さ
れ
た
り
す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
こ
と
は
飛
香
舎
に
か
ぎ
ら
ず
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
賢
木
巻
で
﹁
参
り
た
ま
ふ
と
き
の
御
局
に
は
梅
壺
を
し
た

れ
ば
﹂
(
頁
)
と
い
う
記
述
に
も
み
ら
れ
︑
弘
徽
殿
女
御

(
大
后
)
が
母

后
と
し
て
後
宮
で
権
力
を
握
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
︑﹁
殿
﹂

を
使
う
后
妃
が
﹁
舎
﹂
を
個
人
的
に
使
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
物
語
に

も
反
映
さ
れ
て
い
た(22
)

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

む
す
び

こ
の
よ
う
に
︑
藤
壺
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
﹁
藤
壺
ハ
代
々
ノ
妻
后
ノ

居
所
也
︑
弘
徽
殿
ノ
世
々
ノ
母
后
ノ
御
所
也
﹂
(﹁
玉
葉
﹂
安
元
三

(一
一

七
七
)
年
六
月
廿
一
日
条
)
と
い
う
理
解
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く

け
れ
ど
も
︑
本
来
は
決
し
て
﹁
代
々
ノ
妻
后
﹂
が
居
所
と
す
る
よ
う
な
場

所
で
は
な
か
っ
た
︒
特
に
醍
醐
朝
に
お
い
て
は
﹁
殿
﹂
に
住
ま
う
有
力
な

后
妃
た
ち
に
よ
っ
て
副
次
的
に
使
わ
れ
る
場
で
あ
っ
た
と
い
う
論
者
の
仮

説
に
従
え
ば
︑
醍
醐
朝
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
準
拠
と
な
っ
て
い
る
以
上
︑

先
帝
の
四
の
宮
が
入
内
し
て
藤
壺
を
賜
り
弘
徽
殿
に
住
む
女
御
を
圧
倒
し

て
い
く
と
い
っ
た
設
定
は
時
代
に
全
く
即
し
て
お
ら
ず
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

が
新
た
に
創
造
し
た
藤
壺
像
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

以
上
の
よ
う
に
つ
ぶ
さ
に
後
宮
殿
舎
に
つ
い
て
調
べ
て
い
け
ば
︑﹃
源

氏
物
語
﹄
に
限
ら
ず
︑
平
安
王
朝
物
語
に
対
す
る
理
解
が
さ
ら
に
深
ま
る

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

五
一



こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
今
回
は
藤
壺
に
限
定
し
て
調
査
を
進
め
た
が
︑
今

後
は
さ
ら
に
視
野
を
広
げ
︑
七
殿
五
舎
の
実
像
に
迫
っ
て
み
た
い
︒

〔注
︺

(1
)
藤
壺
の
格
に
つ
い
て
は
以
下
の
先
行
研
究
が
あ
る
︒

・
増
田
繁
夫
﹁
弘
徽
殿
と
藤
壺

︱
︱
源
氏
物
語
の
後
宮
︱
︱
﹂
(﹃
国

語
と
国
文
学
﹄
一
九
八
四
年
十
一
月
)

・
同
氏
﹁
源
氏
物
語
の
後
宮
︱
︱
桐
壺
・
藤
壺
・
弘
徽
殿
﹂
(﹃
国
文

学
解
釈
と
鑑
賞
﹄
一
九
九
八
年
十
月
)

・
吉
海
直
人
﹁
藤
壺
入
内
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
源
氏
物
語
の
新
考
察

︱
︱
人
物
と
表
現
の
虚
実
︱
︱
﹄
二
〇
〇
三
年
十
月

桜
楓
社
)

・
栗
本
賀
世
子
﹁
藤
壺
の
系
譜

︱
︱
『宇
津
保
物
語
﹄
あ
て
宮
を
始

発
と
し
て
︱
︱
﹂
(﹃
中
古
文
学
﹄
二
〇
〇
五
年
十
二
月
)

(2
)
太
田
静
六
﹃
寝
殿
造
の
研
究
﹄

(一
九
八
七
年
二
月

吉
川
弘
文
館
)

(3
)
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(
h
ttp
s
:
/
/
d
l.n
d
l.g
o
.jp
/
in
fo
:
n
d
ljp
/
p
id
/
2
6
0
6
7
7
0
?to
c
O
p
e
n
e
d
=
1
)

閲
覧
⁝
二
〇
二
一
年
一
月
十
日

(4
)
『紫
明
抄
・
河
海
抄
﹄
(一
九
八
八
年
六
月

角
川
書
店
)

(5
)
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(
h
ttp
s
:
/
/
d
l.n
d
l.g
o
.jp
/
in
fo
:
n
d
ljp
/
p
id
/
2
5
4
0
6
2
4
)
閲
覧
⁝
二
〇

二
一
年
二
月
十
日

(6
)
『
国
史
大
系

日
本
紀
略
前
篇
﹄
(二
〇
〇
〇
年
四
月

吉
川
弘
文
館
)

(7
)
『国
史
大
系

日
本
三
代
実
録
前
篇
﹄
(一
九
七
三
年
六
月

吉
川
弘
文

館
)

(8
)
藤
河
家
利
昭
﹁
南
宮
式
部
卿
貞
保
親
王
に
つ
い
て
﹂
(﹃
広
島
女
学
院
大

学
日
本
文
学
﹄
一
九
九
一
年
七
月
)

(9
)
『
西
宮
記
﹄

(
土
田
直
鎮
・
所
功
校
注

一
九
九
三
年
六
月

神
道
大

系
編
纂
会
)

(10
)
村
山
修
一
﹁
後
宮
の
殿
舎
と
そ
の
構
造
﹂
(﹃
国
文
学
﹄
八

一
九
六
三

年
五
月

学
燈
社
)

(11
)
注

(
4
)
｢
宿
木
巻
﹂
所
引

(12
)
先
行
研
究
に
は
主
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
︒

・
山
口
博
﹁
古
今
集
の
形
成
﹂
(﹃
王
朝
歌
壇
の
研
究

宇
多
醍
醐
朱
雀

朝
篇
﹄
一
九
七
三
年
一
月

桜
楓
社
)

・
村
瀬
敏
夫
﹁
古
今
集
の
撰
進
﹂
(﹃
紀
貫
之
伝
の
研
究
﹄
一
九
八
一
年

十
一
月

桜
楓
社
)

・
田
中
喜
美
春
﹁
古
今
和
歌
集
の
形
成
﹂
(﹃
王
朝
文
学
史
﹄
一
九
八
四

年

東
京
大
学
出
版
会
)

・
木
村
茂
光
﹁
藤
原
氏
と
文
人
貴
族
﹂
(﹃﹁
国
風
文
化
﹂
の
時
代
﹄
一

九
九
七
年
二
月

青
木
書
店
)

・
古
藤
真
平

共
同
研
究
報
告
﹁
延
喜
二
年
三
月
の
飛
香
舎
藤
花
宴
﹂

(﹃
日
本
研
究
﹄
四
六

二
〇
一
二
年
)

(13
)
滝
川
幸
司
﹁
延
喜
二
年
飛
香
舎
藤
花
宴
を
め
ぐ
っ
て
﹂
(﹃
奈
良
大
学
紀

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

五
二



要
﹄
三
十
二

二
〇
〇
四
年
)

氏
は
こ
の
論
文
で
︑﹃
延
喜
御
記
﹄
と
﹃
西
宮
記
﹄
と
の
比
較
を
緻
密

に
行
い
︑
藤
花
宴
の
目
的
に
つ
い
て
論
じ
︑
こ
の
宴
で
の
和
歌
が
﹃
古

今
和
歌
集
﹄
に
載
ら
な
か
っ
た
点
か
ら
︑
和
歌
の
公
的
地
位
の
獲
得
の

場
で
は
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
て
い
る
︒

(14
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
﹃
大
日
本
古
記
録

貞
信
公
記
﹄
(一
九
九
五

年

岩
波
書
店
)

(15
)
栗
本
賀
世
子
﹁﹃
宇
津
保
物
語
﹄
の
東
宮
後
宮
：
梨
壺
の
問
題
を
中
心

に
﹂
(﹃
日
本
文
学
﹄
五
七

二
〇
〇
八
年
)

(16
)
注

(1
)
増
田
論
文

(17
)
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(
h
ttp
:
/
/
w
w
w
a
p
.h
i.u
-
to
k
y
o
.a
c
.jp
/
sh
ip
s/
sh
ip
sc
o
n
tro
lle
r)
閲

覧
⁝
二
〇
二
一
年
二
月
十
日

(18
)
東
海
林
亜
矢
子
﹁
母
后
の
内
裏
居
住
と
王
権
﹂
(﹃
お
茶
の
水
史
学
﹄
四

八

二
〇
〇
四
年
)
に
付
さ
れ
て
い
る
﹁
穏
子
及
び
所
生
子
居
所
対
照

表
﹂
に
よ
れ
ば
︑
延
長
四
年
二
月
に
藤
壺
︑
延
長
八
年
八
月
に
宣
耀
殿
︑

同
年
九
月
に
常
寧
殿
︑
天
慶
五
年
六
月
に
承
香
殿
に
穏
子
が
い
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
(そ
れ
ぞ
れ
初
見
の
例
の
み
︑
承
平
四
年
に
は
五
十
の
賀

の
た
め
に
年
に
三
度
常
寧
殿
に
渡
御
し
て
い
る
)

(19
)
注

(1
)
吉
海
論
文

(20
)
注

(18
)
東
海
林
論
文

(21
)
寛
明
親
王
の
読
書
始
め
は
梅
壺
で
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
梅
壺
の

東
宮
御
所
と
し
て
の
面
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

(22
)
梅
壺
に
は
東
宮
御
所
と
し
て
の
利
用
例
が
最
も
多
く
︑
そ
う
し
た
意
味

で
は
こ
れ
も
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
創
作
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
︒

殿
舎
﹁
藤
壺
﹂
考

五
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