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『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
女
性
の
装
東
描
写

―
―
東
二
条
院
の
書
状
に
よ
る
影
響
―
―

は
じ
め
に

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
作
者
は
、
多
く
の
虚
構
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、

自
分
自
身
や
周
囲
の
人
々
を
あ
た
か
も
物
語
の
登
場
人
物
で
あ
る
か
の

よ
う
に
描
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
近
年
は
本
作
品
を
鎌
倉
時
代
物
語
の

一
貫

と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
動
向
が
盛
ん
に
な

っ
て
き
て
お
り
、
本
稿
も
、

そ
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
承
け
て
、
「描
か
れ
た
作
品
」
と
し
て

『
と

は
ず
が
た
り
』
を
考
え
る
。
以
下
、
作
品
を
生
成
す
る
主
体
と
し
て
の

二
条
を

「作
者
」
、
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
る
二
条
を

「
二
条
」
と
、

呼
称
を
区
別
し
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

「描
か
れ
た
作
品
」
と
し
て

『
と
は
ず
が
た
り
』
を
読
む
か
ら
に
は
、

表
現
の
細
部
に
ま
で
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
看
過
で
き
な

い
。
そ
う
考
え
た
時
、
考
察
す
べ
き
重
要
な
描
写
の

一
つ
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
の
が
装
東
描
写
で
あ
ろ
う
。

本
作
品
は
、
随
所
で
装
東
描
写
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
重
要
性
に

つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
岩
佐
美
代
子
氏

の
論
は
、
具
体
的
な
考
察
を
経
て
装
束
の
暗
示
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

高
嶋

て
お
り
、
参
考
と
な
る
点
が
多
い
。

本
記
に
お
け
る

「
さ
夜
衣
」
は
、
「複
数
の
人
を
思
う
」
、
「
馴
れ
」

る
が

「
隔
て
多
い
」
、
「恨
み
」
、
コ
ご

と
い
っ
た
歌
語
本
来
の
意

味
内
容
を
充
分
に
活
用
し
、
し
か
も

「
作
者
３
曙

・
院
」
「院
０

す
け
だ
い

。
作
者
」
と
い
う

「
つ
ま
重
ね
」
の
二
重
構
造
を
意
味

す
る
、
き
わ
め
て
重
要
か

つ
効
果
的
な
語
と
い
え
よ
う
。
〈中
略
〉

「
三
衣
」
と

「
三
小
袖
」
と
。
高
貴
性
と
男
女
間
の
機
微
を
こ
も

ご
も
示
し
、
か

つ

「
さ
夜
衣
」
に
も
通
ず
る

「重
ね
」
の
暗
示
性

を
含
む
、
こ
れ
ら

「衣
」
表
現
の
意
図
を
、
後
代
の
読
者
は
十
二

分
に
心
し
て
汲
み
と
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

或
る
特
有
の
装
束
の
果
た
す
意
味

。
役
割
に
つ
い
て
岩
佐
氏
が
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
が

「描
か
れ
た
作
品
」
で
あ
る

限
り
、
個
々
の
装
束
の
記
述
に
も
、
作
者
が
何
ら
か
の
意
味
を
与
え
て

描
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

装
束
描
写
自
体
が
持

つ
効
果
に
つ
い
て
は
、
位
藤
邦
生
氏
が

「
「
と

は
ず
が
た
り
」
の
中
に
彩
し
く
書
き
と
め
ら
れ
た
、
作
者
及
び
他
の
女

性
達
の
衣
裳
が
、
そ
の

一
つ
一
つ
の
場
面
に
お
い
て
、
着
る
人
の
た
し



な
み
や
深
浅
を
あ
ら
わ
し
、
時
に
そ
の
人
物
の
人
柄
ま
で
も
あ
ら
わ
し

て
い
る
な
錫
、
我
々
に
は
少
々
お
手
上
げ
の
感
じ
で
あ
る
。
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
前
提
に
は
、
装
束
描
写
の
、
着
る
人

の
身
分
や
地
位
も
表
す
と
い
う
性
質
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
装
東
は
た
だ

単
に
描
か
れ
る
の
で
は
な
い
。
着
用
す
る
人
物
の
人
柄
や
地
位
を
示
す

と
い
う
役
割
を
も
有
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
二
条
の
地
位
を
大
き
く
変

化
さ
せ
る
御
所
追
放
は
、
地
位
を
示
す
働
き
も
持

つ
装
束
描
写
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

御
所
追
放
の
直
接
の
原
因
と
し
て
は
、
隆
親
に
宛
て
た
東
二
条
院
の

書
状
が
挙
げ
ら
れ
る
。
作
品
内
に
三
種
描
か
れ
る
東
二
条
院
の
書
状
は
、

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
の
だ
ろ

か
。
二
条
の
地
位
に
、
更
に
は
装
束
描
写
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

な
お
、
本
作
品
は
、
巻
三
ま
で
の
前
半
部
と
巻
四
か
ら
の
後
半
部
で

は
、
二
条
の
出
家
が
関
わ

っ
て
く
る
た
め
に
描
か
れ
る
装
束
が
大
き
く

異
な
る
。
そ
れ
ら
を
同
等
に
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
本

稿
は
作
品
前
半
部
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

一
―

一
、
東
二
条
院
の
書
状

東
二
条
院
は
、
何
度
も
、
二
条
を
排
斥
す
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。

ま
ず
、
東
二
条
院
が
初
め
て
登
場
す
る
場
面
を
挙
げ
る
。

い
つ
し
か
人
の
物
言
ひ
さ
が
な
さ
は
、
「大
納
言
の
秘
蔵
し
て
、

刻
蟄
引

翻
∃

日
倒

倒
熙

劃
剰

日
司

劇
＝

劉
コ

も
出
で
来
て
、
い
つ
し
か
女
院
の
御
方
ざ
ま
、
心
よ
か
ら
ぬ
御
気

色
に
成
も
て
行
よ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一
　

一
〓
一頁
）

傍
線
部
の
よ
う
に
、
東
二
条
院
は
人
の
噂
で
二
条
の
女
御
待
遇
を
知

り

「
心
よ
か
ら
ぬ
御
気
色
」
に
な
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
東
二
条

院
と
二
条
の
直
接
の
交
流
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
東

二
条
院
の
第

一
の
書
状
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
条
殿
が
振
る
舞
ひ
の
や
う
、
心
得
ぬ
事
の
み
候
時
に
、
こ
の
御

方
の
御
伺
候
を
と
ゞ
め
て
候

へ
ば
、
こ
と
さ
ら
も
て
な
さ
れ
て
、

三
衣
を
着
て
御
車
に
参
り
候

へ
ば
、
人
の
み
な
、
女
院
の
御
同
車

と
申
候
な
り
。
こ
れ
、
詮
な
く
覚
候
。
　

　

　

（巻

一　
工全

頁
）

こ
の
書
状
は
、
二
条
が
三
衣
を
着
用
し
た
こ
と
に
対
す
る
東
二
条
院

か
ら
後
深
草
院

へ
の
抗
議
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
傍
線
部
の
よ
う
に
、
人

の
噂
を
媒
介
と
し
て
二
条
の
情
報
が
東
二
条
院

へ
と
伝
え
ら
れ
、
こ
れ

に
対
す
る
反
論
も
後
深
草
院
の
書
状
と
い
う
形
で
描
か
れ
る
。
二
条
と

東
二
条
院
の
情
報
は
、
第
二
者
を
通
し
て
し
か
伝
わ

っ
て
い
な
い
。

次
に
、
東
二
条
院
の
第
二
の
書
状
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
書
状

も
、
二
条
で
は
な
く
、
大
宮
院
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。

弓
そ
の
身
を
こ
れ
に
て
、
女
院
も
て
な
し
て
、
露
顕
の
気
色
あ
り

て
、
御
遊
、
さ
ま
´
ヽ
の
御
事
ど
も
あ
る
と
聞
く
こ
そ
、
う
ら
や

ま
し
け
れ
。
古
り
ぬ
る
身
な
り
と
も
、
お
ぼ
じ
め
し
放

つ
ま
じ
き

御
事
と
こ
そ
思
ひ
ま
い
ら
す
る
に
」
と
、
返
々
申
さ
れ
た
り
」
と

て
笑
は
せ
た
ま
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
三
　
一
〓
一六
頁
）



こ
こ
に
も
、
大
宮
院
御
所

へ
の
後
深
草

・
亀
山
両
院
御
幸
に
二
条
が

同
行
し
、
「女
院
も
て
な
し
」
を
受
け
た
と
す
る
噂
が
描
か
れ
て
お
り
、

東
二
条
院
か
ら
大
宮
院

へ
の
書
状
と
い
う
形
で
抗
議
が
記
さ
れ
る
。

第
二
の
書
状
は
二
条
の
御
所
追
放
の
原
因
と
し
て
描
か
れ
る
。
三
通

の
書
状
の
中
で
は
、
最
も
重
要
な
書
状
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
も

隆
親
に
宛
て
た
書
状
で
あ
り
、
今
ま
で
の
二
通
と
同
様
に
二
条
に
宛
て

た
も
の
で
は
な
い
。

天
前
略
〉
東
二
条
の
院
よ
り
、
か
く
仰
せ
ら
れ
た
る
を
、
し
ゐ
て

候
は
ん
も
は
ゞ
か
り
あ
り
ぬ
べ
き
な
り
」
と
て
、
文
を
取
り
出
給

た
る
を
見
れ
ば
、
「院
の
御
方
、
奉
公
し
て
、
こ
の
御
方
を
ば
な

き
が
し
ろ
に
振
る
舞
ふ
が
、
本
意
な
く
お
ぼ
じ
め
さ
る
ゝ
に
、
す

み
や
か
に
そ
れ
に
呼
び
出
し
て
置
け
。
故
典
侍
大
も
な
け
れ
ば
、

そ
こ
に
計
ら
ふ
べ
き
人
な
れ
ば
。
」
な
ど
、
御
身
づ
か
ら
さ
ま
ハ
ヽ

に
書
か
せ
給
た
る
文
な
り
。
　
　
　

　
　
　

（巻
三
　
一
五
二
頁
）

こ
の
書
状
に
は
二
条
の
噂
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
傍
線
部

の
よ
う
に
、
東
二
条
院
の
二
条
に
対
す
る
批
難
が
第
二
者

へ
の
書
状
と

い
う
形
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
の
二
通
と
変
わ
り
な
い
。

本
来
、
こ
れ
ら
の
書
状
は
二
条
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、

作
者
の
目
に
は
入
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
作
者
は
、
二
条
も
作

者
も
共
に
知
る
こ
と
と
し
て
書
状
を
記
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、

二
条
と
東
二
条
院
の
情
報
の
流
れ
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
東
二
条
の
書
状
に
つ
い
て
は
、
三
角
洋

一
氏
の
詳
し
い
分
析

が
あ
り
、
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

女
院
に
は
相
談
す
べ
き
側
近
の
女
房
た
ち
が
い
て
、
そ
の
者
た
ち

と
協
議
し
た
う
え
で
の
意
志
表
示
で
あ

っ
た
に
違
い
な
く
、
激
情

に
よ
る
衝
動
的
な
示
威
行
動
の
は
ず
が
な
か

っ
た
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
書
状
に
は
、
二
条
の
待
遇
や
態
度
に
対
す
る
東
二
条
院
の

不
満
が
記
さ
れ
て
い
る
。
東
二
条
院
が
、
側
近
た
ち
と
の
協
議
の
う
え

で
主
張
し
た
の
は
、
二
条
の
待
遇
に
対
す
る
不
満
で
あ

っ
た
。

二
条
と
の
直
接
の
交
流
が
描
か
れ
な
い
東
二
条
院
は
、
書
状
と
い
う

形
で
、
二
条

へ
の
不
満
が
記
さ
れ
る
。
二
条
は
、
そ
の
書
状
に
よ
っ
て

御
所
を
追
放
さ
れ
、
身
分
や
地
位
は
そ
れ
ま
で
と
は
大
き
く
異
な
る
こ

と
と
な
り
、
装
束
に
も
変
化
が
表
れ
る
。
東
二
条
院
の
書
状
に
着
日
し

な
が
ら
論
じ
る
こ
と
に
は
、
相
応
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。　
一

―
二
で
は
、
ョ

一衣
」
と
東
二
条
院
の
書
状
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
―
二
、
ヨ
一衣
」
に
つ
い
て

装
束
は
着
用
す
る
人
物
の
社
会
的
な
地
位

。
身
分
を
表
す
と
、
は
じ

め
に
で
も
触
れ
た
。
そ
れ
を
表
す
装
東
と
し
て
は

「
三
衣
」
。
「
八
衣
」

な
ど
の

「数
衣
」
と
、
色
の
問
題
と
し
て
、
勅
許
が
な
け
れ
ば
着
用
を

許
さ
れ
な
い

「赤
色

。
青
色
の
唐
衣
」
、

つ
ま
り

「禁
色
の
唐
衣
」
が

挙
げ
ら
れ
る
。

本
節
で
は

「
三
衣
」
に
関
す
る
考
察
を
行
う
。
作
品
内
に
お
い
て
、

最
も
端
的
に
、
装
束
が
着
用
者
の
地
位
を
表
す
こ
と
を
示
す
の
は

「
三

衣
」
で
あ
り
、
東
二
条
院
の
第

一
の
書
状
に
、
そ
の
こ
と
は
明
確
に
記



さ
れ
て
い
る
。

三
衣
を
着
て
御
車
に
参
り
候

へ
ば
、
人
の
み
な
、
女
院
の
御
同
車

と
申
候
な
り
。
こ
れ
、
詮
な
く
覚
候
。
　

　

　

（巻

一　
工全

頁
）

東
二
条
院
の
書
状
に
は
、
女
院
の
装
東
で
あ
る
三
衣
を
二
条
が
着
用

し
た
こ
と
に
対
す
る
批
難
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
後
深
草

院
の
反
論
の
書
状
も
、
続
い
て
記
さ
れ
る
。

又
、
ョ
劇
引
劃
日
劃
刊
囚
週
側
鮒
例
ｇ
刊
到
引
列
側
。
四
歳
の
年
、

初
参
の
折
、
「
わ
が
身
、
位
浅
く
候
。
祖
父
久
我
太
政
大
臣
が
子

に
て
参
ら
せ
候
は
ん
」
と
申
て
、
五
緒
の
車
、
数
柏
、
二
重
織
物

聴
り
候
ぬ
。
そ
の
ほ
か
又
、
大
納
言
の
典
侍
は
、
北
山
の
入
道
前

太
政
大
臣
の
猶
子
と
し
て
候
し
か
ば
、
次
ゐ
で
こ
れ
も
准
后
御
猶

子
の
儀
に
て
、
袴
を
着
初
め
候
し
折
、
腰
を
結
は
せ
ら
れ
候
し
時
、

い
づ
方
に
つ
け
て
も
数
衣
、
自
き
袴
な
ど
は
許
す
べ
し
と
い
ふ
事
、

古
り
候
ぬ
。
車
寄
せ
な
ど
ま
で
も
聴
り
候
て
、
年
月
に
な
り
候
が
、

今
さ
ら
か
や
う
に
う
け
給
候
、
心
得
ず
候
。
　

（巻

一　
工全
一頁
）

引
用
箇
所
は
、
後
深
草
院
の
長
い
返
信
に
お
け
る

一
部
分
に
過
ぎ
な

い
が
、
こ
こ
で
は
、
三
衣
着
用
を
は
じ
め
、
二
条
が
許
さ
れ
る
様
々
な

優
遇
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
作
者
は
、
こ
れ
ら
二
点
の
書
状
を

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
作
者
の
抱
く
三
衣

へ
の
思
い
を
記
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
三
衣
が
ど
の
よ
う
な
装
東
で
あ

っ
た
か
は
、
次
に
挙
げ
る

岩
佐
氏
の
論
が
詳
し
嘔
。

東
二
条
院
の
抗
議
に
対
す
る
院
の
弁
明
に
は
、
ヨ
一衣
を
着
候
ふ

こ
と
、
今
始
め
た
る
こ
と
な
ら
ず
候
」
と
し
た
上

で
、
五
緒
の

車

・
数
相

・
二
重
織
物

・
薄
衣

。
白
き
袴
と
、
太
政
大
臣
女
と
し

て
聴
さ
れ
る
事
項
が
列
挙
し
て
あ
る
。
『
た
ま
き
は
る
』
ｏ
『
竹
む

き
が
記
』
の
例
を
も
見
合
わ
せ
る
に
、
ヨ

一衣
」
と
は
中
宮

・
女

院

・
内
親
王
の
平
服
で
あ
る
ら
し
い
。
「薄
衣
」
も
本
来

「
う
ち

う
ち
す
が
た
」
（竹
む
き
が
記
）
で
あ
る
。

岩
佐
氏
の
論
や
東
二
条
院
の
書
状
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
三
衣
は

中
宮
や
内
親
王
の
装
東
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
に

お
い
て
、
東
二
条
院
や
大
宮
院

・
遊
義
門
院
な
ど
女
院
達
の
三
衣
着
用

は
描
か
れ
て
い
な
い
。
二
条
よ
り
身
分
の
高
い
女
性
で
装
東
描
写
を
な

さ
れ
る
の
は
、
そ
の
装
束
を

「中
／
ヽ
む

つ
か
し
」
と
難
じ
ら
れ
る
前

斎
宮
の
み
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
今
回
は
指
摘
に
留
め

る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
今
後
考
察
を
行
う
つ
も
り
で
あ
る
。

東
二
条
院
は
、
第
二
者
に
宛
て
た
書
状
と
い
う
形
で
、
二
条
と
の
関

係
が
記
さ
れ
る
女
性
で
あ
る
。
東
二
条
院
の
三
点
の
書
状
の
う
ち
、
第

二
と
第
二
の
書
状
の
間
に
、
二
条
や
そ
の
他
の
女
性
に
対
す
る
装
東
描

写
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
第

一
の
書
状
は
、
三
衣
と
い
う
特
定
の
装

東
に
対
し
て
の
言
及
が
見
ら
れ
、
第
二
の
書
状
は
、
二
条
の
御
所
追
放

の
原
因
と
な
る
書
状
と
し
て
描
か
れ
る
。
で
は
、
こ
の
第

一
と
第
二
の

二
点
の
書
状
は
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
装
束
描
写
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
留
意
し

つ
つ
、
作
者
が
行
う

装
東
描
写
の
手
法
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
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二
―

一
、
装
束
並
記
に
つ
い
て
―
後
深
草
院
が
契
る
女
性
―

前
節
で
、
作
者
は
二
条
よ
り
身
分
の
高
い
女
性
に
つ
い
て
の
装
東
描

写
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
い
と
述
べ
た
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
女
性
が
装

束
を
描
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
際
、
そ
の
よ
う
な
特
徴

が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
、
装

束
を
描
か
れ
る
女
性
を
以
下
に
挙
げ
る
。

①
　
一則
斎
宮
と
そ
の
女
房
達

②
　
別
当
殿

③
　
一示
極
殿

④

一扇
の
女

⑤
　
さ
さ
が
に
の
女

⑥
　
権
大
納
言
殿

⑦
　
自
拍
子
姉
妹

③
　
北
山
准
后
九
十
賀
で
の
そ
の
他
の
女
房
達

⑨
　
大
納
言
殿

・
右
衛
門
殿

。
高
内
侍
殿

詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
作
者
は
、
二
条
以
外
の
女
性
の
装

東
描
写
を
行
う
際
に
は
必
ず
、
そ
の
場
面
に
お
け
る
二
条
の
装
束
を
書

き
記
す
。
二
条
の
装
束
を
並
記
す
る
こ
と
な
く
他
の
女
性
の
装
束
は
描

か
な
い
。

こ
れ
ら
九
例
の
う
ち
、
⑥
権
大
納
言
殿
の
装
束
は
、
共
に
記
さ
れ
る

二
条
の
装
東
と
同
じ
く
、
蹴
鞠
の
童
に
扮
す
る
と
い
う
特
別
な
目
的
を

持

つ
衣
裳
で
あ
り
、
ま
た
、
⑦
白
拍
子
姉
妹
の
装
束
も
舞
を
舞
う
た
め

の
衣
裳

で
あ
る
た
め
に
、
今
回
の
考
察

に
は
加
え
な
い
。
よ

っ
て
、

①

。
②

。
③

。
④

・
⑤

。
③

。
③
の
七
例
を
、
考
察
の
対
象
と
す
る
。

ま
た
、
前
斎
宮
付
き
の
女
房
の
装
東
に
つ
い
て
は
、
前
斎
宮
の
至
ら
な

さ
を
示
す
た
め
に
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
た
め
、
前
斎
宮
の
装
束
と

ま
と
め
て
①
に
分
類
す
る
。

こ
の
中
で
、
①
前
斎
宮
と
、
④
扇
の
女
は
後
深
草
院
と
契
り
を
結
ん

だ
こ
と
が
記
さ
れ
、
⑤
さ
さ
が
に
の
女
は
、
扇
の
女
と
の
鉢
合
わ
せ
と

い
う
偶
然
が
な
け
れ
ば
、
後
深
草
院
と
契
り
を
結
ん
で
い
た
と
考
え
ら

れ
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
。
よ
っ
て
、
①

。
④

。
⑤
は
全
て
、
後
深

草
院
が
契
る
女
性
と
し
て
分
類
す
る
。

ま
ず
、
前
斎
宮
と
二
条
の
装
束
並
記
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

①
前
斎
宮

斎
宮
、
紅
梅
の
三
御
衣
に
青
き
御
単
衣
ぞ
、
中
／
ヽ
む

つ
か
し
か

け
り
。
御
傍
親
と
て
さ
ぶ
ら
ひ
給
女
房
、
紫
の
匂
ひ
五
に
て
、
物

の
具
な
ど
も
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一　
五
六
頁
）

①
の
場
面
で
の
二
条

枯
れ
野
の
三
衣
に
、
紅
梅
の
薄
衣
を
重
ぬ
。
春
宮
に
立
た
せ
給
て

後
は
、
み
な
唐
衣
を
重
ね
じ
程
に
、
赤
色
の
唐
衣
を
ぞ
重
ね
て
侍

し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一　
五
五
頁
）

傍
線
部
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
二
人
は
同
じ

「
三
衣
」
を
着
用
し
て

お
り
、
波
線
部
に
あ
る
よ
う
に
作
者
は
前
斎
宮
の
装
束
を
難
じ
て
い
る
。

次
に
、
扇
の
女

。
さ
さ
が
に
の
女
と
二
条
の
装
東
並
記
に
つ
い
て
見

て
み
る
。



④
一扇
の
女

降
る
ゝ
音
な
ひ
な
ど
、
衣
の
音
よ
り
け
し
か
ら
ず
、
お
び
た
ゞ
し

く
鳴
り
ひ
そ
め
く
さ
ま
も
思
わ
ず
な
る
に
、
〈中
略
〉

一
尺
ば
か

り
な
る
檜
扇
を
浮
き
織
り
た
る
衣
に
、
青
裏
の
二
衣
に
紅
の
袴
、

い
づ
れ
も
な
べ
て
な
ら
ず
強
き
を
、
い
と
着
し

つ
け
ざ
り
け
る
に

や
、
か
う
こ
聖
が
か
う
こ
な
ど
の
や
う
に
、
後
ろ
に
多
く
高
´
ヽ

と
見
え
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
　
八

一
頁
）

⑤
さ
さ
が
に
の
女

見
れ
ば
、
練
貫
の
柳
の
二

（衣
）、
花
の
絵
描
き
そ
ゝ
き
た
り
け

る
と
お
ぼ
し
き
が
、
車
洩
り
て
、
水
に
み
な
濡
れ
て
、
裏
の
花
、

表

へ
と
を
り
、
練
貫
の
二
小
袖

へ
う
つ
り
、
さ
ま
悪
し
き
ほ
ど
な

り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
　
八
三
頁
）

④

。
⑤
の
場
面
で
の
二
条

青
格
子
の
二
衣
に
、
紫
の
糸
に
て
蔦
を
縫
い
た
り
し
に
、
蘇
芳
の

薄
衣
重
ね
て
、
赤
色
の
唐
衣
ぞ
着
て
侍
し
。
　

（巻
二
　
八

一
頁
）

こ
こ
で
も
、
前
斎
宮
の
場
合
と
同
様
、
作
者
は
他
の
女
性
の
装
束
を

難
じ
て
い
る
。
さ
さ
が
に
の
女
に
対
す
る

「
さ
ま
悪
し
き
ほ
ど
な
り
」

と
い
う
言
葉
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
他
の
女
性
の
装
束
が

難
じ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
位
藤
氏
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た

（前
斎
宮
へ
の
装
東
に
対
す
る
　
引
用
者
注
）
批
判
的
な

発
言
は
、
院
が
斎
宮
に
寄
せ
る
関
心
を
二
条
が
快
く
思

っ
て
い
な

か

っ
た
こ
と
に
も
起
因
し
よ
う
。
〈中
略
〉
同
様
の
こ
と
は
、
一扇

の
女
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
。
〈中
略
〉
作
者
自
身
が
着
て
い
た

衣
装
の
よ
し
あ
し
は
、
残
念
な
が
ら
私
に
は
判
定
で
き
な
い
。　
一

方
、
一扇
の
女

（三
年
の
人
）
の
服
装
は
、
そ
の
女
性
の
着
こ
な
し

に
対
す
る
二
条
の
批
判
で
、
と
か
く
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
さ
が
に
の
女
に
対
す
る
作
者
の
評
も
合
わ
せ
て
考
え
る
に
、
作
者

は
、
後
深
草
院
が
契
り
を
持

つ
女
性
の
装
束
を
記
す
際
に
は
必
ず
そ
の

装
東
に
対
す
る
非
難
を
記
し
、
か

つ
、
そ
こ
に
二
条
の
装
束
を
並
記
す

の
で
あ
る
。

襲
の
数
に
注
目
す
る
と
前
斎
宮
の
場
合
は

「
三
衣
」
が
用
い
ら
れ
て

い
た
が
、
一扇
の
女

。
さ
さ
が
に
の
女
の
場
合
は

「
二
衣
」
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。

皇
族
で
あ
り
、
二
条
よ
り
も
身
分
の
高
い
前
斎
宮
の
装
束
が
記
さ
れ

る
際
に
は
、
二
条
も
前
斎
宮
に
並
ぶ

「
三
衣
」
着
用
が
描
か
れ
、
そ
れ

以
外
の
後
深
草
院
の
契
り
が
記
さ
れ
る
女
性
の
装
東
描
写
が
行
わ
れ
る

際
に
は
、
ヨ
一衣
」
は
用
い
ら
れ
ず

「
内
／
ヽ
姿
」
で
あ
る

「
二
衣
」

が
用
い
ら
れ
る
。
身
分
が
上

で
な
い
女
性
に
対
し
て
、
二
条
は

「
三

衣
」
を
着
用
し
て
い
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
作
者
は
、
後
深
草
院
が
契
る
女
性
の
装
束
を
描
く
際

に
は
相
手
の
女
性
の
装
束
を
難
じ
、
相
手
の
身
分
に
よ
っ
て
、
二
条
の

襲
の
数
を
合
わ
せ
て
い
る
。
装
束
を
難
じ
る
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
、

位
藤
氏
の
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
、
院
の
他
の
女
性
に
対
す
る
関
心

へ
の

不
快
感
を
示
し
、
ま
た
、
相
手
の
身
分
に
よ

っ
て
襲
の
数
を
使
い
分
け



る
こ
と
に
よ

っ
て
、
前
斎
宮
に
な
ら
ぶ
装
束
を
着
用
し
て
い
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

二
―
二
、
装
東
並
記
に
つ
い
て
　
―
そ
の
他
の
女
房
の
描
写
―

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
前
半
部
に
お
い
て
、
後
深
草
院
の
契
り
と
は

関
係
な
く
装
束
を
記
さ
れ
る
女
性
と
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た
②
別
当

殿

。
③
京
極
殿

。
③
北
山
准
后
九
十
賀
で
の
そ
の
他
の
女
房
達

。
⑨
大

納
言
殿

・
右
衛
門
殿

・
高
内
侍
殿
の
四
例
が
挙
げ
ら
れ
、
共
通
点
と
し

て
は
、
全
て

「女
房
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
女
房
の

装
束
描
写
が
、
東
二
条
院
の
第

一
の
書
状
以
前
に
行
わ
れ
る
例
は
な
く
、

②

。
③
は
二
条
の
御
所
追
放
、
す
な
わ
ち
東
二
条
院
の
第
二
の
書
状
以

前
、
③

・
⑨
は
以
降
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
、
考
察
す
る
こ

と
と
す
る
。

ま
ず
、
二
条
以
外
の
女
房
が
、
作
品
内
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
か
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
作
者
は
、
二
条

の
地
位
を
他
の
女
房
達
に
際
だ
た
せ
て
描
写
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
蹴
鞠
の
童
に
扮
し
た
場
面
で
の
記
述
か
ら
も
分
か
る
。

み
な
人
、
こ
の
上
げ
鞠
を
、
泣
く
／
ヽ
辞
退
申
し
ほ
ど
に
、
器
量

の
人
な
り
と
て
、
女
院
の
御
方
の
新
衛
門
督
殿
を
上
八
人
に
召
し

入
て
、

つ
と
め
ら
れ
た
り
し
。
こ
れ
も
、
時
に
と
り
て
は
、
美
ゝ

し
か
り
し
か
と
も
申
て
ん
。
さ
り
な
が
ら
、
う
ら
や
ま
し
か
ら
ず

ぞ
。
袖
に
受
け
て
御
前
に
置
く
事
は
、
そ
の
日
の
八
人
、
上
首
に

つ
き
て
、

つ
と
め
侍
き
。
い
と
晴
れ
が
ま
し
か
り
し
事
ど
も
な
り
。

（巻
二
　
九

一
頁
）

作
者
は
傍
線
部
の
よ
う
に
、
本
来
な
ら
ば
上
薦
と
は
言
え
な
い
新
衛

門
督
殿
の
上
げ
鞠
の
役
に
関
し
て
は
、
「
う
ら
や
ま
し
か
ら
ず
ぞ
」
と

評
し
、
「上
首
に
つ
き
て
」
与
え
ら
れ
た
二
条
の
役
に
つ
い
て
は

「晴

れ
が
ま
し
か
り
し
」
と
記
す
。
こ
こ
で
の
眼
目
は
、
「上
首
」
で
あ

っ

た
二
条
を
記
す
こ
と
に
あ

っ
た
。

後
深
草
院
に
よ
り
、
『
源
氏
物
語
』
若
菜
巻
に
見
え
る
女
楽
の
模
倣

を
行

っ
た
際
に
も
、
今
参
り
よ
り
席
を
下
げ
ら
れ
た
二
条
の
怒
り
が
記

さ
れ
て
い
る
。

兵
部
卿
参
り
て
、
「
女
房
の
座
、
い
か
に
」
と
て
見
ら
る
ゝ
が
、

「
こ
の
や
う
悪
し
。
ま
ね
ば
る
ゝ
女
三
宮
、
文
台
の
御
前
な
り
。

今
ま
ね
ぶ
人
の
、
こ
れ
は
叔
母
な
り
。
あ
れ
は
姪
な
り
。
上
に
ゐ

る
べ
き
人
な
り
。
隆
親
、
故
大
納
言
に
は
上
首
な
り
き
。
何
事
に
、

下
に
ゐ
る
べ
き
ぞ
。
居
直
れ
／
ヽ
」
と
、
声
高
に
言
ひ
け
れ
ば

〈中
略
〉
こ
は
何
事
ぞ
。
す
べ
て
、
す
さ
ま
じ
か
り

つ
る
事
也
。

こ
れ
ほ
ど
面
目
な
か
ら
む
事
に
交
じ
ろ
い
て
、
詮
な
し
と
思
ひ
て
、

こ
の
座
を
立

つ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
　
九
四
頁
）

作
者
は
、
二
条
に
と

っ
て
、
座
を
下
に
降
ろ
さ
れ
た
こ
と
が
出
奔
に

つ
な
が
る
屈
辱
的
な
事
件
で
あ

っ
た
こ
と
を
強
い
調
子
で
記
す
。
傍
線

部
か
ら
も
、
二
条
の
地
位
に
対
す
る
意
識
を
強
調
し
て
描
い
て
い
る
こ

と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

着
用
す
る
人
物
の
社
会
的
な
地
位

。
身
分
を
表
す
と
い
う
役
割
を
担

う
装
束
描
写
に
も
、
作
者
の
、
二
条
の
地
位
を
強
調
し
て
描
く
と
い
う

―- 64 -―



手
法
は
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
着
目
す
べ
き
装

東
と
し
て
、
先
述
の

「
三
衣
」
と
共
に
、
地
位
や
身
分
を
端
的
に
表
す

「数
衣
」
。
悪
ホ色
の
唐
衣
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

数
衣
と
は
、
七
衣
や
八
衣
の
よ
う
に
、
多
数
の
社
を
重
ね
て
着
用
す

る
装
束
の
こ
と
で
、
少
し
時
代
は
下
る
が
、
『
女
官
飾
妙
』
に
、
次
の

様
な
記
述
が
見
え
る
。

常
は
お
ほ
や
け
わ
た
く
し
を
し
な
べ
て
五
ぎ
ぬ
に
て
候
。
其
内
し

か
る
べ
き
御
方
は
。
七

つ
も
八

つ
も
又
十
も
時
に
よ
り
て
か
さ
ね

ら
れ
候
。
唯
今
の
人
は
五
よ
り
ほ
か
は
い
た
く
用
ひ
候
は
ず
候
。

又
う
ち
う
ち
は
衣

一
二
を
も
用
な
り
。

一
般
的
な
襲
の
数
は

「
五
」
で
あ
り
、
数
衣
は

「
し
か
る
べ
き
御

方
」
の
装
東
で
あ
る
こ
と
、
コ
一衣
」
は

「
う
ち
う
ち
姿
」
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
い
て
、
数
衣
着
用
が
描
か
れ
る
の
は
、
二

条
の
み
で
あ
る
が
、
本
作
品
を
参
考
と
し
て
描
い
た
と
さ
れ
る

『増

鏡
』
に
も
、
数
衣
着
用
は
幾
度
も
記
さ
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
、
北
山

准
后
九
十
賀
の
記
事
を
挙
げ
る
。

大
女
院
、
白
き
綾
の
三
御
衣
、
東
二
条
院
、
唐
織
物
の
柳
桜
の
八

つ
。
紅
梅
の
ひ
ね
り
あ
は
せ
の
御
ひ
と

へ
。
樺
桜
の
御
小
桂
奉
れ

り
。
姫
宮
、
紅
の
匂
ひ
十

・
紅
梅
の
御
小
桂

。
も
え
黄
の
御
ひ
と

へ
。
赤
色
の
御
唐
衣

。
す
ず
し
の
御
袴
奉
れ
る
、
常
よ
り
も
こ
と

に
う
つ
く
し
う
ぞ
見
え
給
ふ
。
　

　

（第
十
　
老
の
波
　
一
一九
六
頁
）

『
と
は
ず
が
た
り
』
に
も
、
北
山
准
后
九
十
賀
の
記
事
は
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
装
束
描
写
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

『増
鏡
』

の
記
事
に
、
東
二
条
院
の
装
東
と
し
て
八
衣
が
、
遊
義
門
院
の
装
東
と

し
て
は
十
衣
が
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
数
衣
が
、
「
し
か
る
べ
き
御

方
」
の
装
束
で
あ

っ
た
こ
と
は
分
か
る
。

次
に
、
こ
れ
ま
で
の

「
三
衣
」
。
「数
衣
」
と
い
っ
た
襲
の
数
に
よ
る

地
位
や
身
分
の
表
し
方
と
は
異
な
り
、
色
に
よ
る
表
し
方
と
し
て

「禁

色
の
唐
衣
」
を
挙
げ
る
。
唐
衣
に
つ
い
て
は
、
作
者
が
、
二
条
の
装
東

描
写
の
際
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

枯
野
の
三
衣
に
、
紅
梅
の
薄
衣
を
重
ぬ
。
春
宮
に
立
た
せ
給
て
後

は
、
み
な
唐
衣
を
重
ね
し
程
に
、
赤
色
の
唐
衣
を
ぞ
重
ね
て
侍
り

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一　
五
五
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
唐
衣
を
女
房
達
が
み
な
着
用
し
て
い
る
中
で
、
作
者

は
、
改
め
て
そ
の
色
を
記
す
。
『
雅
亮
装
束
抄
』
に
は
、
青
色
赤
色
の

唐
衣
は
、
上
臓
女
房
の
証
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

上
ら
う
女
ば
う
の
い
ろ
を
ゆ
る
と
い
ふ
は
。
あ
を
い
ろ
あ
か
い
ろ

の
お
り
物
の
か
ら
ぎ
ぬ
。
地
ず
り
の
裳
を
き
る
な
り
。
い
ろ
を
ゆ

り
ね
と
も
上
ら
う
中
ら
う
さ
も
あ
る
女
房
。
お
り
物
の
か
ら
ぎ
ぬ

を
ゆ
り
て
き
る
。

つ
ね
の
こ
と
な
り
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
と
同
じ
く
、
多
数
の
装
東
描
写
を
有
す
る

『
た

ま
き
は
る
』
に
お
い
て
、
赤
色
青
色
の
唐
衣
の
着
用
は
、
内
大
臣
の
娘

の

「冷
泉
殿
」
。
宰
相
の
娘
の
ヨ
一条
殿
」
。
中
納
言
の
娘
の
「堀
川
殿
」

の
場
合
の
み
に
描
か
れ
、
非
参
議
従
三
位
の
娘
の

「新
三
位
殿
」
や
伯

の
娘
で
あ
る

「
伯
の
督
殿
」
、
そ
れ
以
下
の
女
房
の
禁
色
唐
衣
着
用
は



み
ら
れ
な
い
。
同
じ
く

『
た
ま
き
は
る
』
の
女
房
の
名
寄
せ
部
分
を
参

照
す
る
と
、
先
程
、
唐
衣
着
用
が
描
か
れ
た
女
房
は
す
べ
て
、
「
こ
れ

ら
の
人
／
ヽ
は
色
聴
り
た
り
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例

か
ら
考
え
る
に
、
現
任
公
卿
の
娘
に
は
禁
色
の
唐
衣
が
許
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

禁
色
の
唐
衣
は
、
『
た
ま
き
は
る
』
の
作
者
が
、
女
房
の
名
寄
せ
を

行
う
際
に
特
記
す
る
程
、
女
房
の
格
を
記
す
装
束
と
し
て
重
要
な
も
の

で
あ

っ
た
。
先
に
考
察
し
た
数
衣
と
同
様
に
、
禁
色
の
唐
衣
も
、
他
の

女
房
に
対
す
る
地
位
や
身
分
等
の
優
位
性
を
示
す
た
め
に
記
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
東
二
条
院
の
第
二
の
書
状
以
前
に
描
か
れ
る
女
房
の
装

束
描
写
二
例
に
関
し
て
の
考
察
を
行
う
。

②
別
当
殿

別
当
殿
、
松
襲
の
五
衣
に
紅
の
打
衣
、
柳
の
表
着
、
裏
山
吹
の
唐

衣
に
て
有
し
に
、
持
た
せ
て
参
り
て
、
取
り
て
参
ら
す
。

（巻
二
　
七
五
頁
）

②
の
場
面
で
の
二
条

樺
桜
七
、
裏
山
吹
の
表
着
、
青
色
唐
衣
、
紅
の
打
衣
、
生
絹
の
袴

な
ど
に
て
あ
り
。
浮
き
織
物
の
紅
梅
の
匂
ひ
の
三
小
袖
、
唐
綾
の

二
小
袖
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
　
七
四
頁
）

③
京
極
殿
と
、
そ
の
場
面
で
の
二
条

撫
子
の
七
衣
、
若
菖
蒲
の
表
着
な
り
。
京
極
殿
は
藤
の
五
衣
な
り
。

（巻
二
　
七
六
頁
）

後
深
草
院
の
契
る
女
性
と
は
異
な
り
、
作
者
は
、
装
束
を
並
記
す
る

相
手
が
女
房
の
場
合
は
、
二
条
の
装
束
を
相
手
と
は
異
な

っ
た
襲
の
数

で
描
く
。
並
記
さ
れ
る
女
房
の
装
束
は

「
五
衣
」
と
記
さ
れ
る
の
に
対

し
、
二
条
の
装
東
は
七
衣
や
八
衣
と
い
っ
た
数
衣
と
し
て
記
さ
れ
る
。

作
者
は
、
他
の
女
房
と
二
条
の
装
束
を
記
す
際
に
は
、
襲
の
数
に
よ
り
、

そ
れ
ら
の
女
房
に
対
す
る
二
条
の
装
束
の
優
位
性
を
示
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
条
の
御
所
追
放
の
原
因
と
な
る
、
東
二
条
院
か
ら
の
第

二
の
書
状
の
後
、
こ
の
特
徴
は
変
化
す
る
。

二
条
が
北
山
第
に
む
か

っ
た
直
後
の
場
面
を
挙
げ
る
。

今
は
山
賎
に
な
り
果
て
た
る
心
地
し
て
、
晴
れ
´
ヽ
し
さ
も
そ
ゞ

ろ
は
し
な
が
ら
、
紅
梅
の
三
衣
に
桜
萌
黄
の
薄
衣
重
ね
て
、
参
り

て
見
れ
ば
、
思
ひ
つ
る
も
じ
る
く
、
晴
れ
´
ヽ
し
げ
な
り
。

（巻
三
　
一
五
六
頁
）

破
線
部
の
よ
う
に
、
三
衣
は

「晴
」
に
は
そ
ぐ
わ
な
い

「褻
」
の
装

束
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
衣
は
、
「褻
な
り
に
て
は
い
か
ゞ
」
と

い
う
評
と
共
に

「晴
」
の
場
の
装
東
で
あ
る
八
衣
に
変
更
さ
れ
る
。

③
北
山
准
后
九
十
賀
の
そ
の
他
の
女
房
達
と
、
そ
の
場
面
で
の
二
条

「褻
な
り
に
て
は
い
か
ゞ
」
と
て
、
大
宮
院
御
沙
汰
に
て
、
「紫
の

匂
ひ
に
て
、
准
后
の
御
方
に
候
べ
き
か
」
と
定
め
あ
り
し
を
、
な

を
い
か
ゞ
と
思
じ
め
し
け
む
、
「大
宮
の
御
方
に
候
べ
き
」
と
て
、

紅
梅
の
匂
ひ
、
ま
さ
り
た
る
単
衣
、
紅
の
打
衣
、
赤
色
の
唐
衣
、

大
宮
院
の
女
房
は
み
な
侍
り
し
に
、
西
園
寺
の
沙
汰
に
て
、
上
紅

梅
の
梅
襲
八

つ
、
濃
き
単
衣
、
裏
山
吹
の
表
着
、
青
色
の
唐
衣
、



紅
の
打
衣
、
彩
み
物
置
き
な
ど
、
心
こ
と
に
し
た
る
を
ぞ
賜
は
り

て
候
し
か
ど
も
、
さ
や
は
思
ひ
し
と
、
夏
石
づ
が

，
封
堀
ぎ
程
に

ぞ
侍
り
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
三
　
一
五
八
頁
）

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
二
条
以
外
の
女
房
の
襲
の
数
が
傍
線
部
の

よ
う
に
、
描
か
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
挙
げ
た

『女
官
飾
抄
』

の

「常
は
お
ほ
や
け
わ
た
く
し
を
し
な
べ
て
五
ぎ
ぬ
に
て
候
」
か
ら
、

他
の
女
房
達
が
五
衣
を
着
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
予
測

も
た
つ
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
唐
衣
の
色
も
追

放
前
と
同
じ
禁
色
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
女
房
に
対
す
る
優
位
性

を
表
し
て
い
た
追
放
以
前
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
数
衣
の
禁
色
の
唐

衣
と
い
う
優
遇
装
束
に
対
し
て

「
よ
ろ
づ
あ
ぢ
き
な
き
」
と
い
う
評
が

見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
「
又
の
日
は
、
行
幸
還
御
の
後
な
れ
ば
、
衛
府
の
姿
も
い

と
け
な
く
、
う
ち
解
け
た
る
さ
ま
な
り
」
（巻
三
　
一
六
四
頁
）
と
記
さ

れ
る
御
賀
の
三
日
目
に
、
後
深
草
院
が
二
条
を

「
た
ゞ
褻
な
る
に
て
」

と
、
誘
う
場
面
が
あ
る
。
こ
の
時
に
二
条
が
着
用
す
る
の
も
、
褻
の
装

束
で
あ
る
三
衣
で
あ
る
。

⑨
大
納
言
殿

。
右
衛
門
殿

・
高
内
侍
殿
と
、
そ
の
場
面
で
の
二
条

ま
づ
春
宮
の
御
方
、
女
房
、
大
納
言
殿
、
右
衛
門
殿
、
高
内
侍
殿
、

こ
れ
ら
は
物
の
具
な
り
。
小
さ
き
御
船
に
両
院
召
さ
る
ゝ
に
、
こ

れ
は
三
衣
に
薄
衣
、
唐
衣
ば
か
り
に
て
参
る
。

（巻
三
　
一
六
六
頁
）

三
衣
は
物
の
具
を
着
用
し
た
他
の
女
房
達
と
は
違

っ
た

「
褻
」
の
装

束
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
も
二
条
以
外
の
女
房
の
、
襲
の
数
が
記
さ
れ

な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

「
三
衣
」
の
晴

の
場

で
の
着
用
は
、
菅
見
の
限
り
、
先

に
挙
げ
た

『増
鏡
』
の
北
山
准
后
九
十
賀
に
し
か
な
い
。
し
か
も
、
三
衣
着
用
を

描
か
れ
る
大
宮
院
は
既
に
出
家
を
し
て
い
る
女
院
で
あ
り
、
そ
の
点
で

も
、　
一
般
の
女
性
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
面
に
つ
い
て
岩
佐
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

三
衣

・
薄
衣
と
い
う
特
別
な
優
遇
衣
裳
の
着
用
を
、
失
意
の
身

で
衆
人
の
中
に
立
ち
交
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
時
に
こ
そ
、
作
者
は
昂

然
と
し
て
記
す
。
得
意
の
時
の
そ
れ
は
、
必
要
欠
く
べ
か
ら
ぎ
る

嵯
峨
行
幸
の
場
合
以
外
に
は
あ
え
て
書
か
ぬ
の
で
あ
る

し
か
し
、
三
衣
を
記
す
二
条
の
態
度
は

「
昂
然
」
と
し
た
も
の
だ

っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
得
意
の
時
に
は
記
さ
な
か

っ
た
と
言
い
切
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
御
賀
は
、
先
に
挙

げ
た
北
山
第
に
向
か

っ
た
直
後
の
場
面
に

「今
は
山
賤
に
な
り
果
て
た

る
心
地
し
て
、
晴
れ
´
ヽ
し
さ
も
そ
ゞ
ろ
は
し
な
が
ら
」
と
あ
る
こ
と

や
、
③
で
挙
げ
た

「
よ
ろ
づ
あ
ぢ
き
な
き
」
な
ど
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
後
深
草
院
の
御
所
を
追
放
さ
れ
た
二
条
の
失
意
が
記
さ
れ
る
場
面

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
作
者
は
二
条
の
三
衣
着
用
を
記
す
。
後

深
草
院
と
同
車
し
た
際
に
、
「女
院
の
御
所
車
と
申
候
な
り
」
と
し
て

制
限
さ
れ
た
三
衣
を
、
再
び
二
条
の
装
東
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
り
、

二
条
の
後
深
草
院
に
仕
え
る
立
場
の
消
失
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
後
深



草
院
御
所
を
追
放
さ
れ
た
二
条
の
三
衣
着
用
か
ら
は
、
も
う

「女
院
の

御
同
車
」
と
い
う
噂
は
生
じ
ず
、
東
二
条
院
の
、
二
条
の
三
衣
着
用
に

対
す
る
制
限
は
意
味
を
失
う
。
制
限
が
解
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
二
条
の

三
衣
着
用
は
可
能
と
な
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
後
深
草
院
の
も
と
を

追
放
さ
れ
た
二
条
の
寂
し
さ
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

御
所
追
放
以
前
に
は
前
斎
宮
に
並
ぶ
装
束
と
し
て
二
条
の
優
遇
を
示

し
て
い
た
三
衣
や
数
衣

・
禁
色
の
唐
衣
が
、
追
放
以
降
は
そ
の
役
割
を

失
う
。
そ
し
て
、
後
深
草
院
御
所
を
退
い
た
二
条
の
寂
し
さ
を
強
調
す

る
役
割

へ
と
変
化
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
御
所
追
放
以
前
と
以
降
で
は
、

同
じ
装
束
の
描
写
で
あ

っ
て
も
、
果
た
す
役
割
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

三
、
三
衣

・
禁
色
の
唐
衣

作
者
は
、
二
条
の
装
束
を
幾
度
も
記
す
。
そ
れ
ら
の
装
東
と
東
二
条

院
の
書
状
と
の
影
響
関
係
を
概
観
し
や
す
い
よ
う
、
『
と
は
ず
が
た
り
』

に
お
け
る
女
性
の
装
束
描
写
を
、
表
と
し
て
通
時
的
に
挙
げ
る
の
で
参

照
を
請
う
。
イ
～

へ
が
三
衣
の
制
限
以
前
、
卜
～
ナ
が
、
三
衣
の
制
限

か
ら
御
所
追
放
ま
で
、
ラ
以
降
が
御
所
追
放
以
降
で
あ
る
。

表
　
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
女
性
の
装
東
描
写

ホ イ

前
斎
宮

大
宮
院

二
条

二
条

二
条

二
条

紅
梅
の
三
御
衣
に
青
き
御
単
衣
ぞ
、
中
／
ヽ
む
つ
か
し
か
り

し
。
御
傍
親
と
て
さ
ぶ
ら
ひ
給
女
房
、
紫
の
匂
ひ
五
に
て
、

物
の
具
な
ど
も
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一　
５６
頁
）

顕
紋
紗
の
薄
墨
の
御
衣
、
鈍
色
の
御
衣
引
き
掛
け
さ
せ
給
て

（巻

一　

５６
頁
）

枯
れ
野
の
三
衣
に
、
紅
梅
の
薄
衣
を
重
ぬ
。
春
宮
に
立
た
せ

給
て
後
は
、
み
な
唐
衣
を
重
ね
じ
程
に
、
赤
色
の
唐
衣
を
ぞ

重
ね
て
侍
り
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一　
５５
頁
）

白
き
三
単
衣
、
濃
き
袴
を
着
る
べ
き
と
て
、
お
こ
せ
た
り
。

〈中
略
〉

大
納
言
が
北
の
方
、　
あ
ざ
や
か
な
る
小
袖
持
ち
て

来
て
、
「
こ
れ
着
よ
」
と
言
ふ
　
　
　
　
　
（巻

一　

５
頁
）

紅
の
薄
様
八
、
濃
き
単
衣
、
萌
黄
の
表
着
、
唐
衣
、
袴
、
三

小
袖
、
二
小
袖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一　

４
頁
）

合
紅
梅
に
や
あ
ら
む
、
七
に
、
紅
の
打
衣
、
萌
黄
の
表
着
、

赤
色
の
唐
衣
な
ど
に
て
あ
り
し
や
ら
ん
。
梅
、
唐
草
を
浮
き

織
り
た
る
二
小
袖
に
、
唐
垣
に
梅
を
縫
ひ
て
侍
し
を
ぞ
着
た

り
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一　
３
頁
）

東
二
条
院
か
ら
の
第

一
の
書
状

（三
衣
の
制
限
）



タ ヨ カ ワ ヲ ヌ リ

二
条

権
大
納

言
殿

二
条

さ
さ
が

に
の
女

一扇
の
女

二
条

京
極
殿

二
条

柳
の
衣
に
紅
の
打
衣
、
萌
黄
の
表
着
、
裏
山
吹
の
小
桂
を
着

る
べ
し
と
て
あ
る
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
　
９３
頁
）

萌
黄
裏
の
水
干
袴
に
は
、
左
に
西
楼
、
右
に
桜
。
袴
、
左
に

竹
結
び
て
付
け
、
右
に
灯
台

一
付
け
た
り
。
紅
の
単
衣
を
重

ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
　
９０
頁
）

標
裏
の
水
干
袴
に
、
紅
の
桂
重
ぬ
。
左
の
袖
に
沈
の
岩
を
付

け
て
、
自
き
糸
に
て
滝
を
落
と
し
、
右
に
桜
を
結
び
て
付
け

て
、
ひ
し
と
散
ら
す
。
袴
に
は
岩
、
井
堰
な
ど
し
て
、
花
を

ひ
し
と
散
ら
す
。

「涙
も
よ
ほ
す
滝
の
音
か
な
」

の
意
な
る

べ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
　
９０
頁
）

練
貫
の
柳
の
二
衣
、
花
の
絵
描
き
そ
ゝ
き
た
り
け
る
と
お
ぼ

し
き
が
、
車
洩
り
て
、
水
に
み
な
濡
れ
て
、
裏
の
花
、
表

ヘ

と
を
り
、
練
貫
の
二
小
袖
へ
う
つ
り
、
さ
ま
悪
し
き
ほ
ど
な

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
　
８３
頁
）

一
尺
ば
か
り
な
る
檜
扇
を
浮
き
織
り
た
る
衣
に
、
青
裏
の
二

衣
に
紅
の
袴
、
い
づ
れ
も
な
べ
て
な
ら
ず
強
き
を

（巻
二
　
８２
頁
）

青
格
子
の
二
衣
に
、
紫
の
糸
に
て
蔦
を
縫
い
た
り
し
に
、
蘇

芳
の
薄
衣
重
ね
て
、
赤
色
の
唐
衣
ぞ
着
て
侍
り
し

（巻
二
　
８‐
頁
）

藤
の
五
衣
な
り

（巻

一　

７６
頁
）

撫
子
の
七
衣
、
若
菖
蒲
の
表
着
な
り
　
　
　
（巻

一　
７６
頁
）

（巻

一　

７５
頁
）

ナ ネ ツ ソ レ

二
条

二
条

白
拍
子

姉 白
拍
子

姉
妹

二
条

練
薄
物
の
生
絹
の
衣
に
、
薄
に
葛
を
青
き
糸
に
て
縫
物
に
し

た
る
に
、
赤
色
の
唐
衣
を
着
た
り
し
　
　
　
（巻
三
　
１５２
頁
）

薄
色
衣
に
赤
色
の
唐
衣
、
朽
葉
の
単
衣
襲
に
青
葉
の
唐
衣
に

て
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
三
　
１３０
頁
）

袴
の
上
に
妹
が
水
干
を
着
て

（巻
二
　
１１０
頁
）

蘇
芳
の
単
衣
襲
に
袴
、
妹
は
女
郎
花
、
筋
の
水
干
に
萩
を
袖

に
縫
ひ
た
る
、
大
口
を
着
た
り
　
　
　
　
　
（巻
二
　
１１０
頁
）

女
郎
花
の
単
衣
襲
に
、
袖
に
秋
の
野
を
縫
い
て
、
露
置
き
た

る
赤
色
の
唐
衣
重
ね
て
、
生
絹
の
小
袖
、
袴
な
ど
、
色
々
に

雪
の
曙
の
賜
び
た
る
ぞ
、
い
つ
よ
り
も
う
れ
し
か
り
し

（巻
二
　
１０９
頁
）

東
二
条
院
か
ら
の
第
二
の
書
状

（御
所
追
放
）

ヰ ウ ム フ

二
条

大
宮
院

付
き
の

女
房

准
后
付

き
の
女

一房 二
条

上
紅
梅
の
梅
襲
川
、
濃
き
単
衣
、
裏
山
吹
の
表
着
、
青
色
α

唐
衣
、
紅
の
打
衣
、
彩
み
物
置
き
な
ど
、
心
こ
と
に
し
た
る

を
ぞ
賜
は
り
て
候
し
か
ど
も
　
　
　
　
　
　
（巻
三
　
１５８
頁
）

紅
梅
の
匂
ひ
、
ま
さ
り
た
る
単
衣
、
紅
の
打
衣
、
赤
色
の
唐

衣
、
大
宮
院
の
女
房
は
み
な
侍
し
　
　
　
　
（巻
三
　
１５８
頁
）

紫
の
匂
ひ

（巻
三
　
１５８
頁
）

紅
梅
の
三
衣
に
桜
萌
黄
の
薄
衣
重
ね
て
　
　
（巻
三
　
１５６
頁
）
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物
の
具
な
り

※
・
『
と
は
ず
が
た
り
』
前
半
部
に
お
い
て
装
東
描
写
が
行
わ
れ
る
全
て

の
女
性
の
呼
称
を
二
段
目
に
、
そ
こ
で
並
記
さ
れ
る
二
条
の
装
束
を

三
段
目
に
記
し
た
。

・
襲
の
数
に
は
傍
線
を
、
唐
衣
に
は
波
線
を
付
し
た
。

・
引
用
及
び

「一扇
の
女
」
・
「
さ
さ
が
に
の
女
」
な
ど
の
呼
称
は
三
角
洋

一
氏
校
注
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『と
は
ず
が
た
り
　
た
ま
き
は

る
』
に
拠
る
。

三
衣
は
、
二
条
の
御
所
追
放
以
前
に
お
い
て
、
内
親
王
で
あ
る
前
斎

宮
と
、
二
条
以
外
に
は
着
用
例
が
見
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
女
房
と
し

て
は
、
二
条
の
み
に
描
か
れ
る
優
遇
衣
装
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
優
遇
衣
装
は
、
東
二
条
院
の
抗
議
を
受
け
た
後
、
御
所

を
追
放
さ
れ
る
ま
で
、
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。

二
条
の
優
遇
を
示
す
三
衣
が
描
か
れ
な
く
な

っ
た
後
、
注
目
す
べ
き

装
束
と
し
て
、
赤
色

。
青
色
唐
衣
、

つ
ま
り
禁
色
の
唐
衣
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
も
、
御
所
追
放
以
前
に
お
い
て
は
、
二
条
以
外
の
人
物
の
着

用
が
描
か
れ
な
い
装
東
で
あ
る
。

表
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ま
た
、
二
―
二
で
も
考
察
し
た
よ
う
に
、

東
二
条
院
に
よ
っ
て
三
衣
を
制
限
さ
れ
た
後
の
、
卜
と
チ
や
り
と
ヌ
と

い
う
他
の
女
房
と
の
装
束
並
記
で
二
条
の
装
束
の
優
位
性
を
表
す
の
は

数
衣
と
禁
色
の
唐
衣
で
あ
る
。
作
者
は
、
三
衣
の
制
限
を
描
い
た
後
は

二
条
よ
り
身
分
の
高
い
女
性
と
二
条
の
装
東
並
記
は
行
わ
ず
に
、
女
房

と
二
条
の
装
束
を
並
記
し
、
数
衣
や
禁
色
の
唐
衣
に
よ
っ
て
二
条
の
装

束
の
優
位
性
を
示
す
。

二
条
の
唐
衣
は
禁
色
の
唐
衣
と
し
て
描
か
れ
る
の
に
対
し
、
二
条
以

外
の
女
房
は
禁
色
の
唐
衣
着
用
が
描
が
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
チ
の
別

当
殿
の
唐
衣
は
、
裏
山
吹
で
あ
る
。
他
に
女
房
と
し
て
は
ヌ
の
京
極
殿

も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
作
者
は
京
極
殿
の
唐
衣
の
色
を
記
し
て
は
い
な
い
。

二
条
の
御
所
追
放
以
前
の
装
東
描
写
に
お
い
て
二
条
が
着
る
唐
衣
の

色
が
記
さ
れ
な
い
の
は
、

口
の
巻

一
で
雪
の
曙
か
ら
送
ら
れ
た
装
東

一

例
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
装
束
は
八
衣

。
三
小
袖

。
二
小
袖
を
含
む
大

変
豪
華
な
装
束
で
あ
り
、
し
か
も
、
雅
忠
に
よ
る

「
な
べ
て
な
ら
ず
色

も
に
お
い
も
み
ゆ
る
は
」
と
い
う
評
ま
で
付
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

唐
衣
の
色
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
装
束
が
東
二
条
院

か
ら
の
三
衣
制
限
以
前
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

二
条
の
唐
衣
の
色
は
、
東
二
条
院
に
よ
っ
て
三
衣
を
制
限
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
重
要
度
を
増
す
。
こ
の
雪
の
曙
か
ら
贈
ら
れ
た
装
束
を
記
す
時

点

で
は
唐
衣
の
色
の
重
要
度
が
低
か

っ
た
た
め
に
、
作
者
は
描
か
な

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
二
条
が
女
房
と
し
て
の
地
位
を
失
う
、
東
二
条
院
の
第
二
の

書
状
に
よ
る
御
所
追
放
以
降
は
、
三
衣
や
唐
衣
の
色
の
描
か
れ
方
は
ど

う
な
る
だ
ろ
う
か
。

注
目
す
べ
き
は
、
御
所
追
放
以
降
は
、
先
ほ
ど
の
表
の
ラ
や
オ
に
あ



る
よ
う
に
、
三
衣
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
衣
は

御
所
追
放
以
前
の
、
皇
族
で
あ
る
斎
宮
と
同
等
の
優
遇
装
束
の
着
用
を

示
す
と
い
う
役
割
と
は
異
な
り
、
御
所
か
ら
遠
く
離
れ
た
存
在
で
あ
る

こ
と
を
示
す
役
割
を
持

つ
。
作
者
は
、
後
深
草
院
御
所
と
二
条
と
の
距

離
を
よ
り
明
確
に
書
き
記
す
た
め
、
二
条
の
三
衣
着
用
を
描
く
の
で
あ

Ｚつ
。そ

し
て
、
東
二
条
院
に
よ
る
三
衣
の
制
限
の
後
に
、
作
者
が
、
二
条

の
、
他
の
女
房
に
対
す
る
優
位
性
を
示
す
た
め
に
用
い
て
い
た
禁
色
の

唐
衣
を
、
初
め
て
二
条
以
外
の
女
性
で
あ
る
大
宮
院
の
女
房
達
も
着
用

す
る
装
束
と
し
て
描
く
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
二
条
に
の
み
禁
色
の

唐
衣
着
用
の
記
述
を
し
、
他
の
女
房
達
と
の
差
異
化
を
行

つ
て
い
た
追

放
以
前
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
る
手
法
で
あ
る
。

作
者
は
、
後
深
草
院
御
所
を
追
放
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
二
条
を
強

調
し
な
が
ら
描
い
て
い
る
た
め
、
女
房
と
し
て
の
優
遇
を
示
す
禁
色
の

唐
衣
を
記
す
必
要
が
な
く
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
深
草
院
御
所
を

追
放
さ
れ
所
属
を
失

っ
た
状
態
で
あ
る
の
で
、
女
房
と
し
て
の
優
位
性

を
示
す
唐
衣
の
色
は
重
要
で
は
な
く
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
赤
色
と
同

じ
く
禁
色
の
、
青
色
の
唐
衣
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
の
二
条
の

心
情
を
、
「
よ
ろ
づ
あ
ぢ
き
な
し
」
と
記
す
。
「
あ
ぢ
き
な
し
」
と
書
く

こ
と
に
よ
り
、
作
品
内
で
の
禁
色
の
唐
衣
が
持

つ
優
位
性
は
失
わ
れ
、

御
所
を
追
放
さ
れ
た
失
意
を
示
す
働
き
へ
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
作
者
は
東
二

条
院
の
書
状
と
装
東
描
写
を
関
連
さ
せ
て
描
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
第

一
の
書
状
以
前
で
は
、
前
斎
宮
と
二
条
の
装
束
を
同
じ

「
三
衣
」
に
す
る
こ
と
で
、
前
斎
宮
に
も
並
ぶ
装
束
を
着
用
し
て
い
た

と
い
う
二
条
の
優
遇
を
記
す
。
し
か
し
、
東
二
条
院
の
第

一
の
書
状
に

よ
り
、
そ
の
手
法
は
制
限
さ
れ
る
。
第

一
の
書
状
の
後
は
、
三
衣
の
代

わ
り
に
数
衣
や
禁
色
の
唐
衣
に
よ

っ
て
、
他
の
女
房
に
対
す
る
二
条
の

装
束
の
優
位
性
を
示
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
第
二
の
書
状
に
よ
つ
て
二
条
が
御
所
を
追
放
さ
れ
た
後
は

そ
の
手
法
は
更
な
る
変
化
を
起
こ
す
。
そ
れ
ま
で
の
他
の
女
性
に
対
す

る
優
位
性
で
は
な
く
、
後
深
草
院
の
も
と
を
追
放
さ
れ
た
失
意
を
示
す

よ
う
に
な
る
。
装
東
描
写
と
東
二
条
院
の
書
状
に
は
、
こ
の
よ
う
な
密

接
な
影
響
関
係
が
あ

っ
た
。

『
と
は
ず
が
た
り
』
を

「描
か
れ
た
作
品
」
と
し
て
読
む
に
あ
た

っ

て
、
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
装
束
描
写
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
繰
り
返
さ
れ
る
装
束
描
写
は
、
東
二
条
院
の
書
状
に
よ
つ
て

影
饗
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い
て
、
異
な
つ
た
役
割

へ
と
変

化
す
る
。
言
い
換
え
る
と
、
作
者
は
、
装
束
描
写
の
担
う
役
割
を
意
識

的
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
条
の
お
か
れ
て
い
る
立
場
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
、
装
束
を
め
ぐ
る
物
語
と

し
て
の
性
格
を
有
し
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
し
て
、
そ
の
装
東
描
写
に
制
限
を
与
え
、
変
化
さ
せ
る
の
が
、
東
二

条
院

の
書
状
な
の
で
あ
る
。

従
来
は
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
を
読
み
解
く
に
あ
た

っ
て
、
二
条
を

め
ぐ
る
男
性
達

に
視
線
が
集
ま
り
が
ち
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
東
二
条

院
は
、
二
条
と
の
直
接

の
交
流
が
描
か
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書

状
と
い
う
形

で
二
条

に
強
い
制
限
を
与
え
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
お

り
、
そ
の
存
在
が
作
品
に
与
え
る
影
響
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。

東
二
条
院

の
装
東
描
写
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
や
、
直
接

の
交
流
が
描

か
れ
な
い
こ
と
の
意
味

に

つ
い
て
の
考
察
は
、
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

※
　
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
本
文
は
、
三
角
洋

一
校
注
新
日
本
古
典
文
学
大
系

（岩
波
書
店

。
一
九
九
四
年
）
に
拠

っ
た
。
『
た
ま
き
は
る
』
も
同
書
に
拠
る
。

『増
鏡
』
は
井
上
宗
雄
校
注
講
談
社
学
術
文
庫

（講
談
社

。
一
九
八
三
年
）、

『雅
亮
装
束
抄
』
は
、
宇
都
宮
千
郁

「雅
亮
装
東
抄
考
証
―
高
倉
文
化
研
究

所
蔵
雅
亮
装
束
抄
の
出
現
を
中
心
と
し
て
―
付
翻
刻
」
「
中
古
文
学
』
５６
号

一
九
九
五
年
十

一
月
）
に
、
『女
官
飾
妙
』
は
群
書
類
従
第
八
琥

（続
群
書

類
従
完
成
会

・
一
九
三
二
年
）
に
拠

っ
て
い
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
傍

線

・
破
線

・
波
線
を
私
に
付
し
た
。

注（１
）辻
本
祐
成
氏
は
、
「同
時
代
文
学
の
中
の
と
は
ず
が
た
り
」
「
国
語
国
文
』

５８
‐
１
号

。
一
九
八
九
年

一
月
）
に
お
い
て
、
「鎌
倉
時
代
日
記
文
学
史
の

中
に
で
は
な
く
、
鎌
倉
時
代
物
語
文
学
史
の
中
に

『
と
は
ず
が
た
り
』
を
位

置
づ
け
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
松
村
雄
二
氏
も
、
「
日
記
と
物
語
の
間
―
仮
名
文
体
の
変
容
、
『
と

は
ず
が
た
り
』

へ
―
」
「
国
語
と
国
文
学
』
７８
‐
１
号

。
二
〇
〇

一
年

一

月
）
に
お
い
て
、
「事
実
を
裏
打
ち
と
す
る
点
で

一
方
で
は
ま
ぎ
れ
も
な
く

日
記
で
あ
り
な
が
ら
、　
一
方
で
は
許
さ
れ
る
か
ぎ
り
極
め
て
物
語
的
で
あ
ろ

う
と
し
、
そ
う
作
ら
れ
た
作
品
、
そ
れ
が

『
と
は
ず
が
た
り
』
の
実
際
な
の

で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（２
）
位
藤
邦
生
氏

「中
世
女
流
日
記
文
学
の
方
法
―
衣
裳
の
記
述
に
つ
い

て
―
」
「
中
世
文
学
研
究
』

一
〇
号

。
一
九
八
四
年
八
月
）
二
石
佐
美
代
子

氏

「『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
和
歌
表
現
―

「衣
」
を
め
ぐ
る
考
察
―
」

（女
流
日
記
文
学
講
座
第
五
巻

『
と
は
ず
が
た
り
　
中
世
女
流
日
記
文
学
の

世
界
』
勉
誠
社

・
一
九
九
〇
年
）
な
ど
の
御
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
。

他
に
も
、
様
々
な
注
釈
書
に
お
い
て
も
装
東
描
写
の
重
要
性
は
記
さ
れ
て

お
り
、
中
で
も
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
お
け
る
三
角
洋

一
氏
の

「
服
飾

関
係
語
要
覧
」
に
は
、
個
々
の
装
東
に
つ
い
て
の
詳
し
い
解
説
が
付
さ
れ
て

い
る
。

（３
）注
２
岩
佐
氏
論
文
に
同
じ

（４
）注
２
位
藤
氏
論
文
に
同
じ

（５
）
三
角
洋

一
「『
と
は
ず
が
た
り
』
の
東
二
条
院
の
書
状
」
（
論
集
日
記
文

学
の
地
平
』
二

一〇
〇
〇
年
二
月
）

（６
）
注
２
岩
佐
氏
論
文
に
同
じ

『
た
ま
き
は
る
』

（女
院
は
　
引
用
者
注
）
よ
き
ほ
ど
な
る
御
褻
な
り
に
て
、
常
に
出
で

さ
せ
お
は
し
ま
す
。
冬
は
二
重
織
物
の
二
つ
御
衣
な
ど
に
御
小
袴
、
夏

も
、
折
に
つ
け
た
る
生
絹
の
御
衣
ど
も
の
、
世
に
な
く
う
つ
く
し
き
に

て
ぞ
あ
り
し
。



『竹
む
き
が
記
』

竹
向
、
本
院
の
御
方
に
せ
ら
る
。
衣
架
の
御
服
、
御
狩
衣
香
の
練
う
す

物
、
綾
の
御
単
、
御
指
貫
、
下
の
御
袴
、
皆
具
也
。
御
檜
扇
、
御
帯
あ

り
。
女
院
の
御
方
、
小
御
所
。
三
御
衣
白
梅
の
二
重
織
物
、
八
重
桜
の

枝
を
う
ち
置
き
て
紫
の
薄
く
濃
く
を
織
る
。

『竹
む
き
が
記
』

女
房
の
装
東
、
元
三
の
程
は
物
具
な
る
べ
し
。
四
日
は
裸
衣
、
五
日
よ

り
は
内
／
ヽ
姿
に
て
、
薄
衣
ど
も
な
り
。
許
さ
れ
た
る
人
衣
な
る
べ
し
。

（７
）作
者
は
、
二
条
の
装
束
を
、
他
の
女
性
の
も
の
よ
り
優
れ
た
も
の
と
し
て

描
く
た
め
、
故
意
に
、
二
条
よ
り
も
身
分
の
高
い
女
性
の
装
束
を
描
か
な

か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
二
条
の
待
遇
に
つ
い
て

「女
御
参

り
の
儀
式
に
も
て
な
し
」
（巻

一
　

一
〓
一頁
）、
「人
の
み
な
、
女
院
の
御
同

車
と
申
候
な
り

（巻

一　
エハ
一
頁
）、
「
そ
の
身
を
こ
れ
に
て
、
女
院
も
て
な

し
て
、
露
顕
の
気
色
あ
り
て
」
（巻
三
　

一
〓
一七
頁
）
な
ど
、
記
す
場
面
が

見
ら
れ
、
二
条
の
待
遇
に
つ
い
て
、
女
御
や
女
院
に
近
い
も
の
で
あ

っ
た
と

記
そ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
は
、
今
後
、
考
察
し
て
い
き
た
い
。

（８
）注
２
位
藤
氏
論
文
に
同
じ

（９
）
管
見
の
限
り
、
二
衣
は

『
た
ま
き
は
る
』
以
前
に
は
用
例
が
見
ら
れ
な
い

装
東
で
あ
る
。
新
た
な
装
東
で
あ
る
た
め
に
、
「
う
ち
う
ち
姿
」
と
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
更
な
る
考
察
を
要
す
る
。

（１０
）
『
た
ま
き
は
る
』

湘
劇
則
、
初
め
の
日
、
み
な
紅
に
打
柳
の
表
着
、
囲
日
困
日
園
『
錦
の

島
招
り
、
こ
れ
も
確
か
に
は
お
ぼ
え
ず
。
中
日
、
三
日
な
ど
に
は
、
い

ま
だ
褻
な
り
に
て
、
「人
／
ヽ
の
参
る
、
た
れ
／
ヽ
」
な
ど
申
あ
り
か

れ
し
を
ぞ
見
し
。
三
条
殿
、
み
な
織
物
の
二
つ
色
、
紅
打
ち
、
紅
梅
の

表
着
、
囲
回
囲
同
国
閑
圏
□
］

玉
の
紐
と
か
や
。
父
の

一
食
精
進
を
し

て
、
腰
の
ゐ
ら
れ
た
り
け
る
を
、
し
ゐ
て
参
り
た
る
と
て
、
物
に
取
り

伝
ひ
て
通
ら
れ
し
を
見
し
か
ば
、
こ
ま
か
の
事
は
見
ず
。
中
日
、
果
て

の
日
、
さ
ほ
ど
に
も
え
見
ず
。
堀
川
殿
、
初
め
匂
ひ
尽
く
し
、
中
日
、

み
な
織
物
の
桜
、
囲
□
囲
困
□
閑
圏
日
］

玉
の
紐
、
三
日
、
何
も
み
な

紅
村
濃
、
表
着
、
唐
衣
に
、
「松
と
竹
と
の
末
の
世
を
」
な
ど
置
か
れ

た
り
。
又
こ
ま
か
に
見
ず
。
宣
旨
殿
の
妹
の
大
納
言
殿
、
薄
様
尽
く
し

と
か
や
聞
き
し
も
、
え
見
ず
。
内
侍
殿
、
見
ず
。
さ
ぶ
ら
ひ
に
は
、
み

な
候
き
。
細
ョ
団
ヽ
初
め
み
な
紅
、
柳
の
表
着
、
固
閣
口
開
園
圏
□
］

中
の
日
舞
の
装
東
、
三
日
、
柳
と
か
や
桜
と
か
や
、
こ
れ
も
こ
ま
か
に

は
見
ず
。
向
か
は
ぬ
人
は
、
風
流
ど
も
つ
や
／
ヽ
と
見
ず
。
伯
の
督
殿
、

初
め
み
な
紅
、
錦
の
表
着
、
固
園
下
錦
の
袴
、
中
の
日
桜
尽
く
し
と
か

や
、
果
て
も
お
ぼ
え
ず

〈後
略
〉

こ
の
よ
う
に
、
「冷
泉
殿

。
三
条
殿

・
堀
川
殿
」
が
、
赤
色
の
唐
衣
を
着

用
し
て
お
り
、
「新
三
位
殿

・
伯
の
督
殿
」
は
、
着
用
し
て
い
な
い
。

（１１
）
『
た
ま
き
は
る
』

近
く
候
し
人
、

三
条
殿
　
　
　
久
我
の
内
大
臣
の
娘
、
源
大
納
言
を
言
ひ
し
折
、
出
だ

し
立
て
て
参
ら
せ
ら
れ
た
り
け
る
。
ひ
せ
ゝ
と
か
や
聞

こ
え
し
。
母
は
竹
殿
と
ぞ
言
ふ
な
り
し
。

宣
旨
殿
　
　
　
上
西
門
院
よ
り
渡
り
て
、
も
と
は
高
倉
院
と
か
や
。
公

冷
泉
殿

堀
川
殿

新
大
納
言
殿

平
家
維
盛
の
妻

隆
の
宰
相
の
女
。

一
つ
御
腹
の
御
姉
。

顕
長
の
中
納
言
の
女
。
長
方
同
じ
腹
。

成
親
の
大
納
言
別
当
と
言
ひ
し
女
。
こ
の
京
極
殿
の
腹

な
り
。
十
二
三
に
て
召
さ
れ
て
、
二
三
年
ぞ
さ
ぶ
ら
は



れ
し
。
御
所
近
き
局
を
給
は
り
て
、
限
り
な
く
も
て
な

さ
せ
給
き
。

内
侍
殿
　
　
　
御
兄
人
の
時
忠
の
女
。
こ
の
人
／
ヽ
は
色
聴
り
た
り

〈中
略
〉

番
女
房
た
ち

御
匝
殿
　
　
　
花
園
左
大
臣
殿
の
御
女
、
西
の
御
方
の
妹
と
て
、
そ
れ

も
上
西
門
院
の
人
。

〈中
略
〉

民
部
卿
殿
　
　
顕
時
の
中
納
言
、
中
女
。
女
御
の
宣
旨
の
折
参
り
て
、

も
て
な
さ
れ
ま
い
ら
せ
け
る
ほ
ど
に
、
成
範
の
、
い
が

に
と
か
や
、
し
ば
し
引
き
入
れ
て
、
又
姉
参
り
て
、
今

参
り
と
て
、
三
河
限
り
な
く
も
て
な
し
し
ほ
ど
に
、
時

忠
の
上
に
な
り
に
き
。
ａ
Ｏ
本
へ
句
３
ロ
ロ
野
曇
騒
腎

〈中
略
〉

新
三
位
殿
　
　
隆
輔
の
三
位
の
女
。
声
、
見
目
よ
き
人
を
好
ま
せ
給
し

に
、
世
に
知
ら
ず
う
つ
く
し
と
聞
こ
へ
て
、
も
て
な
さ

れ
ま
い
ら
せ
き
。

伯
の
督
殿
　
　
顕
広
の
伯
の
女
。
帳
表
げ
に
て
、
色
聴
さ
れ
た
り
。

伯
の
督
殿
は
、
表
帳
女
王
で
あ
っ
た
た
め
、
色
を
聴
さ
れ
て
は
い
る
が
、
注

９
で
は
、
唐
衣
の
色
は
描
が
れ
て
い
な
い
。

（‐２
）
注
２
岩
佐
氏
論
文
に
同
じ

（
た
か
し
ま

。
あ
い
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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