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朧

月

夜

の

尚

侍

就

任

に

よ

る

今

上

妃

と

の

―
賢
木
巻
段
章

の
新
視
座
と
し

て
―

序

賢
木
巻
は
源
氏
の
野
々
宮
行
き
の
条
に
引
き
続
い
て
、
桐
壺
院
崩
御

前
後
の
種
々
の
記
事
を
載
せ
る
が
、
右
大
臣
女
御
匡
殿
の
尚
侍
就
任
も

そ
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。

御
匡
笥
殿
は
、
二
月
に
内
侍
の
か
み
に
な
り
給
ひ
ぬ
。
院
の
御
思
ひ

に
、
や
が
て
尼
に
な
り
給

へ
る
、
か
は
り
な
り
け
り
。
や
む
事
な
く
、

も
て
な
し
て
、
人
が
ら
も
、

い
と
、
よ
く
お
は
す
れ
ば
、
あ
ま
た
参
り

集
ま
り
給
ふ
な
か
に
も
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ
。
き
さ
き
は
、
里
が

ち
に
お
は
し
ま
い
て
、
ま
ゐ
り
給
ふ
時
の
御
局

に
は
、
梅
壺
を
し
た
れ

ば
、
弘
徽
殿
に
は
、
か
ん
の
君
、
住
み
給
ふ
。
登
華
殿
の
、
む
も
れ
た

り
つ
る
に
、
は
れ

ヽ
ヽ
し
う
な
り
て
、
・女
房
な
ど
も
、
数
知
ら
ず
集
ひ

参
り
て
、
今
め
か
し
う
、
花
や
ぎ
給

へ
ど
、
御
心
の
う
ち
は
、
思
ひ
の

ほ
か
な
り
し
事
ど
も
を
、
忘
れ
が
た
く
、
嘆
き
給
ふ
。
　
２

１
三
七
九
）

（注

一
）

こ
れ
は

一
見
、
単
な
る
事
実
の
羅
列

に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

兼

帯

に

つ

い

て山

中

和

也

が
、
物
語
世
界
や
史
実
の
後
宮
史
を
背
景
に
し

て
視
点
を
構
え
る
と
、

忽
せ
に
出
来
な
い
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
事
が
分
か
る
。
尚
侍
は

「
後

宮
職
員
令
」
に
明
記
さ
れ
て
い
る
通
り

（
注
二
）
、
本
来
内
裏
に
仕
え

る
内
侍
司
の

一
等
女
官
の
職
名
で
あ
り
な
が
ら
、
平
安
中
期
以
降
、
閏

閥
に
よ
る
権
力
に
執
着
す
る
貴
族
政
治
家
達
の
手
で
そ
の
定
義
が
少
し

ず

つ
拡
げ
ら
れ
て
、
後
宮
に
列
す
る
史
例
が
見
え
始
め
る
。
や
や
時
代

は
下
る
が
、

『
禁
秘
御
抄
』

（
注
三
）
の

「
是
大
略
可
准
更
衣
等
」
、

二
条
良
基
が
著
し
た

『
百
寮
訓
要
抄
』

（
注
四
）
の

「
執
柄

の
女
な
ど

是
に
任
ず
。
女
御
。
更
衣
。
同
程

の
事
也
」
と

い
っ
だ
把
握
は
、
大
多

数
の
皇
妃
で
な
い
尚
侍
を
無
視
し
て
、
尚
侍
が
帯
び
た
皇
妃

の
性
格
に

注
目
し
て
い
る
程
で
あ
る
。

政
治
的
な
要
請
と
と
も
に
推
移
し
た
尚
侍
と
い
う
官
職
の
流
動
の
相

を
見

つ
め
、
そ
れ
を
物
語
内
の
尚
侍
達

（朧
月
夜
、
玉
菫
）
と
関
連
さ

せ
て
考
察
さ
れ
た
後
藤
祥
子
氏
の

「
尚
侍
孜
」

（注
五
）
は
非
常
に
す

ぐ
れ
た
研
究
で
あ
り
、
そ
の
功
績
は
大
き
い
。
唯
、
私
は
尚
侍
を
め
ぐ

る
氏
の
考
察
方
法
に
お
い
て
、

「
最
終
的
に
天
皇
位
を
通
過
し
た
人
」
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即
ち
上
皇
、
天
皇
、
東
宮

の
御
寝

に
奉
仕
し
た
尚
侍
が

「
皇
妃
的
尚
侍
」

と
い
う
名
の
下
に

一
括
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
か
ろ
う
じ
て
反
駁
の

余
地
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
後
藤
氏
は
右
大
臣
が
、
朧
月
夜

を
源
氏

の
正
室
に
、
と
い
う
譲
歩

の
案
を
源
氏

に
拒
ま
れ
て
、

「
東
宮

妃
に
傾

い
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
葵
巻

の
記
事

で
あ

っ
て
、
朱
雀
帝
に
入
内
す
る
な
ら
今
上
妃
と
な
る
筈
で
あ

２つ
。後

宮
に
ま

つ
わ
る
諸
氏
の
研
究

の
多
く
が

「
皇
妃
」
が
上
皇
妃
、
今

上
妃
、
東
宮
妃
の
い
ず
れ
に
あ
た
る
の
か
に
無
頓
着
過
ぎ
た
嫌
い
が
あ

る
が
、

こ
の
細
分
化
を
軽
視
し
て
は
物
語
世
界
の
尚
侍
像
を
史
実
の
中

に
投
影
す
る
事
は
危
険
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
。
尚
侍
が
原
則
的
に
天

皇
付
き
の
高
級
女
官

で
あ
る
以
上
、
ど
の
後
宮

に
列
す
る
か
で
皇
妃
的

尚
侍
の
位
相
は
随
分
と
違

っ
た
も
の
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
歴

史
上
、
夫
帝
の
譲
位
後
に
任
じ
ら
れ
た
尚
侍
と
し
て
百
済
王
慶
明
、
師

輔
女
登
子
、
電
子
ら
を
、
東
宮
妃
と
な

っ
た
尚
侍
と
し
て
兼
家
女
綬
子
、

道
長
女
妍
子
、
威
子
、
嬉
子
ら
を
挙
げ
る
事
が
出
来
る
が
、
尚
侍
が
継

続
的
に
今
上
妃
を
兼
ね
た
確
か
な
史
例
は
見

つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
朧
月
夜
尚
侍
が
今
上
妃
を
兼
帯
し
た
事
実
に
眼

を
留
め
て
、
彼
女
の
位
相

の
設
定

の
中

に
作
者

の
構
想
な
り
意
識
な
り

を
読
み
取
る
事
を
め
ざ
す
。
前
例

の
な
い
尚
侍

の
型
を
選
び
取

っ
た
物

語
の
必
然
性
が
そ
の
過
程
で
浮
び
あ
が

っ
て
く
る
筈
で
あ
る
。

一　
　
尚
侍
就
任
に
い
た
る
経
緯

そ
れ
で
は
、

「
尚
侍
致
」
の
表
現
を
逐
次
鑑
み
な
が
ら
、
朧
月
夜
の

尚
侍
就
任
ま
で
の
事
情
を
本
文

の
中
に
追

っ
て
み
よ
う
。

朧
月
夜
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
花
宴
巻
で
あ
り
、
こ
の
巻
の
中
で

彼
女
に
関
す
る
大
略
が
明
か
さ
れ
る
。
朧
月
夜
は
父
右
大
臣
が

「
春
宮

に
は
、

「
卯
月
ば
か
り
」
と
、
お
ぼ
し
さ
だ
め
」
て
い
た
東
宮
妃
候
補

で
あ

っ
た
。
入
輿
を
三
ヵ
月
後
に
控
え
て
い
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

準
備
も
か
な
り
進
ん
で
い
た
筈
で
あ
る
し
、
桐
壷
帝
は
じ
め
、
東
宮
や

公
卿
達
の
耳
に
も
当
然
届
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
外
祖
父
と
し
て
東

宮
に
娘
を
嫁
が
せ
る
右
大
臣
の
脳
裏
に
、
や
が
て
は
女
御
と
し
、
あ
わ

よ
く
ば
皇
后
冊
立
と
い
う
草
稿
が
蓄
え
ら
れ
て
い
た
と
読
む
べ
き
で
あ

る
。
右
大
臣
は
先
に
、
長
女
の
弘
徽
殿
女
御
の
立
后
に
失
敗
し
て
お
り
、

女
御
が
そ
の
条
件
を
ほ
ぼ
満
た
し
て
い
た
だ
け
に
、
自
家
よ
り
后
を
出

し
た
い
と
い
う
悲
願
は

一
層
烈
し
か

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故

に
、
第
六
女
の
東
宮
参
り
に
は
最
も
効
果
約
か

つ
一
般
的
な
后

へ
の
レ

ー
ル
を
敷
設
し
よ
う
と
し
た
と
見
て
よ
い
。

し
か
し
、
実
際
に
は
朧
月
夜
は
花
宴
か
ら

一
年
以
上
経
過
し
た
葵
巻

で
も
弘
徽
殿
女
御
が

「
参
ら
せ
た
て
ま

つ
ら
ん
こ
と
を
、
思
し
働
」
む

現
状
に
あ

っ
た
。
こ
の
場
合
の
参
内
と
は
、
朧
月
夜
が
既
に
御
匡
殿
別

当
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
事
な
ど
か
ら
、
女
官
と
し
て
の
出
仕

で
は
な
く
、

名
称
は
と
も
あ
れ
朱
雀
帝
の
燕
寝

に
奉
仕
す
る
か
た
ち
で
の
出
仕
を
意

味
し
よ
う
。
無
論
、
朧
月
夜
の
参
内
が
遅
れ
た
の
は
源
氏
と
の
艶
間
が
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右
大
臣
家
内
や
、
或

い
は
そ
れ
以
上
の
範
囲
で
伝
え
ら
れ
、
籍
口
令
で

は
収
拾
し
き
れ
ぬ
程

に
広
ま

っ
た
所
為
で
あ
る
。

こ
の
遅
滞
を
、
入
内

計
画
そ
の
も
の
の
難
航
と
は
見
ず
、
右
大
臣
の
親
心
の
よ
う
に
解
釈
さ

れ
る
後
藤
氏
の
説
に
は
や
は
り
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

後
藤
氏
が
朧
月
夜

の
御
匝
殿
任
官
を
葵
巻
の
時
点
で

「
女
御

へ
の
準

備
工
作
」
と
捕
ら
え
て
お
ら
れ
る
の
は
、
引
か
れ
た
二
つ
の
史
例
か
ら

し
て
間
違
い
と
は
言
え
な
い
が
、
必
ず
し
も
御
匡
殿
の
向
こ
う
に
女
御

を
認
め
る
事
は
適
当

で
は
な
い
。
御
匡
殿
懲
子
は
東
宮
妃
で
あ

っ
た
し
、

一
条
天
皇
の
御
匡
殿
尊
子
の
場
合
も
、
直
ち
に
女
御
に
な
れ
な
か

っ
た

の
は
、
彼
女
が
故
道
兼
の
愛
さ
な
い
娘
で
、
母

の
藤
三
位
繁
子
が
帝
の

乳
母
の
勢
力
に
ま
か
せ
て
強
引
に
画
策
し
た
入
内
で
あ

っ
た
所
為
と
考

え
ら
れ
、
と
も
に
朧
月
夜
の
比
較

に
は
な
り
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
む

し
ろ
御
匡
殿
が
後
宮

に
加
わ
ら
な
い
状
況
を
考
え
る
な
ら
、
当
初
か
ら

女
御
昇
進
を
見
越
し
て
御
匡
殿
と
な

っ
た
電
子
や
尊
子
よ
り
、
御
匡
殿

か
ら
尚
侍
に
転
じ
た
貴
子
や
灌
子

の
例
に
眼
を
留
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

朧
月
夜
の
入
内
は

一
旦
挫
折
し
、
葵
巻
で
は
ま
だ
遂
げ
ら
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
源
氏
と
の
婚
儀
も
、
葵
上
の
存
命
中
は
朧
月
夜
が
正
室
に

納
ま
れ
る
確
約
も
な
く
、
具
体
的

に
話
を
切
り
出
せ
る
段
階

で
は
な
い
。

父
右
大
臣
と
し
て
は
、
難
し
い
選
択
を
迫
ら
れ

て
い
た
訳
で
あ
り
、
こ

れ
を
ひ
と
ま
ず
棚
上
げ
す
る
意
味

で
の
御
匡
殿
着
任
で
は
な
か

っ
た
か
。

御
匡
殿
別
当
を
宮
中

の
女
性
の
昇
進
の
通
過
点
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
を

通

っ
て
女
御
と
な
る
皇
妃
の
コ
ー
ス
と
尚
侍
に
至

っ
て
内
裏
女
房
の
頂

点
に
立

つ
道
と
の
ふ
た

つ
が
歴
史
上
に
敷
か
れ

て
お
り
、
朧
月
夜
の
場

合
、

コ
ー
ス
の
選
択
は
未
決
な
が
ら
、
東
宮

へ
の
入
内
を
断
念
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
時
と
同
じ
右
大
臣
家
側

の
事
情
が
解
消
さ
れ
な

い
限
り
、
仮
に
朱
雀
帝
の
後
宮
に
入

っ
た
と
し
て
も
、
正
式
な
皇
妃
の

道
を
進
む
事
は
極
め
て
険
し
い
の
だ
と
い
う
事
実
を
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

朧
月
夜
の

「
尚
侍
」
に
関
す
る
後
藤
氏
の
理
解
の
特
徴
の
ひ
と

つ
は
、

尚
侍
か
ら
皇
妃

へ
の
可
能
性
が
三
条
天
皇
の
東
宮
妃
綬
子

へ
到
る
尚
侍

の
意
義

の
変
転
の
中

に
見

つ
め
ら
れ
て
い
る
事

で
あ
る
。
し
か
し
、
綾

子
に
し
ろ
道
長
の
娘
た
ち
に
し
ろ
史
上
の
皇
妃
候
補
の
尚
侍
達
は
東
宮

妃
で
あ
り
、
東
宮
の
登
位
後
は
、
夭
折
し
た
綬
子
、
嬉
子
を
除
き
、
速

や
か
に
女
御

へ
遷

っ
て
い
る

（
注
六
）
。
だ
か
ら
、
今
上
妃
的
尚
侍
で

あ
る
朧
月
夜
を
こ
れ
ら
の
史
例
と
同
等
に
扱
う
事
は
出
来
な
い
。
権
勢

家
が
東
宮
に
入
内
す
る
娘
に
尚
侍

の
官
を
与
え
る
背
景
に
は
、
東
宮
妃

が
原
則
的
に
女
御
に
宣
下
さ
れ
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る

（
注
七
）
。

東
宮
女
御
と
い
う
の
は
文
学
作
品
や
史
書
類

に
於
い
て
、
東
宮
後
宮
の

有
力
な
妃
を
便
宜
的

に
呼
ん
だ
呼
称
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
東
宮
妃

の
尚
侍
が
内
侍
司
の
実
務
に
携
わ
る
事
は
あ
り
え
な
い
し
、
彼
女
ら
が

女
御
に
な
る
の
は
官
職
の
な
い
女
性
が
女
御
に
な
る
の
と
原
理
は
同
じ

で
あ
る
。
し
か
し
、
今
上
妃
の
尚
侍

（
史
上

に
は
い
な
い
）
は
女
御
に

宣
下
さ
れ
え
ぬ
何
ら
か
の
疵
を
位
相
に
抱
え
て
、
女
御
と
は

一
線
を
画

す
事
に
な
る
。
皇
妃
候
補
の
朧
月
夜
が
物
語
の
要
請
す
る
事
情
に
よ

っ

て
正
式
な
皇
妃
に
加
わ
る
資
格
を
失
い
、
女
官
達
の
最
高
到
達
点
た
る

尚
侍
に
就
い
た
時
、
彼
女
は
皇
妃

の
称
号
を
授
か
り
得
る
範
晴
の
人
で
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は
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
職
掌
も
な
く
、
威
儀
を
整
え
る
目

的
で
尚
侍
と
な
り
、
東
宮
の
後
宮

に
送
り
込
ま
れ
た
綬
子
の
明
る
い
可

能
性
を
朧
月
夜
に
適
用
す
る
事
は
余
り
意
味
が
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
朧
月
夜
が
い
つ
皇
妃
の
役
割
を
帯
び
る
よ
う
に
な

っ
た

か
は
瞭
然
と
し
な
い
。
源
氏
が
朧
月
夜
と
の
縁
組
を
黙
殺
し
て
か
ら
朧

月
夜
の
尚
侍
就
任
ま
で
は
お
よ
そ
二
年
あ
る
の
で
、
そ
の
間

に
後
宮
入

り
を
果
た
し
た
と
も
思
え
る
し
、
尚
侍
と
な

っ
て
か
ら
の
事

で
あ

っ
た

よ
う
に
も
読
め
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
尚
侍
就
任
の
直
後
に
朱
雀
帝
の

寵
愛
や
女
房
達
の
参
集
を
伝
え
る
書
き
様
、

「
例
の
御
癖
な
れ
ば
、
今

し
も
、
御
心
ざ
し
、
ま
き
る
べ
か
め
り
」
と
い
う
源
氏
の
惑
溺
の

「
今

し
も
」
の
示
唆
、

「
か
く
本
意
の
如
く
た
て
ま

つ
り
な
が
ら
、
な
ほ
、

そ
の
憚
り
あ
り
て
、
う
け
ば
り
た
る
女
御
な
ど
も
、
い
は
せ
侍
ら
ぬ
」

と
い
う
右
大
臣
の
詞
な
ど
を
総
合
す
る
と
、
任
尚
侍
を
待

っ
て
の
後
宮

入
り
で
あ

っ
た
可
能
性
が
濃
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
が
朧
月
夜
の
尚
侍
就
任
ま
で
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
確
定
出
来

な
い
箇
所
も
あ
る
が
、
大
体
こ
れ
を
前
提
と
し
て
拙
稿
を
進
め
て
行
き

た
い
。

一
一　
　
皇
妃
的
尚
侍
と
女
御
と
の
比
較

続
い
て
、
皇
妃
的
尚
侍
と
女
御
と
の
相
違
点
を
多
面
的
に
凝
視
し
、

そ
の
中

で
朧
月
夜
の
位
相
を
考
え

て
み
る
事
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
最
も
端
的

に
皇
妃
や
女
官
を

ラ
ン
ク
づ
け
る
位
階
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
当
初
尚
侍
は
従
五
位
相
当
に
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
大
同

二
年
の
太
政
官
奏
で
従
三
位
相
当
と
な
り
、
正
三
位
相
当
の
尚
蔵
に
任

じ
ら
れ
る
者
が
絶
え
て
か
ら
は
名
実
共
に
後
宮
女
官
の
筆
頭
と
な

っ
た
。

今
、
宇
多
朝
か
ら

一
条
朝
に
か
け
て
の
尚
侍
八
人
の
最
終
の
位
階
を
追

跡
し
て
み
る
と
、
宇
多
天
皇
の
養
母
で
あ

っ
た
淑
子
が
従

一
位
に
達
し

た
の
を
例
外
と
し
て
、
正
三
位
二
人
、
従
二
位
四
人
、
正
三
位

一
人
と

な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
女
達
の
叙
従
三
位
は
遅
く
と
も
尚
侍
就
任
後

約

一
年
の
間
に
行
わ
れ
て
い
る
。
御
匡
殿
別
当
か
ら
尚
侍
に
な

っ
た
貴

子
や
灌
子
の
叙
位
を
適
用
出
来
る
な
ら
、
朧
月
夜
は
御
匝
殿
時
代
従
四

位
で
、
尚
侍
就
任
早

々
に
従
三
位

に
昇

っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

他
方
、
女
御
は
令

に
規
定
さ
れ
な
い
称
号

で
あ
り
、
相
当
位
も
瞭
然

と
し
な
い
が
、
多
く
の
者
は
四
位
以
下
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
村
上
天

皇
崩
御
直
後
の
康
保
四
年
七
月
、

そ
の
女
御
達

の
う
ち
、
師
ヂ
女
芳
子

は
従
四
位
下

で
卒
し
、
代
明
親
王
女
庄
子
女
王
は
従
四
位
上

で
出
家
し

た
。
ま
た
、
花
山
天
皇
の
寵
を

一
身
に
受
け
た
為
光
女
の
女
御
低
子
が

亡
く
な

っ
た
時
に
追
贈
さ
れ
た
の
は
従
四
位
上

で
あ

っ
た
。
基
経
女
温

子
、
同
穏
子
、
師
輔
女
安
子
ら
は
立
后
の
際
既
に
二
位
以
上

で
あ
る
が
、

女
御
で
あ

っ
た
間
に
四
位
か
ら
進
ん
だ
の
で
あ

っ
た
し
、
頼
忠
女
遵
子
、

道
隆
女
定
子
は
従
四
位
で
中
宮
に
立

っ
て
い
る
。
　
一
条
朝
以
前
、
女
御

で
従
二
位
と
い
う
の
は
、
東
宮
の
生
母
に
与
え
ら
れ
る
栄
誉
と
し
て
の

側
面
を
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

（
注
八
）
。
後
に
三
位
以
上
に
達
す
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る
事
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
女
御
は
最
初
四
位
、
若
し
く
は
五
位
か

ら
出
発
す
る
者
が
多
く
、
道
長
女
彰
子
が
従
三
位
を
帯
び
て
入
内
す
る

の
は
稀
有
の
例
で
あ
る
。

女
御
と
尚
侍
の
位
階
の
比
較
に
な
る
史
実
と
い
え
ば
、
魁
子
が
女
御

時
代
を

つ
い
に
正
四
位
下
で
終
え
、
任
尚
侍
を
待

っ
て
従
三
位
に
到
達

し
て
い
る
事
が

一
応

の
目
安
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、　
一
条
天
皇
の

女
御
、
義
子
、
元
子
、
尊
子
と
尚
侍
妍
子

（
後

に
東
宮
妃
）
の
位
階
の

推
移
を
調
べ
て
み
る
と
、
元
子
は
長
保
二
年
八
月
二
十
日
従
三
位
に
な

っ
た
が
、
藤
原
行
成
は

『
権
記
』

（
注
九
）
に
お
い
て
、

「
右
大
臣
息

女
、
切

々
有
被
申
也
、
本
位
正
五
位
下
、
超
越
不
次
非
常
、
又
非
常
之

事
也
」
と
驚
き
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
れ
は

一
条
帝
が

「

不
思
慮
之
所
致
」
と
悔
い
ら
れ
た
処
置
で
あ
り
、

こ
の
後
す
ぐ
に
、
父

公
季
の
懇
願
に
よ

っ
て
義
子
の
叙
従
三
位
を
も
招
来
す
る
こ
と
と
な

っ

た
。
尊
子
は
寛
弘
元
年
の
女
叙
位

で
従
四
位
上

に
叙
さ
れ
て
い
る
。　
一

方
、
妍
子
は
同
年
十
二
月
に
尚
侍
と
な
り
、
十
日
後
に
は

「
尚
侍
必
可

叙
三
位
」

（
注
十
）
と
し
て
従
三
位
を
授
け
ら
れ
た
。
翌
二
年
の
女
叙

位
で
同
じ

一
条
女
御

の
元
子
や
義
子
は
正
三
位
と
な
る
が
、
結
局
尊
子

は
従
三
位
に
留
ま
る
。
寛
弘
二
年
、
元
子
と
義
子
は
従
二
位

に
昇
る
が
、

こ
れ
は
東
宮
生
母
で
な
い
女
御
の
叙
二
位
の
初
例
で
あ

っ
た
。
や
が
て
、

妍
子
が
尊
子
と
と
も
に
従
二
位
に
達
す
る
の
は
寛
弘
七
年
で
あ
る
が
、

妍
子
は
ま
だ
東
宮

（
三
条
〉
後
宮

に
入

っ
て
さ
え
い
な
い
状
況
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
無
位
で
女
御
宣
下
を
受
け
て
従
四
位
下
と
な
り
、

後
に
は
皇
后
、
中
宮
と
並
び
立

つ
こ
と
に
な
る
済
時
女
賊
子
と
の
対
比

を
鮮
や
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

総
じ
て
以
上
の
資
料
は
尚
侍
の
位
階
が
女
御

の
そ
れ
と
同
等
以
上
で

あ
り
、
劣
る
事
は
少
な
か

っ
た
事
を
明
示
し
て
お
り
、
物
語
世
界
の
後

宮
も
こ
れ
に
準
じ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
大
臣
女
が

一
人

も
参
内
し
て
い
な
い
賢
木
巻
当
時

の
朱
雀
帝
の
後
宮
で
、
従
三
位
以
上

を
帯
び
た
朧
月
夜
を
凌
ぐ
位
階
を
持

つ
女
御
が
い
た
と
は
到
底
考
え
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。

続
い
て
処
遇
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
宮

の
女
性
は
位
階
に

準
じ
た
待
遇
を
受
け
る
事
に
な
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
皇
妃
と
女
官
の

間
に
は
歴
然
た
る
格
差
が
あ

っ
た
。
例
え
ば
、

「
延
喜
式
」
中

「
中
務

式
」
の

「
後
宮
時
服
」
の
項
に
は
、
女
御
の
料
と
し
て
絹
廿
疋
等
を
、

「
官
人
」
の

「
五
位
已
上
」
に
絹

一
疋
等
を
定
め
て
あ
る
。

「
大
膳
式
」

に
お
け
る
食
品
の
月
料
も
差
が
甚
だ
し
い
。
但
し
、
後
宮

の
服
飾
や
食

生
活
は
各
々
の
実
家
や
後
見
が
賄
う
の
が
中
心
的
で
あ
ろ
う
力ゝ
ら
、
朧

月
夜
が
こ
の
点
で
屈
辱
を
味
わ

っ
た
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
儀
式
等

で
の
待
遇
に
つ
い
て

「
延
喜
式
」
か
ら
拾
う
と
、

（
注
十

一
）

①
凡
設
座
者
、

（
中
略
）
尚
侍

・
女
御
錦
草
蟄

（
後
略
）

（
掃
部
式
）

②
命
婦
三
位
限
兵
衛
陣
、
但
裟
女
御
及
孫
王
大
臣
嫡
妻
乗
葦
限
兵
衛
陣
。

（
雑
式
）

③

（
前
略
）
女
御
以
上
先
著
座
、
次
尚
侍
以
下
四
位
以
上
、

（
後
略
）

（
中
宮
職
式

。
同
日
受
女
官
朝
賀
）

④

（
前
略
）
以
東
設
女
御
已
上
座

「
用
嚢
床
子
」
、
立
孫
王
尚
侍
典
侍
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等
床
子

「
以
下
同
用
中
床
子
」
、

（
後
略
）

（
掃
部
寮
式

。
同
日
賜
女

王
禄
）

（
「
」
内
は
割
注
）

等
で
、
女
御
と
尚
侍
が
同
じ
部
類

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
場
合

（
①
、

②
）
と
女
御
が
尚
侍
よ
り

一
段
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合

（③
、
④
）
が
あ
る
事
が
分
か
る
。

こ
れ
ら
は
容
易
に
は
動
か
し
難
い

決
ま
り
事
で
あ
る
が
、
そ
う
頻
繁
に
行
わ
れ
る
儀
礼
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

『
河
海
抄
』

（
注
十
二
）
は

『
村
上
天
皇
御
記
』
を
引

い
て
延
喜
十
三
年
正
月
十
四
日
の
踏
歌
後
宴
の
順
序
を
載
せ
て
い
る
が
、

当
時
の
尚
侍
満
子
は
女
御
穏
子
の
次
、
女
御
和
子
の
前
に
、
そ
の
曹
司

飛
香
舎
で
参
賀
を
受
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
種
々
の
記
事
か
ら
、
尚
侍
は

ほ
ぼ
女
御
と
同
程
度

の
扱
い
に
浴
し
、
時
と
し
て
女
官
の
社
会
的
制
約

か
ら
女
御
の
下
位
に
甘
ん
じ
る
事
が
あ
る
と
す
る
の
が
穏
当

で
あ
ろ
う
。

平
安
中
期
以
降
、
尚
侍
が
実
際

に
内
侍
所
の
庶
務
を
担
当
す
る
事
は

諸
文
献

に
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
。
そ
れ
ら
は
伝
奏
等
も
含
め
て
、
典

侍
以
下
の
女
官
が
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う

（
注
十
三
）
。
朧
月
夜
の
他

に
併
任
の
尚
侍
が
い
た
に
せ
よ
、

い
な
い
に
せ
よ
、
彼
女
は
ご
く
稀
な

公
事
等
を
除
い
て
、
皇
妃
的
女
性
と
し
て
終
始
し

（
注
十
四
）
、

「
あ

ま
た
参
り
集
ま
り
給
ふ
な
か
に
も
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ
」
た
と
読

む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
、
明
石
入
道
北

の
方
が
は
か
ら
ず
も
口

に
し
た
通
り
、
紛
れ
よ
う
も
な
い

「
み
か
ど
の
御
め
」
の
位
相
が
現
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
賢
木
巻
末
尾
、
雷
鳴
の
朝
、
朧
月
夜
の
許
に
通

っ
て
い

た
源
氏
を
目
撃
し
た
右
大
臣
が
怒
り
に
ま
か
せ
て
弘
徽
殿
大
后
に
報
告

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
二
人
が
異
口
同
音
に
朧
月
夜
の
尚
侍

就
任
を

「
あ
か
ず
口
惜
し
」
、

「
い
と
ほ
し
」
と
嘆
息
す
る
最
大
の
理

由
は
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
尚
侍
が
女
御
に
劣

っ
た
処

遇
を
受
け
る
事
は
た
ま
さ
か
に
あ
る
が
、
二
人

の
胸
中
に
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
の
は
そ
ん
な
具
体
的
な
次
元
の
不
満

で
は
な
く
、
皇
妃
の
正
道

を
歩
む

べ
き
朧
月
夜
が
と
も
か
く
も
皇
妃
の
も

の
で
な
い
職
名
で
宮
仕

え
し
て
い
る
現
状

へ
の
情
緒
的
な
物
足
り
な
さ
な
の
で
あ
ろ
う
。
二
人

に
し
て
み
れ
ば
、
朧
月
夜

へ
向
け
た
父
親
と
し
て
、
姉
と
し
て
の
情
愛

が
あ
り
、
同
時
に
家
門
の
期
待
が
あ
り
、
そ
の
思
惑

の
重
複
す
る
青
写

真
が
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
朧
月
夜
が
女
御
、
ひ
い
て
は
后

へ
の
道
を
断

た
れ
て
し
ま

っ
た
不
本
意

へ
の
苦

々
し
さ
を
吐
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

尚
侍
が
将
来
に
皇
妃

へ
の
見
通
し
を
持

つ
東
宮
妃
を
意
味
す
る
よ
う

に
な
る
以
前
、
皇
子
女
を
儲
け
た
尚
侍
と
い
え
ば
、
嵯
峨
天
皇
に
侍
し

て
仁
明
朝
に
尚
侍
に
任
ぜ
ら
れ
た
百
済
王
慶
明
ま
で
遡
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
慶
明
は
嵯
峨
帝
の
殊
寵
を
蒙

っ
て
、　
一
皇
子

一
皇
女
を
産
ん
だ
が
、

二
人
は
臣
籍
に
下

っ
て
源
定
、
源
善
姫
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
定
、
善

姫
の
賜
姓
は
嵯
峨
朝

の
弘
仁
年
間
の
事
で
あ
り

（
注
十
五
）
、
生
母
慶

明
は
当
時
ま
だ
尚
侍

で
は
な
い
か
ら
、
尚
侍
所
生
の
皇
子
の
親
王
宣
下

を
考
え
る
際
に
参
照
出
来
る
例
で
は
な
い
。
作
者
は
尚
侍
腹

の
皇
子
の

願
末
を

一
例
も
知
ら
ず
に
朧
月
夜
を
造
型
し
た
事
に
な
る
の
で
あ
る
０

澪
標
巻
冒
頭
、
譲
位
を
決
意
し
た
朱
雀
帝
が
朧
月
夜
に
怨
嵯
を
漏
ら

す
印
象
的
な
場
面
が
あ
る
。
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「
な
ど
か
、
御
子
を
だ
に
、
持
給

へ
る
ま
じ
き
。
日
惜
し
う
も
あ
る

か
な
。

「
契

（
り
）
深
き
人
の
た
め
に
は
、
今
見
出
で
給
ひ
て
む
」
と

思
ふ
も
、
く
ち
お
し
や
。
か
ぎ
り
あ
れ
ば
、
た

ヾ
人
に
て
ぞ
、
見
給
は

ん
か
し
」

（
二
１

一
〇
二
）

臣
下
で
あ
る
源
氏
の
子
を
儲
け
た
と
こ
ろ
で
所
詮
は
臣
籍
の
子
だ
よ
、

と
皮
肉
を
言
う
朱
雀
帝
の
心
に
は
、
自
分
の
子

で
あ
れ
ば
歴
と
し
た
皇

族
な
の
だ
と
い
う
判
断
が
あ
る
。
朧
月
夜
が
皇
妃
で
な
い
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
の
腹
の
子
の
親
王
宣
下
が
困
難
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
測
は
こ
こ

に
は
な
い
。
思
え
ば
、

「
下
臓
の
更
衣
腹
」
で
あ

っ
た
落
葉
宮
す
ら
が

内
親
王
に
宣
下
さ
れ
て
お
り
、
朧
月
夜
の
出
自
や
後
見
か
ら
す
れ
ば
そ

れ
は
当
然
の
事
か
も
知
れ
な
い
。
即
ち
、
も
し
、
朧
月
夜
が
男
皇
子
に

恵
ま
れ
て
お
れ
ば
、
そ
れ
は
親
王
と
な

っ
て
立
坊
争
い
に
も
優
勢
に
参

加
出
来
る
で
あ
ろ
う
皇
子
で
あ
り
、
朱
雀
帝
の
嗣
子
を
儲
け
る
と
い
う

朧
月
夜
入
内
の
主
目
的
は
、
皇
妃

へ
の
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
た
後
も
依

然
機
能
し
て
い
る
事
を
知

っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

〓
一　
　
今
上
妃
的
尚
侍
と
構
想

朧
月
夜
の
尚
侍
就
任
は
、
東
宮
妃
候
補
の
異
性
交
渉
と
い
う
極
め
て

ド
ラ
マ
テ
ィ

ッ
ク
な
突
発
事
件
に
導
か
れ
て
現
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
帰
結
は
史
上
類
例
を
見
な
い
軌
跡
を
取

っ
た
の
で
あ
り
、

入
内
前

に
純
潔
を
喪

っ
た
女
性
が
尚
侍
と
な

っ
て
燕
寝
に
侍
る
事
が
定

着
し
た
経
緯
で
あ
ろ
う
筈
も
な
い
。
そ
れ
で
は
、

こ
う
し
た
事
情
に
見

舞
わ
れ
た
右
大
臣
家
と
し
て
は
、
他
に
朧
月
夜
を
遇
す
る
ど
ん
な
選
択

肢
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
自
ず
か
ら
作
者
自
身

の
意
図
を
掘
り
起
こ
し
、
構
想
と
密
接
に
つ
な
が

っ
て
ゆ
く
問
題
で
あ

Ｚつ
。皇

妃
候
補
の
恋
愛
事
件
と
い
え
ば
、
や
は
り

『
伊
勢
物
語
』
が
載
せ

る
二
条
后
高
子
と
在
原
業
平
の
伝
承
を
紡
彿
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

高
子
の
入
内
か
ら
作
者
の
時
代
ま
で
は
三
百
数
十
年
の
隔
た
り
が
あ
る

の
で
両
者
を
短
絡

に
関
連
づ
け
る
の
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
朧
月
夜
に

類
似
の
史
実
と
し
て
鑑
み
る
べ
き
資
料
で
は
あ
ろ
う
。
今
、
角
田
文
衛

氏
の
著
作

「
藤
原
高
子
の
生
涯
」

（
注
十
六
）
を
見
る
と
、
氏
は
清
和

天
皇
元
服
の
添
臥
し
に
、
女
御
候
補
と
し
て
摂
政
良
房
が
養
女
に
し
た

姪
の
高
子
で
は
な
く
、
良
相
の
女
多
美
子
が
上
が

っ
た
事
実

に
つ
い
て
、

「
こ
の
奇
妙
な
出
来
事
は
、
高
子

の
側
に
遠
か
に
入
内
出
来
な
い
よ
う

な
事
情
、
端
的
に
言
え
ば
、
業
平
と
の
派
手
な
情
事
が
あ

っ
た
結
果
で

あ
る
と
想
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
が
現

在
の
通
説
と
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
前
掲
論
文
を
参
照
し

つ
つ
、
朧

月
夜
が
尚
侍
就
任
以
外
に
採
り
得
た
道
を
吟
味
し
て
み
る
事

に
し
よ
う
。

平
安
時
代
、
殊
に
そ
の
前
半
に
お
い
て
は
、　
一
つ
の
不
文
律
と
し
て
、

正
式
に
結
婚
し
た
り
、
既
に
子
を
産
ん
だ
り
し
た
婦
人
は
、
女
御
や
更
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衣
に
採
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
婦
人
の
処
女
性
は
、
必
ず

し
も
入
内
の
絶
対
不
可
欠
の
条
件
を
な
し
て
は
い
な
か

っ
た
。
そ
れ
で

高
子
の
場
合
も
、
過
去
の
情
事
は
、
理
窟
の
上

で
は
入
内
を
妨
げ
は
じ

な
か

っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
が
皆
人
の
噂
す
る
よ
う
な
は
で
な

ロ
マ
ン

ス
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
入
内
を
阻
止
す
る
大
き
な
力
と
な

っ
て
働
い
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
角
田
氏
の
判
断
を
基

に
す
る
と
、
ま
ず
、
入
内
計
画
の
断

念
が
ひ
と

つ
の
可
能
性
を
担
う
事

に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
朧
月
夜
が
既

婚
者
で
は
な
く
、
ゆ
き
ず
り
の
交
歓
が
尾
を
引

い
た
程
度
の
関
係
で
は

あ

っ
て
も
、
相
手
が
宮
廷
の
寵
児
た
る
源
氏
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
艶
聞

の
伝
播
も
速
く
、
右
大
臣
に
と

っ
て
は
そ
の
よ
う
な
娘
を
物
見
高
い
宮

中

へ
差
し
出
す
の
は
相
当
の
恥
辱

で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
処
女
性
の

尊
厳
が
比
較
的
薄
い
と
は
言
え
、
女
御
、
そ
し
て
后
と
い
う
階
梯
を
望

ま
れ
た
朧
月
夜
に
処
女
性
が
要
求
さ
れ
ぬ
道
理
も
な
い
。
ま
た
、
右
大

臣
家
に
は
も
う

一
人

の
持
ち
駒
、
孫
女
麗
景
殿
が
あ
る
か
ら
、
朧
月
夜

に
固
執
す
る
政
治
的
必
然
性
は
い
ま
ひ
と

つ
浅

い
。
た
と
え
、
源
氏
が

紫
上
に
憚

っ
て
婚
儀
を
承
諾
し
な
い
に
せ
よ
、
後
宮

へ
納
れ
る
の
で
き

え
な
け
れ
ば
、
将
来
有
望
な
若
公
達
に
嫁
が
せ
る
事
は
難
し
く
な
い
筈

で
あ
る
。
従

っ
て
、
入
内

の
中
止
は
朧
月
夜
の
処
し
方
と
し
て
充
分
有

効
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
く

つ
が
え
し
て
屈
折
し
た
か
た
ち
の
参

内
を
具
現
さ
せ
た
の
は
、
源
氏
の
拒
絶
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
感
情
的

に
な

っ
て
い
る
母
后
弘
徽
殿
の
執
着
心
で
あ
ろ
う
。

も
う
ひ
と

つ
可
能
な
打
開
策
と
思
え
る
の
は
、
敢
え
て
朧
月
夜
を
正

式
な
皇
妃
と
し
て
女
御
宣
下
さ
せ
る
事
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
無
論
、
政

治
背
景
が
重
要
な
鍵
と
な
る
。
角
田
氏
は
、

当
時

の

『
太
政
官
符
』
の
類
を
見
れ
ば
明
白
な
よ
ぅ
に
、
左
大
臣
の

源
信
は
名
の
み
で
、
実
際
の
政
治
は
、
良
房
の
監
督
下
で
は
あ

っ
て
も
、

右
大
臣

・
良
相
を
主
と
し
て
施
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
良
房
と
し

て
も
、
良
相
が
難
色
を
示
す
か
ぎ
り
高
子
の
入
内
を
敢
行
で
き
な
か

っ

た
筈
で
あ
る
。

と
み
な
さ
れ
、
良
房
が
応
天
門
の
変
を
謀

っ
て
良
相
の
横
槍
を
封
じ
る

事
に
成
功
し
て
初
め
て
、
高
子
の
入
内
が
実
現
し
た
の
だ
と
さ
れ
た
。

「
徳
望
が
篤
く
、
実
母
姉
の
太
皇
太
后

・
順
子
の
親
愛
を
い
た
く
蒙

っ

て
」
い
た
辣
腕
の
弟
、
良
相
を
奸
計
を
用
い
て
失
脚
さ
せ
る
程
、
高
子

の
入
内
は
難
事
業
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
か

つ
、
絶
対
成
し
遂
げ
ね
ば
な

ら
な
い
課
題
で
あ

っ
た
。

右
大
臣
が
娘
の
処
遇
を
思
う
に
任
せ
な
か

っ
た

「
憚
り
」
と
は
、
良

房
が
良
相
に
対
し
て
感
じ
て
い
た
の
と
同
様

の
脅
威
で
あ
り
、
右
大
臣

が
恐
れ
た
の
は
外
孫

の
朱
雀
帝
で
は
な
く
、
対
峙
す
る
党
派
の
左
大
臣

家
や
そ
の
背
後
に
あ
る
桐
壺
院
の
発
言
権
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
朱
雀
朝
の
初
期
、
桐
壺
院
崩
後
の
政
情
は
お
お
よ
そ
次
の
よ

う
な
も

の
で
あ

っ
た
。
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帝
は
、
院
の
御
遺
言
違

へ
ず
、
あ
は
れ
に
思
し
た
れ
ど
、
若
う
お
は

し
ま
す
う
ち
に
も
、
御
心
、
な
よ
び
た
る
方

に
過
ぎ
て
、
強
き
と
こ
ろ
、

お
は
し
ま
さ
ぬ
な
る
べ
し
。
母
后

・
祖
父
大
臣
、
と
り
ゝ
ゝ
に
し
給
ふ

事
は
、
え
背
か
せ
給
は
ず
、
世
の
ま

つ
り
事
、
御
心
に
か
な
は
ぬ
や
う

な
り
。
　
２

１
三
八

一
）

こ
の
殿
∧
源
氏
Ｖ

の
人
ど
も

ゝ
、
又
お
な
じ
さ
ま
に
、
辛
き
事
の
み

あ
れ
ば
、
世

（
の
）
中
、
は
し
た
な
く
思
さ
れ
て
、
こ
も
り
お
は
す
。

左
の
大
臣
も
、
お
ほ
や
け

。
わ
た
く
し
引
き
か

へ
た
る
世
の
有
様
に
物

憂
く
思
し
て
、
致
仕

の
表
、
た
て
ま

つ
り
給
ふ
を
、

（中
略
）
こ
も
り

居
給
ひ
ぬ
。
今
は
、

い
と
ゞ

一
族

の
み
、
か

へ
す

ゝ
ヽ
条
え
給
ふ
事
、

限
り
な
し
。
　
２

１
四
〇
五
、
∧
∨
内
著
者
）

右
大
臣
と
そ
の
陣
営

に
取
り
籠
め
ら
れ
た
朱
雀
帝
が
こ
う
ま
で
癒
着
し

て
い
て
は
、
左
大
臣
や
源
氏
に
許
さ
れ
た
発
言
権
は
た
か
が
知
れ
て
い

よ
う
。
今
や
右
大
臣
は
除
目
を
牛
耳
り
、
左
大
臣
を
辞
職
に
追
い
込
め

る
ほ
ど
の
大
権
力
者
な
の
で
あ
り
、
桐
壺
院

の
監
視
下
は
と
も
か
く
、

そ
の
崩
後
、
良
房
に
と

っ
て
の
良
相
の
如
く
、
右
大
臣
が
朧
月
夜
に
女

御
の
名
を
備
え
さ
せ
る
に
憚
る
べ
き
人
物
は
政
界
に
は
な
か

っ
た
と
思

え
る
の
で
あ
る
。
更

に
、
朱
雀
帝
は
外
嬢
で
あ
る
朧
月
夜
の
美
貌
や
親

し
み
易

い
性
質
は
見
知

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
恐
ら
く
心
惹
か
れ
て

も
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼
女
を
女
御
に
迎
え
る
事
は
帝
の
本
意
で
も

あ

っ
た
と
類
推
さ
れ
る
。
賢
木
巻

で
桐
壺
院

の
眼
か
ら
開
放
さ
れ
た
朧

月
夜
が
、
御
匡
殿
か
ら
尚
侍

へ
昇
進
す
る
の
と
は
異
な
る
道
筋
を
通

っ

て
御
匡
殿
か
ら
女
御

へ
到
る
構
想
上
の
可
能
性
が
若
干
残
さ
れ
て
い
た

と
私
が
考
え
る
の
は
、

こ
う
し
た
作
者
の
書
き
ぶ
り
を
素
地

に
し
て
の

事
で
あ
る
。

作
者
が
こ
れ
ら
二

つ
の
、
御
匡
殿
朧
月
夜
に
と

っ
て
歴
史
的
に
妥
当

と
思
わ
れ
る
選
択
肢
を
捨
て
て
、
敢
え
て
新
た
に

「
今
上
妃
的
尚
侍
」

と
い
う
未
曽
有
の
概
念
を
打
ち
出
し
て
来
た
思
惟
と
は
果
た
し
て
何
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
入
内
中
止
と
女
御
宣
下
と
は
構
想
の
何

処
に
そ
ぐ
わ
ず
に
斥
け
ら
れ
た
の
か
。
今
度
は
、
そ
の
事
を
検
討
し
て

み
よ
う
。

朧
月
夜
が
物
語
の
中
で
演
じ
た
役
割
と
し
て
は
、
ま
ず
源
氏
の
須
磨

蟄
居
の
要
因
と
い
う
事
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
須
磨
巻
以
降

で
は
、
朱

雀
帝
に
仕
え
な
が
ら
源
氏

へ
の
愛
欲
を
断
ち
切
れ
ぬ
朧
月
夜

の
精
神
史

が
追
跡
さ
れ
、
味
わ
い
深
い
緯
糸
に
な

っ
て
い
る
事
も
見
逃
せ
な
い
。

こ
れ
は
無
論
、
お
し
な
べ
て
の
三
角
関
係
と
し
て
創
作
さ
れ
た
の
で
は

な
く
、
朱
雀
帝
と
源
氏
と
が
異
母
兄
弟
で
あ
る
事
実
を
道
具
立
て
に
し

た
プ

ロ
ッ
ト
で
あ
る
か
ら
、
朧
月
夜
が
朱
雀
帝

の
手

に
帰
す
る
に
は
液

庭
の
人
と
な
る
し
か
な
く
、

「
入
内
計
画
の
断
念
」
は
こ
う
し
た
障
害

に
よ

っ
て
論
外
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
も
し
朧
月
夜
が

「
揮
り
」
を
捨
て
て
正
式
に
入
内
し
、
女
御

の
号
を
授
か

っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
今
度
は
立
后
の
問
題
が
浮
び
上
が

っ
て
く
る
。
朧
月
夜
は
出
自
や
後
見
で
人
後

に
落
ち
る
事
は
な
い
し
、

朱
雀
帝

の
寵
愛
も
後
宮
随

一
で
あ
る
。
過
去
の
艶
間
を
抹
消
す
る
事
は

出
来
な
い
が
、
女
御

に
な

っ
た
時
点
で
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
克
服
し
て
い
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て
、
立
后
を
強
力
に
妨
げ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
皇
子
を
生
さ
ぬ
事
を

盾
に
取
る
と
す
れ
ば
、
次
代
で
不
妊
の
斎
宮
女
御
を
中
宮
に
立
て
る
予

定
の
作
者
は
重
大
な
饂
饂
を
犯
す
事
に
な

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
物

語
の
后
に
王
統
の
血
を
求
め
る
作
者
の
思
惟
は
、
既
に
古
賀
焼
夫
氏
ら

多
く
の
研
究
者
が
述

べ
ら
れ
た
通
り

（
注
十
七
）
動
か
せ
ぬ
も
の
で
あ

り
、
朧
月
夜
の
立
后
は
絶
対
に
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
作
者
は
尚
侍
の
持

つ
高

い
位
階
を
う
ま
く
利
用
し
て
、
女
御

の
概
念
か
ら
立
后
の
資
格
だ
け
を
抽
出
し
た
新
し
い
定
義
を
朧
月
夜
に

被
せ
た
の
で
あ
る
。
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
尚
侍
は
そ
も
そ
も
女
御

に
近
い
地
位
の
後
宮
女
性
で
あ
り
、
今
上
妃
的
尚
侍
こ
そ
現
わ
れ
て
い

な
い
が
、
確
か
に
尚
侍
の
意
義
が
翻
弄
さ
れ
、
皇
妃

へ
傾
斜
し
て
行

っ

た
時
期

で
あ
る
か
ら
、

こ
う
し
た
恣
意
的
な
す
り
か
え
も
容
認
さ
れ
得

た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
帝
と
近
侍
す
る
女
官
と
が
偶
発
的

に
男
女
関

係
を
結
ぶ
史
例
は
い
く
ら
で
も
あ
り
、
尚
侍
に
も
そ
の
可
能
性
は
潜
在

し
て
い
た
。

虚
構
文
学
の
先
駆

で
あ
る
宇
津
保
物
語

（
注
十
八
）
に
於
い
て
も
、

朱
雀
帝

の
御
前
で
琴
を
弾
い
た
隷
と
し
て
尚
侍

に
任
じ
ら
れ
た
俊
蔭
女

は
、
帝

に
求
愛
さ
れ
、

「
行
末
ま
で
も
私
の
后

に
思
は
む
か
し
」
等
々

の
熱
烈
な
御
譴
を
受
け
る
。
彼
女
は
兼
雅
の
正
妻
、
仲
忠
の
母
で
あ
り
、

御
寝
に
は
仕
え
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
筋
立
て
は
作
者
に
ヒ

ン
ト
を
与
え
た
か
も
知
れ
な
い
。

四
　
弘
微
殿
の
尚
侍
と
い
う
こ
と

こ
こ
で
、
も
う

一
度
冒
頭
に
掲
げ
た
賢
木
巻

の
記
事
に
戻
り
、
そ
れ

が
今
ま
で
辿

っ
て
き
た
事
柄
と
ど
う
連
関
す
る
の
か
考
察
し
て
行
こ
う
。

一
部
を
再
度
引
用
す
る
。

き
さ
き
は
、
里
が
ち
に
お
は
し
ま
い
て
、
ま
ゐ
り
給
ふ
時

の
御
局
に

は
、
梅
壺
を
し
た
れ
ば
、
弘
徽
殿

に
は
、
か
ん
の
君
、
住
み
給
ふ
。
登

華
殿
の
、
む
も
れ
た
り
つ
る
に
、
は
れ

ゝ
ヽ
し
う
な
り
て
、
女
房
な
ど

も
、
数
知
ら
ず
集
ひ
参
り
て
、
今
め
か
し
う
、
花
や
ぎ
給

へ
ど
、
御
心

の
う
ち
は
、
思
ひ
の
ほ
か
な
り
し
事
ど
も
を
、
忘
れ
が
た
く
、
嘆
き
給

ふ
。

（
一
―
三
七
九
）

皇
太
后
が
弘
徽
殿
か
ら
凝
華
舎

（梅
壺
）
へ
、
新
尚
侍
朧
月
夜
が
登

花
殿
か
ら
弘
徽
殿

ヘ
ー
ー
ー
こ
の
移
動
に
漱
、
大
后
の
里
住
み
が
増
え

た
と
い
う
理
由
が

一
応
つ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
実
際
、
そ
れ
が
よ
う

や
く
恥
ず
か
し
か
ら
ぬ
地
位
に
つ
い
た
朧
月
夜
を

「
花
や
」
が
せ
よ
う

と
い
う
右
大
臣
と
大
后
の
深
慮
か
ら
実
現
し
た
事
は
疑
え
な
い
。

「
い

か
で
、
さ
る
か
た
に
て
も
、
人
に
劣
ら
ぬ
さ
ま
に
も
て
な
し
聞
こ
え
む
」

と
い
う
大
后
の
言
葉
に
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
発
露
し
て
い
る
の
で
あ

２つ
。弘

徽
殿
が
登
花
殿
よ
り
高
級
な
殿
舎

で
あ
り
、
従

っ
て
よ
り
身
分
の
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高
い
女
性
の
住
居
に
あ
て
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
主
と
し
て
後
宮
殿
舎

の
配
置

に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
二
殿
は
同
じ
く
四
面
七
間
の
広
さ

を
持

つ
が

（
注
十
九
）
、
登
花
殿
は
弘
徽
殿
の
北
隣

に
位
置
し
、

つ
ま

り
天
皇

の
常
御
所

で
あ
る
清
涼
殿
と
は
弘
徽
殿
を
隔
て
て
い
る
。
皇
妃

は
な
る
た
け
天
皇

の
近
く
に
曹
司
を
持

つ
方
が
往
来
に
至
便

で
あ
る
し
、

御
寵
を
受
け
る
上
に
も
有
利
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
史
実
を
見
る
と
、
平

安
時
代

の
歴
代
の
皇
后

（
中
宮
）
が
ほ
と
ん
ど
弘
徽
殿
か
飛
香
舎

（
藤

壺
）
を
直
慶
と
し

（
注
二
十
）
、
ま
た
、
皇
后

で
な
く
て
も
、
最
も
早

く
入
内
し
た
妃
や
有
力
な
妃
が
こ
れ
ら
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
目
立

っ

て
多
い
。
清
涼
殿
を
核
と
し
て
遠
心
的
に
皇
妃
達
の
殿
舎
が
取
り
巻
く

こ
の
よ
う
な
価
値
意
識
は
、
桐
壺
巻
に
於
い
て
、
皇
后
位
を
争
う
二
人

の
皇
妃
が
弘
徹
殿
、
飛
香
舎
に
住
み
、
逆
に
後
見
弱
く
、
徹
底
し
て
被

迫
害
者
と
な
る
桐
壷
更
衣
の
淑
景
舎
が
内
裏
の
北
東
の
隅
に
あ

っ
て
、

清
涼
殿
か
ら
最
も
遠
か

っ
た
と
い
う
設
定
と
も
符
合
し
て
い
る
の
で
あ

２つ
。こ

う
し
た
事
実
か
ら
推
し
て
、
弘
徽
殿
大
后

の
凝
華
舎
移
御
が
朧
月

夜
の
尚
侍
就
任
以
前

に
行
わ
れ
な
か

っ
た
の
が
、
た
だ
、
大
后
の
参
内

の
頻
度
だ
け
の
問
題

で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
朧
月
夜

の
御
寝
奉

仕
が
正
確
に
は
い
つ
始
ま

っ
た
に
せ
よ
、
も
し
、
諸
般
の
条
件
が
揃
え

ば
、
大
后
は
少
し
で
も
早
く
に
朧
月
夜
を
弘
徽
殿
に
移
し
て
優
遇
し
よ

う
と
し
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
実
現
し
な
か

っ
た
の
は
、
御

匝
殿
別
当
で
あ

っ
た
朧
月
夜
が
恐
ら
く
従
四
位

で
あ

っ
て
位
階
の
上
で

も
女
御
を
超
え
ず
、
弘
徽
殿
の
女
主
人
と
な
る
資
格
を
備
え
て
い
な
か

っ
た
為
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
大
后
は
こ
の
妹
を
身
近
い
登
花
殿
に
置

き
、
せ
め
て
尚
侍
に
欠
員
が
生
じ
て
、
朧
月
夜

に
三
位
を
授
け
ら
れ
る

機
会
を
窺

っ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
今
、
仮
に
、
花
宴
巻
で
の
予
定
通
り
朧
月
夜
が
東
宮

ヘ

入
内
し
た
と
す
る
と
、
東
宮
の
践
詐
後
、
朧
月
夜
が
女
御
宣
下
さ
れ
、

弘
徹
殿

に
住
ん
だ
と
推
定
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
桐
壺

朝
を
引
き
継
い
だ
朱
雀
朝
の
後
宮
は
、
藤
壺
中
宮
の
異
母
妹

（
女
三
宮

の
生
母
）
が
飛
香
舎

に
、
そ
し
て
弘
徹
殿
大
后

の
同
母
妹
朧
月
夜
が
弘

徹
殿
に
あ
る
と
い
う
、
謂
わ
ば
妹
が
姉
の
曹
司
を
継
承
す
る
と
い
う
構

図
を
基
調
に
し
て
築
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
後
宮
で
は
、
上
記
二
人
の
他
に
承
香
殿

に
や
が
て
国
母
と
な
る

豪
黒
妹
、
麗
景
殿
に
右
大
臣
の
孫
女
が
い
て
、
女
御
の
曹
司

に
よ
く
用

い
ら
れ
る
殿
舎
は
概
ね
塞
が

っ
て
い
る
。
作
者

の
構
想
の
中

に
、
飛
香

舎
と
弘
微
殿
と
の
二

つ
の
流
れ
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
朧
月
夜
が
尚
侍

に
な
る
ま
で
の
空
自

の
期
間
に
も
、
そ
れ
は
表
面
に
現
わ
れ
な
い
架
空

の
下
絵
と
し
て
潜
伏
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

そ
れ
が
、
名
称
の
妥
当
性
は
さ
て
お
き
、

「
登
花
殿
の
御
匡
殿
別
当
」

で
あ

っ
た
朧
月
夜
が
今
上
妃
的
尚
侍
に
就
任
す
る
時
点
で
具
現
さ
れ
、

「
弘
徽
殿
の
尚
侍
」
と
し
て
描
き
始
め
ら
れ
る
事
こ
そ
が
重
大
な
意
義

を
学
む
の
だ
と
述

べ
た
い
の
で
あ
る
。

朧
月
夜
の
前
任
尚
侍
は
桐
壺
院

の
崩
御
を
悼
ん
で
辞
職
し
た
が
、
院

の
死
は
右
大
臣
家
に
よ
り
揺
る
ぎ
な
い
権
力
と
繁
栄
を
招
来
す
る
も
の

で
あ

っ
た
。
自
家
薬
籠
中
の
朱
雀
帝
を
思
う
ま
ま
に
操
る
為

に
は
、
帝
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が
畏
敬
す
る
院
の
発
言
を
封
じ
る
事
が
不
可
欠
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
政
局
の
分
岐
点
に
於
い
て
、
朧
月
夜
は

つ
い
に
弘
徽
殿

の
住
人
と
な
る
。
名
称
は
女
御

で
は
な
く
、
よ

っ
て
立
后
の
資
格
は
有

し
な
い
が
、
位
階
は
女
御
を
凌
ぎ
、
待
遇
も
そ
れ
に
準
じ
、
所
生
皇
子

の
立
坊

に
も
支
障
は
な
い
。

こ
れ
は
、
本
来
の
今
上
妃

（
弘
徽
殿
女
御
）

と
な
る
筈
で
あ

っ
た
朧
月
夜
が
喪
失
し
た
女
御

の
名
に
肉
薄
す
る
様
を

は

っ
き
り
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
朧
月
夜
か
ら
皇
后
冊
立

の
可
能
性
だ
け
を
引
き
抜
い
た
後

で
、
元
の
素
描
通
り
彼
女
を
弘
徽
殿

に
は
め
込
ん
で
、
二

つ
の
後
宮
に
ま
た
が
る
飛
香
舎
と
弘
徽
殿
と
の
構

図
を
完
成
し
た
の
で
あ

っ
た
。

桐
壺
院
崩
御
、
そ
し
て

「
む
も
れ
た
り
つ
る
」
朧
月
夜
の
華
や
か
な

転
身
―
―
―
こ
れ
は
、
政
界
の
様
相
や
源
氏
を
巡
る
女
性
関
係
の
転
換

の
巻
と
さ
れ
る
賢
木
巻
の
典
型
的
な

一
断
章
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
外
戚
政
治
を
確
立
し
て
行
く
右
大
臣
家
の
躍
進
と
絡
め
て
語
ら
れ
た
。

無
論
、
朧
月
夜
の
尚
侍
就
任
は
不
本
意
な
結
果
で
は
あ

っ
た
が
、
そ
の

胎
に
次

の
東
宮
を
待
望
し
得
る
段
階
に
ま
で
漕
ぎ

つ
け
た
と
も
換
言
出

来
よ
う
。
朧
月
夜
が
と
も
か
く
闇
閥
体
制
の
存
続
に
向
け
て
機
能
す
る

為
に
、
弘
徽
殿
の
回
復
、
そ
し
て
そ
れ
に
到
る
登
花
殿
で
の

「
む
も
れ
」

は
決
し
て
省
筆
出
来
な
い
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

結
び

繰
り
返
す
事
に
な
る
が
、

「
今
上
妃
的
尚
侍
」
は
源
氏
物
語
作
者
が

新
し
く
創
造
し
た
女
官
の
相
で
あ
り
、
歴
史
に
は
先

に
も
後

に
も

「
今

上
妃
的
尚
侍
」
は
現
わ
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
作
者
は
史
実
を
無
視

し
て
後
宮
制
度
を
作
り
変
え
た
の
で
は
な
く
、
尚
侍
が
皇
妃

の
称
号
に

な
り

つ
つ
あ
る
足
音
、
時
代
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

を
敏
感

に
察
知
し
、
き
わ
め
て
巧
妙
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
当

時
の
読
者
と
て
、
こ
の
創
作
に
さ
ほ
ど
の
違
和
感
を
覚
え
は
し
な
か

っ

た
で
あ
ろ
う
。

「
今
上
妃
的
尚
侍
」
は
ま
る
で
宮
廷
の
常
識

の
如
く
後

宮
に
紛
れ
て
、
尚
侍

に
燕
寝
奉
仕

の
可
能
性
が
あ
る
事
は
、
玉
婁
や
毅

黒
次
女

の
尚
侍
任
官

の
折
に
吟
味
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、

朧
月
夜
を
後
宮
で
扱
う
複
雑
な
手
順
の
類
末
を
、
そ
れ
を
見
聞
し
た
者

達
の
意
識
と
し
て
継
承
し
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
歴
史
に
対
す
る
作

者
の
積
極
的
な
姿
勢
が
、
朧
月
夜
造
型

で
生
成
さ
れ
た

「
今
上
妃
的
尚

侍
」
を
滑
ら
か
に
物
語
世
界

へ
吸
収
さ
せ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

補
注

（
一
）
　

引
用
し
た
本
文
は
、
す

べ
て

『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源
氏

物
語

　

一
―
五
』

（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
二
）
　

尚
侍
二
人
。
掌
供
奉
尚
侍
。
奏
請
。
宣
博
。
検
校
女
濡
。
内

外
命
婦
。
朝
参
。
及
禁
内
程
式
之
事
。

（
『
国
史
大
系
お
　
令
集
解
』

昭
和
四
十

一
年
）

（
三
）
　

『
群
書
類
従
　
第
二
十
六
輯
雑
部

　

（
禁
秘
抄
）
』

（
昭
和
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五
十
五
年
）

（
四
）
　

『
群
書
類
従
　
第
五
輯
官
職
部
』

（
昭
和
五
十
五
年
）

（
五
）
　

『
源
氏
物
語
の
史
的
空
間
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
六

十

一
年
）
所
収
。

（
六
）
　

妍
子
は
三
条
天
皇
践
詐
よ
り
遅
れ
る
こ
と
二
ヵ
月
の
寛
弘
八

年
八
月
に
従
二
位
尚
侍
か
ら
女
御
と
な
る
。
ま
た
、
妹
の
威
子
は
、
後

一
条
天
皇
よ
り
九
歳
の
年
長
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
登
位
後
も
尚

侍

（
の
ち
兼
御
匡
殿
別
当
）
と
し
て
数
年
を
経
た
が
、
寛
仁
二
年
二
月
、

天
皇
の
元
服
直
後
に
入
内
す
る
と
、
翌
四
月
に
は
早
く
も
女
御
と
な
る
。

こ
れ
ら
を
も

っ
て
、
彼
女
ら
の
尚
侍
就
任
が
、
天
皇
の
東
宮
時
代
、
も

し
く
は
少
年
時
代
の
、
ど
う
し
て
も
女
御
に
な
り
え
な
い
時
期
に
限
ら

れ
た
称
号
で
あ
り
、
わ
ず
か
な

「
今
上
妃
的
尚
侍
」
の
時
間
が
な
ん
ら

実
質
的
な
意
味
を
持
た
な
か

っ
た
こ
と
は
自
明

で
あ
ろ
う
。

（
七
）
　

例
え
ば
、
師
輔
女
安
子
は
天
慶
二
年

に
東
宮
妃
と
な

っ
た
が
、

数
年
間
は
女
御
と
な
る
こ
と
な
く
、
同
八
年
四
月
に
東
宮
が
即
位
し
て

村
上
天
皇
と
な
る
や
い
な
や
、
翌
月
に
宣
下
を
受
け
て
い
る
し
、
同
様

に
、
伊
ヂ
女
懐
子
は
東
宮

（
冷
泉
天
皇
）
の
即
位
後
四
ヵ
月
で
女
御
と

な

っ
た
。
ま
た
、
済
時
女
城
子
は
東
宮

（
三
条
天
皇
）
と
の
間
に
後
の

小

一
条
院
を
は
じ
め
多
く
の
皇
子
女
を
儲
け
な
が
ら
、
登
位

の
二

ヵ
月

後
に
尚
侍
妍
子
と
と
も
に
女
御
、
従
四
位
下
に
宣
下
さ
れ
る
ま
で
、
入

侍
以
来
十
年
余
り
無
位
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
東
宮
妃
の
社
会
的
地

位
は
極
め
て
不
安
定
な
こ
と
が
多
く
、
魁
子
の
父
兼
家
や
妍
子
、
威
子
、

嬉
子
の
父
道
長
が
入
内
す
る
娘
達

に
尚
侍
の
持

つ
公
的
な
権
威
を
授
け

よ
う
と
し
た
経
緯
は
た
や
す
く
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
八
）

女
御
で
二
位
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
班
子
女
王

（
光
孝
女
御
、

宇
多
母
）
、
藤
原
穏
子

（
醍
醐
后
、
朱
雀
、
村
上
母
）
、
藤
原
安
子

（村
上
后
、
冷
泉
、
円
融
母
）
、
藤
原
懐
子

（
冷
泉
女
御
、
花
山
母
）

ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
従
二
位

で
、
所
生
皇
子
の
東
宮
時
代
の
こ
と

で
あ
る
。

（
九
）
　

『
史
料
大
成
　
櫂
記

　

一
』

（
内
外
書
籍
、
昭
和
十
四
年
）

（十
）
　

『
大
日
本
古
記
録
　
御
堂
関
白
記
　
上
』

（岩
波
書
店
、
昭

和
二
十
七
年
）

（十

一
）
　

『
国
史
大
系
　
鈴
』

（
昭
和
四
十
年
）

（
十
二
）

時
子

一
剋
自
滝
口
到
東
宮
息
所
曹
司
踏
舞

「
弘
徽
殿
」
次

尚
侍
曹
司

「
飛
香
舎
」
次
承
香
殿
息
所
曹
司

「
麗
景
殿
」
次
克
明
親
王

直
慮

「
昭
陽
舎
」

（
『
紫
明
抄

。
河
海
抄
』
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
三

年
）

（
「
」
内
は
割
注
）

（
十
三
）

行
幸
巻

に
お
い
て
、
冷
泉
帝
は
尚
侍
不
在
の
内
侍
司
の
あ

り
さ
ま
を

「
尚
侍
に
宮
づ
か

へ
す
る
人
な
く
て
は
、
か
の
所

の
ま

つ
り

ご
と
し
ど
け
な
く
、
女
官
な
ど
も
、
お
は
や
け
事
を

つ
か
う
ま

つ
る
に
、

た
づ
き
な
く
、
事
み
だ
る

ゝ
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
を
。
」
と
語

っ
て

い
る
が
、

こ
れ
は
心
惹
か
れ
る
玉
雙
の
出
仕
を
促
す
為
の
言
葉
で
あ
る

こ
と
を
割
り
引
い
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
朧
月
夜
が
朱
雀
帝

譲
位
と
と
も
に
内
裏
を
退
い
て
か
ら
九
年
間
、
尚
侍
が
欠
員
と
な

っ
て

い
た
の
で
あ
れ
ば
、
自
ず
か
ら
尚
侍
が
内
裏
の
運
営
に
不
可
欠
で
な
い

こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。
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（十
四
）
　

『
栄
花
物
語

（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
』
は
、
東
宮
敦
良

親
王

（
後
朱
雀
天
皇
）
の
妃
で
、
尚
侍
の
ま
ま
女
御
に
な
ら
ず
、
東
宮

の
践
詐
以
前
に
夭
折
し
た
道
長
女
嬉
子
の
こ
と
を
、

「
東
宮

（
の
）
女

御
」
と
二
度

（
お
む
が
く
巻
、
布
引
の
滝
巻
）
呼
ん
で
い
る
。
勿
論
、

成
立
は
や
や
下
る
が
、
皇
妃
的
尚
侍
と
皇
妃
と

の
イ
メ
ー
ジ
の
癒
着
の

あ
ら
わ
れ
と
し
て
考
慮
し
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。

（十
五
）
　

一二
月
丙
寅
。
大
納
言
正
三
位
兼
行
右
近
衛
大
将
源
朝
臣
定

売
。

（
中
略
）
太
政
天
皇
尤
鍾
愛
。
弘
仁
五
年
。
特
蒙
明
詔
。
諸
皇
子

未
為
親
王
者
。
皆
賜
姓
源
朝
臣
。

（
『
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
正
月
二

日
条
）

戊
午
。
皇
子
源
朝
臣
信
。
弟
弘
。
常
。
明
。
女
貞
姫
．
潔
姫
。
全
姫
。

善
姫
等
八
人
。

（
『
日
本
後
紀
』
巻
廿
四
弘
仁
六
年
六
月
十
九
日
条
）

（十
六
）
　

『
王
朝

の
映
像
　
平
安
時
代
史
の
研
究
』

（
東
京
堂
出
版
、

昭
和
四
十
五
年
）
所
収
。

（十
七
）
　

「
源
氏
物
語
に
お
け
る
王
統
思
想
　
―
秋
好
中
宮
を
中
心

に
―
」

（
『
平
安
文
学
研
究
』
五
十
九
輯
）
、

「
源
氏
物
語
に
お
け
る

王
統
思
想
　
―
藤
壷
中
宮

の
位
相

―
」

（
同
六
十
輯
〉
、

「
源
氏
物
語

に
お
け
る
王
統
思
想
　
―
明
石
中
宮
の
位
相
―
」

（
『
平
安
時
代
の
歴

史
と
文
学
　
文
学
編
』
昭
和
五
十
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）

（
十
八
）

本
文
は

『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
宇
津
保
物
語
　
一
ご

（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
十
九
）

但
し
、

『
大
内
裏
図
考
証
』
に
よ
れ
ば
、
内
部

の
構
造
は

か
な
り
違

っ
て
い
る
。

（
二
十
）

作
者
の
時
代
に
近
い
平
安
中
期

で
は
、
当
初

一
条
天
皇
の

唯

一
の
妃
で
あ

っ
た
皇
后

（
当
時
は
中
宮
）
定
子
が
登
花
殿
を
常
御
所

と
し
て
い
た
こ
と
を
例
外
に
あ
げ
る
の
み
で
あ
る
。

（
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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