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は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
で
は
、
斎
宮
女
御
と
弘
徽
殿
女
御
の
立
后
争
い
を
も

ほ
の
め
か
す
絵
合
の
催
し
が
描
か
れ
、
光
源
氏
の
後
見
す
る
斎
宮
女
御
の
勝
利

が
導
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
須
磨
・
明
石
か
ら
召
還
さ
れ
た
光
源
氏
の
栄
華
を
構

築
す
る
重
要
な
過
程
と
な
る
。
華
麗
な
行
事
と
、
権
力
を
め
ぐ
る
光
源
氏
方
と

権
中
納
言
方
の
拮
抗
が
印
象
的
な
こ
の
巻
だ
が
、
こ
こ
に
は
両
者
の
み
な
ら
ず

朱
雀
院
も
登
場
し
、
そ
の
存
在
巻
も
軽
ん
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
絵
合
巻
頭

は
斎
宮
女
御
の
冷
泉
帝
へ
の
入
内
か
ら
始
ま
り
、
か
つ
て
斎
宮
女
御
に
心
を
寄

せ
た
朱
雀
院
の
意
に
反
す
る
入
内
を
「
口
惜
し
く
」
思
し
め
す
朱
雀
院
が
描
か

れ
る
。
朱
雀
院
は
、
そ
の
後
も
絵
合
の
開
催
に
至
る
物
語
の
進
行
に
絡
ん
で
い

く
。
後
宮
を
あ
げ
て
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
る
行
事
を
描
く
な
か
に
、
賢
木
巻
の

場
面
を
呼
び
起
こ
し
な
が
ら
朱
雀
院
と
斎
宮
女
御
の
描
写
が
随
所
に
挟
ま
れ
て

い
る
。

本
稿
で
は
、
絵
合
と
い
う
華
麗
な
盛
儀
が
注
目
を
集
め
る
こ
の
巻
の
物
語
を
、

朱
雀
院
に
着
目
す
る
こ
と
か
ら
、
い
ま
一
度
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
呼
び
起
こ
さ
れ
る
賢
木
巻

絵
合
巻
の
朱
雀
院
の
描
写
を
た
ど
り
み
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
巻
頭
は
、

斎
宮
の
入
内
か
ら
始
ま
り
、
賢
木
巻
を
ふ
ま
え
た
朱
雀
院
の
描
写
と
な
っ
て
い

る）
1
（

。
前
斎
宮
の
御
参
り
の
こ
と
、
中
宮
の
御
心
に
入
れ
て
も
よ
ほ
し
き
こ
え
た

ま
ふ
、
こ
ま
か
な
る
御
と
ぶ
ら
ひ
ま
で
、
と
り
た
て
た
る
御
後
見
も
な
し

と
思
し
や
れ
ど
、
大
殿
は
、
院
に
聞
こ
し
め
さ
む
こ
と
を
憚
り
た
ま
ひ
て
、

二
条
院
に
渡
し
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
を
も
こ
の
度
は
思
し
と
ま
り
て
、
た

だ
知
ら
ず
顔
に
も
て
な
し
た
ま
へ
れ
ど
、
お
ほ
か
た
の
こ
と
ど
も
は
と
り

も
ち
て
親
め
き
き
こ
え
た
ま
ふ
。 

絵
合
巻　

三
六
九
頁

論　

文

『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
の
朱
雀
院

植
田
恭
代
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「
前
斎
宮
の
御
参
り
の
こ
と
」
と
、
ま
さ
に
前
斎
宮
の
冷
泉
後
宮
入
内
そ
の

も
の
か
ら
語
り
起
こ
さ
れ
、
そ
れ
が
藤
壺
の
強
い
意
向
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

る
。
藤
壺
は
、
す
で
に
中
宮
を
退
き
出
家
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ

え
て
威
厳
を
感
じ
さ
せ
る
「
中
宮
」
と
呼
ば
れ
る
。
澪
標
巻
を
受
け
て
、
こ
の

藤
壺
「
中
宮
」
の
意
向
と
そ
れ
に
跪
く
光
源
氏
の
思
惑
ゆ
え
に
前
斎
宮
が
冷
泉

後
宮
に
入
る
の
で
あ
れ
ば
、
斎
宮
の
母
故
六
条
御
息
所
の
遺
言
も
あ
り
光
源
氏

が
後
見
す
る
の
は
ご
く
自
然
な
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
描
か
れ

る
の
は
、
す
ん
な
り
と
は
動
け
ず
、
朱
雀
院
へ
の
申
し
訳
な
さ
を
感
じ
て
い
る

光
源
氏
で
あ
る
。
光
源
氏
が
朱
雀
院
の
心
中
を
慮
り
、
自
邸
の
二
条
院
に
前
斎

宮
を
移
す
こ
と
さ
え
思
い
と
ど
ま
る
と
示
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
冒
頭
部
分
で
あ

る
。華

麗
な
行
事
が
描
か
れ
る
こ
の
巻
は
、
一
方
で
、
賢
木
巻
の
伊
勢
下
向
場
面

を
呼
び
起
こ
し
、
冒
頭
か
ら
朱
雀
院
の
存
在
が
大
き
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
巻
で

も
あ
る
。

巻
頭
に
は
、
朱
雀
院
の
描
写
が
続
い
て
い
く
。

院
は
い
と
口
惜
し
く
思
し
め
せ
ど
、
人
わ
ろ
け
れ
ば
御
消
息
な
ど
絶
え
に

た
る
を
、
そ
の
日
に
な
り
て
、
え
な
ら
ぬ
御
よ
そ
ひ
ど
も
、
御
櫛
の
箱
、

う
ち
み
だ
り
の
箱
、
香
壺
の
箱
ど
も
世
の
常
な
ら
ず
、
く
さ
ぐ
さ
の
御
薫

物
ど
も
薫
衣
香
ま
た
な
き
さ
ま
に
、
百
歩
の
外
を
多
く
過
ぎ
匂
ふ
ま
で
、

心
こ
と
に
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま
へ
り
。 

絵
合
巻　

三
六
九
〜
三
七
○
頁

朱
雀
院
は
「
い
と
口
惜
し
く
」
思
う
。
し
か
し
、
入
内
当
日
に
は
、
装
束
に

加
え
て
御
櫛
の
箱
を
は
じ
め
と
し
た
調
度
品
を
格
別
に
整
え
て
贈
る
。
御
櫛
の

箱
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
は
、
賢
木
巻
の
伊
勢
下
向
の
際
に
描
か
れ
て
い
た
別
れ

の
櫛
の
儀
の
場
面
に
よ
る
。
続
く
部
分
に
は
、
御
櫛
の
箱
に
寄
せ
た
朱
雀
院
の

和
歌
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
光
源
氏
が
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
。

さ
し
櫛
の
箱
の
心
葉
に
、

わ
か
れ
路
に
添
へ
し
小
櫛
を
か
ご
と
に
て
は
る
け
き
仲
と
神
や
い
さ

め
し

大
臣
こ
れ
を
御
覧
じ
つ
け
て
、
思
し
め
ぐ
ら
す
に
、
い
と
か
た
じ
け
な
く

い
と
ほ
し
く
て
、
わ
が
御
心
の
な
ら
ひ
あ
や
に
く
な
る
身
を
つ
み
て
、
か

の
下
り
た
ま
ひ
し
ほ
ど
、
御
心
に
思
ほ
し
け
ん
こ
と
、
か
う
年
経
て
帰
り

た
ま
ひ
て
、
そ
の
御
心
ざ
し
を
も
遂
げ
た
ま
ふ
べ
き
ほ
ど
に
、
か
か
る
違

ひ
目
の
あ
る
を
い
か
に
思
す
ら
む
、
御
位
を
去
り
、
も
の
静
か
に
て
世
を

恨
め
し
と
や
思
す
ら
む
な
ど
、
我
に
な
り
て
心
動
く
べ
き
ふ
し
か
な
、
と

思
し
つ
づ
け
た
ま
ふ
に
、
い
と
ほ
し
く
、
何
に
か
く
あ
な
が
ち
な
る
こ
と

を
思
ひ
は
じ
め
て
、
心
苦
し
く
思
ほ
し
な
や
ま
す
ら
む
、
つ
ら
し
と
も
思

ひ
き
こ
え
し
か
ど
、
ま
た
な
つ
か
し
う
あ
は
れ
な
る
御
心
ば
へ
を
、
な
ど

思
ひ
乱
れ
た
ま
ひ
て
、
と
ば
か
り
う
ち
な
が
め
た
ま
へ
り
。

 

絵
合
巻　

三
七
○
〜
三
七
一
頁

朱
雀
院
の
一
首
は
、
伊
勢
下
向
時
の
別
れ
の
櫛
ゆ
え
に
結
ば
れ
ぬ
仲
と
神
が

決
め
た
の
か
と
い
う
。
こ
こ
に
至
り
、
賢
木
巻
の
伊
勢
下
向
の
場
面
と
絵
合
巻
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の
こ
の
場
面
が
見
合
う
。
斎
宮
入
内
に
落
胆
す
る
朱
雀
院
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す

源
氏
の
心
中
で
は
、
朱
雀
院
の
前
斎
宮
へ
の
執
心
に
対
す
る
懸
念
が
た
ど
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
前
斎
宮
の
入
内
は
「
か
か
る
違
ひ
目
」「
あ
な
が
ち

な
る
こ
と
」
と
表
さ
れ
る
。「
違
ひ
目
」
と
は
、
か
つ
て
『
源
氏
物
語
』
第
二

の
予
言
と
さ
れ
る
若
紫
巻
の
夢
合
わ
せ
で
光
源
氏
の
須
磨
流
謫
を
暗
示
し
た
表

現
で
も
あ
り
、
朱
雀
院
の
衝
撃
の
大
き
さ
が
表
さ
れ
て
い
る
。

周
囲
や
光
源
氏
に
促
さ
れ
て
の
前
斎
宮
の
返
歌
は
、
次
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
。

…
…
い
と
恥
づ
か
し
け
れ
ど
、
い
に
し
へ
思
し
出
づ
る
に
、
い
と
な
ま
め

き
き
よ
ら
に
て
、
い
み
じ
う
泣
き
た
ま
ひ
し
御
さ
ま
を
、
そ
こ
は
か
と
な

く
あ
は
れ
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
し
御
幼
心
も
た
だ
今
の
こ
と
と
お
ぼ

ゆ
る
に
、
故
御
息
所
の
御
事
な
ど
、
か
き
つ
ら
ね
あ
は
れ
に
思
さ
れ
て
、

た
だ
か
く
、

別
る
と
て
は
る
か
に
言
ひ
し
ひ
と
こ
と
も
か
へ
り
て
も
の
は
今
ぞ
か

な
し
き

と
ば
か
り
や
あ
り
け
む
。 

絵
合
巻　

三
七
一
〜
三
七
二
頁

前
斎
宮
の
回
想
と
し
て
、
美
し
い
姿
で
た
い
そ
う
お
泣
き
に
な
っ
た
朱
雀
院

の
様
子
を
感
慨
深
く
拝
見
し
た
自
身
の
幼
心
も
、
母
故
御
息
所
の
こ
と
も
思
い

出
さ
れ
て
い
く
。
前
斎
宮
の
心
中
を
通
し
て
、
ふ
た
た
び
伊
勢
下
向
の
場
面
が

よ
み
が
え
り
、
回
想
さ
れ
る
そ
の
折
の
ひ
と
こ
と
も
悲
し
い
と
い
う
返
歌
が
詠

ま
れ
る
。

続
く
部
分
で
は
、
朱
雀
院
の
美
し
い
姿
と
そ
れ
に
見
合
う
前
斎
宮
の
様
子
が

描
か
れ
る
。

院
の
御
あ
り
さ
ま
は
、
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
き
を
、
こ
の
御
け

は
ひ
も
似
げ
な
か
ら
ず
、
い
と
よ
き
御
あ
は
ひ
な
め
る
を
、
内
裏
は
ま
だ

い
と
い
は
け
な
く
お
は
し
ま
す
め
る
に
、
か
く
ひ
き
違
へ
き
こ
ゆ
る
を
、

人
知
れ
ず
も
の
し
と
や
思
す
ら
む
、
な
ど
憎
き
こ
と
を
さ
へ
思
し
や
り
て
、

胸
つ
ぶ
れ
た
ま
へ
ど
、
今
日
に
な
り
て
思
し
と
ど
む
べ
き
こ
と
に
し
あ
ら

ね
ば
、
事
ど
も
あ
る
べ
き
さ
ま
に
の
た
ま
ひ
お
き
て
、
睦
ま
し
う
思
す
修

理
宰
相
を
く
は
し
く
仕
う
ま
つ
る
べ
く
の
た
ま
ひ
て
、
内
裏
に
参
り
た
ま

ひ
ぬ
。 

絵
合
巻　

三
七
二
頁

二
人
は
「
い
と
よ
き
御
あ
は
ひ
な
め
る
」
と
表
さ
れ
、
ま
だ
幼
い
冷
泉
帝
の

方
が
不
釣
り
合
い
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
冷
泉
帝
に
入
内
さ

せ
る
藤
壺
と
光
源
氏
方
の
画
策
は
、「
か
く
ひ
き
違
へ
き
こ
ゆ
る
」
と
表
さ
れ
、

不
愉
快
に
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
朱
雀
院
へ
の
気
遣
い
が
描
か
れ
て
い
る
。

と
ど
め
ら
れ
な
い
事
態
の
な
か
で
、
朱
雀
院
に
対
す
る
光
源
氏
の
遠
慮
は
さ

ら
に
続
く
。

う
け
ば
り
た
る
親
ざ
ま
に
は
聞
こ
し
め
さ
れ
じ
と
院
を
つ
つ
み
き
こ
え
た

ま
ひ
て
、
御
と
ぶ
ら
ひ
ば
か
り
と
見
せ
た
ま
へ
り
。

 

絵
合
巻　

三
七
二
〜
三
七
三
頁
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賢
木
巻
の
櫛
の
箱
は
、
朱
雀
院
と
光
源
氏
の
対
面
場
面
で
も
ふ
た
た
び
話
題

に
の
ぼ
り
、
伊
勢
下
向
が
回
想
さ
れ
、
朱
雀
院
の
執
心
の
強
さ
を
物
語
る
。

院
に
は
、
か
の
櫛
の
箱
の
御
返
り
御
覧
ぜ
し
に
つ
け
て
も
、
御
心
離
れ
が

た
か
り
け
り
。
そ
の
こ
ろ
大
臣
の
参
り
た
ま
へ
る
に
、
御
物
語
こ
ま
や
か

な
り
。
事
の
つ
い
で
に
、
斎
宮
の
下
り
た
ま
ひ
し
こ
と
、
さ
き
ざ
き
も
の

た
ま
ひ
出
づ
れ
ば
、
聞
こ
え
出
で
た
ま
ひ
て
、
さ
思
ふ
心
な
む
あ
り
し
な

ど
は
え
あ
ら
は
し
た
ま
は
ず
。
大
臣
も
、
か
か
る
御
気
色
聞
き
顔
に
は
あ

ら
で
、
た
だ
い
か
が
思
し
た
る
と
ゆ
か
し
さ
に
、
と
か
う
か
の
御
事
を
の

た
ま
ひ
出
づ
る
に
、
あ
は
れ
な
る
御
気
色
あ
さ
は
か
な
ら
ず
見
ゆ
れ
ば
、

い
と
い
と
ほ
し
く
思
す
。 

絵
合
巻　

三
七
四
〜
三
七
五
頁

こ
の
よ
う
に
、
絵
合
巻
の
冒
頭
は
、
斎
宮
の
冷
泉
後
宮
入
内
を
描
く
が
、
物

語
は
賢
木
巻
を
呼
び
起
こ
し
、
朱
雀
院
の
存
在
を
知
ら
し
め
、
そ
の
意
に
反
し

て
「
横
車
」
と
も
い
う
べ
き
事
態
を
招
い
た
光
源
氏
の
朱
雀
院
へ
の
気
兼
ね
と

悩
ま
し
い
心
中
を
、
細
か
に
描
出
し
て
い
く
。

娘
の
立
后
に
絡
め
て
権
力
を
競
う
光
源
氏
と
権
中
納
言
の
拮
抗
を
描
く
の
み

な
ら
ず
、
こ
こ
に
朱
雀
院
が
入
り
込
み
、
そ
の
存
在
感
は
重
い
。
盛
儀
を
描
く

絵
合
巻
の
物
語
本
文
を
、
重
み
を
も
っ
て
描
か
れ
る
朱
雀
院
の
側
か
ら
、
い
ま

し
ば
ら
く
検
討
し
て
み
た
い
。

二
、
絵
合
巻
と
史
実

絵
合
巻
に
は
、
史
実
の
イ
メ
ー
ジ
が
濃
厚
に
漂
う
。
華
麗
な
絵
合
と
い
う
行

事
が
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
、
早
く
四
辻
善
成
『
河
海

抄
』
に
指
摘
さ
れ）

2
（

、
清
水
好
子
氏
の
丹
念
な
精
査
に
よ
っ
て
周
知
さ
れ
て
き
た）

3
（

。

女
房
や
装
束
の
描
写
に
よ
り
絵
合
巻
が
村
上
朝
の
史
実
に
お
け
る
盛
儀
を
彷
彿

と
さ
せ
る
の
は
揺
る
ぎ
な
い
事
実
で
あ
り
、
清
水
氏
以
降
も
言
及
が
重
ね
ら
れ
、

近
年
で
は
文
化
的
な
観
点
か
ら
も
着
目
さ
れ
て
い
る）

4
（

。
史
上
の
盛
儀
を
強
く
意

識
し
た
場
面
が
構
築
さ
れ
て
、
物
語
の
冷
泉
帝
と
史
実
の
村
上
天
皇
の
イ
メ
ー

ジ
が
見
合
い
、
冷
泉
帝
の
聖
代
を
印
象
づ
け
、
そ
う
し
た
行
事
を
支
え
る
光
源

氏
の
威
勢
を
象
徴
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
史
実
の
人
物
名
も
散
見
す
る
。
藤
壺
御
前
の
物
語
合
で

は
、
左
方
の
出
し
た
「
物
語
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹
取
の
翁
」
に
は
、「
絵

は
巨
勢
相
覧
、
手
は
紀
貫
之
書
け
り
」
と
絵
師
と
歌
人
の
実
名
が
あ
る
。
巨
勢

相
覧
は
、『
河
海
抄
』
で
は
一
説
と
し
て
巨
勢
金
岡
と
同
一
人
物
と
い
う
説
や

金
岡
よ
り
先
代
と
す
る
説
を
あ
げ
る
が）

5
（

、
一
条
兼
良
『
花
鳥
余
情
』
は
金
岡
の

子
と
し
、
金
岡
が
寛
平
の
時
の
人
で
あ
れ
ば
そ
の
子
は
紀
貫
之
と
同
時
代
と
し

て
、
延
喜
年
間
の
絵
師
を
考
え
る）

6
（

。
紀
貫
之
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
古
今
和

歌
集
』
の
編
者
で
醍
醐
朝
に
活
躍
し
た
歌
人
。
一
方
の
右
方
の
出
し
た
「
宇
津

保
の
俊
蔭
」
は
、「
絵
は
常
則
、
手
は
道
風
」
で
あ
り
、（
飛
鳥
部
）
常
則
は
、

須
磨
巻
に
「
こ
の
ご
ろ
上
手
に
す
め
る
千
枝
、
常
則
な
ど
」
と
あ
り
、
村
上
朝

に
活
躍
し
た
絵
師
で
あ
る）

7
（

。
ま
た
、（
小
野
）
道
風
は
藤
原
行
成
、
藤
原
佐
理
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と
と
も
に
あ
げ
ら
れ
る
三
蹟
の
一
人
で
、
そ
の
活
躍
は
村
上
朝
に
及
ぶ
。
こ
れ

ら
の
人
物
名
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
上
朝
の
盛
儀
を
意
識
し
て
描

か
れ
る
こ
の
絵
合
で
は
、
左
方
に
は
醍
醐
朝
の
印
象
が
漂
い
、
右
方
は
当
世
の

印
象
を
強
め
「
い
ま
め
か
し
」
と
表
さ
れ
る
そ
の
趣
向
と
見
合
う
。

史
上
の
人
物
名
が
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
朱
雀
院
の
登
場
場
面
も
例
外
で
は
な

い
。
朱
雀
院
は
斎
宮
女
御
の
冷
泉
後
宮
入
内
時
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
巻
の

中
心
と
な
る
絵
合
の
場
面
に
も
登
場
し
、
そ
の
描
写
の
な
か
で
史
実
の
イ
メ
ー

ジ
が
漂
う
。
藤
壺
御
前
の
物
語
合
で
決
着
が
つ
か
ず
帝
の
御
前
で
の
勝
負
と
な

り
、
そ
れ
を
き
い
た
朱
雀
院
も
絵
を
梅
壺
（
斎
宮
）
女
御
に
さ
し
あ
げ
る
場
面

で
あ
る
。

…
…
院
に
も
か
か
る
こ
と
聞
か
せ
た
ま
ひ
て
、
梅
壺
に
御
絵
ど
も
奉
ら
せ

た
ま
へ
り
。

　

年
の
内
の
節
会
ど
も
の
お
も
し
ろ
く
興
あ
る
を
、
昔
の
上
手
ど
も
の
と

り
ど
り
に
描
け
る
に
、
延
喜
の
御
手
づ
か
ら
事
の
心
書
か
せ
た
ま
へ
る
に
、

ま
た
わ
が
御
世
の
こ
と
も
描
か
せ
た
ま
へ
る
巻
に
、
か
の
斎
宮
の
下
り
た

ま
ひ
し
日
の
大
極
殿
の
儀
式
、
御
心
に
し
み
て
思
し
け
れ
ば
、
描
く
べ
き

や
う
く
は
し
く
仰
せ
ら
れ
て
、
公
茂
が
仕
う
ま
つ
れ
る
が
い
と
い
み
じ
き

を
奉
ら
せ
た
ま
へ
り
。
艶
に
透
き
た
る
沈
の
箱
に
、
同
じ
き
心
葉
の
さ
ま

な
ど
い
と
い
ま
め
か
し
。
御
消
息
は
た
だ
言
葉
に
て
、
院
の
殿
上
に
さ
ぶ

ら
ふ
左
近
中
将
を
御
使
に
て
あ
り
。 

絵
合
巻　

三
八
三
〜
三
八
四
頁

「
年
の
内
の
節
会
」
と
あ
る
の
は
、
一
年
の
節
会
を
昔
の
す
ぐ
れ
た
絵
師
た

ち
が
描
い
た
絵
に
「
延
喜
の
御
手
づ
か
ら
」
詞
書
を
書
い
た
醍
醐
天
皇
由
来
の

品
、
ま
た
絵
師
の
「
公
茂
」
は
巨
勢
公
茂
、『
河
海
抄
』
は
公
忠
の
子
で
金
岡

の
孫
と
す
る
が
異
議
も
あ
り
確
定
は
し
に
く
い
が）

8
（

、
先
に
『
竹
取
物
語
』
の
絵

を
描
い
た
巨
勢
相
覧
よ
り
時
代
が
く
だ
る
の
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
文
脈

に
よ
れ
ば
、
朱
雀
院
は
醍
醐
天
皇
宸
筆
の
品
を
受
け
継
い
で
所
持
し
、
さ
ら
に

自
身
在
位
中
の
こ
と
を
描
か
せ
る
。
と
り
わ
け
当
時
の
大
切
な
で
き
ご
と
と
と

し
て
心
に
深
く
刻
ま
れ
る
斎
宮
下
向
時
の
大
極
殿
の
儀
式
を
、
詳
し
く
指
図
し

て
当
代
の
絵
師
公
茂
に
描
か
せ
た
絵
を
さ
し
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
雀
院

が
醍
醐
天
皇
の
系
譜
に
連
な
り
、
朱
雀
院
の
御
代
の
象
徴
的
な
で
き
ご
と
と
し

て
斎
宮
下
向
時
の
別
れ
の
櫛
の
儀
が
あ
る
こ
と
を
、
絵
と
い
う
確
固
た
る
形
に

よ
っ
て
表
し
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
く
だ
り
の
末
尾
に
は
、「
院
の
御
絵
は
、

后
の
宮
よ
り
伝
は
り
て
、
あ
の
女
御
の
御
方
に
も
多
く
参
る
べ
し
。
尚
侍
の
君

も
、
か
や
う
の
御
好
ま
し
さ
は
人
に
す
ぐ
れ
て
、
を
か
し
き
さ
ま
に
と
り
な
し

つ
つ
集
め
た
ま
ふ
。」
と
あ
り
、
朱
雀
院
の
絵
は
、
母
弘
徽
殿
女
御
か
ら
伝
え

ら
れ
て
梅
壺
（
斎
宮
）
女
御
と
競
い
合
う
弘
徽
殿
女
御
に
も
伝
え
ら
れ
、
朧
月

夜
も
支
援
し
て
い
る
こ
と
が
添
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
朱
雀
院
は
自
ら
の

意
思
で
、
醍
醐
天
皇
由
来
の
絵
に
梅
壺
（
斎
宮
）
女
御
と
の
大
切
な
記
憶
を
刻

印
し
、
帝
王
の
正
当
な
系
譜
上
に
あ
る
自
身
の
御
代
を
か
た
ち
に
表
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

光
源
氏
方
と
権
中
納
言
方
の
拮
抗
に
目
が
向
け
ら
れ
が
ち
な
絵
合
巻
に
あ
っ

て
、
朱
雀
院
の
用
意
し
た
絵
も
、
た
だ
の
絵
で
は
あ
り
得
な
い
。
史
実
の
帝
の

系
譜
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
重
な
る
な
か
に
物
語
の
朱
雀
院
を
据
え
て
そ
の
正
当

性
を
印
象
づ
け
、
一
方
で
、
譲
位
後
も
心
に
別
れ
の
櫛
の
儀
が
深
く
刻
ま
れ
て
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い
る
朱
雀
院
像
を
描
く
。

絵
合
巻
に
お
け
る
朱
雀
院
は
、
た
だ
斎
宮
女
御
の
入
内
を
嘆
く
た
め
だ
け
に

登
場
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
史
実
の
イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
く
揺
曳
す
る
絵
合
巻

で
は
、
物
語
の
桐
壺
朝
に
醍
醐
朝
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
、
光
源
氏
の
後
見
す

る
冷
泉
朝
に
村
上
朝
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
は
ざ
ま
に

あ
る
朱
雀
院
も
ま
た
史
上
の
朱
雀
帝
と
見
合
う
。
物
語
は
、
そ
の
御
代
の
象
徴

的
な
記
憶
と
し
て
賢
木
巻
の
別
れ
の
櫛
の
儀
を
呼
び
起
こ
し
、
重
ね
て
強
調
す

る
。

三
、
史
実
の
朱
雀
院
と
斎
宮

絵
合
巻
の
朱
雀
院
の
登
場
場
面
の
前
提
と
な
り
、
繰
り
返
し
呼
び
起
こ
さ
れ

る
賢
木
巻
の
「
別
れ
の
櫛
の
儀
」
に
つ
い
て
、
い
ま
し
ば
ら
く
考
え
て
み
た
い
。

別
れ
の
櫛
の
儀
は
、
史
上
の
斎
宮
下
向
の
際
に
、
野
宮
を
出
た
の
ち
に
大
極

殿
で
行
わ
れ
る
儀
式
で
あ
り
、
斎
王
研
究
の
側
か
ら
も
、
所
京
子
氏
を
は
じ
め

と
し
て
詳
細
な
検
討
が
重
ね
ら
れ
そ
の
次
第
が
究
明
さ
れ
て
き
た）

9
（

。

い
ま
、
史
実
の
朱
雀
朝
に
注
目
し
て
み
る
と
、
そ
こ
で
斎
宮
と
な
っ
た
の
は
、

承
平
元
年
（
九
三
一
）
卜
定
の
雅
子
内
親
王
、
承
平
六
年
春
卜
定
の
斉
子
内
親

王
、
承
平
六
年
九
月
十
二
日
卜
定
の
徽
子
女
王
の
三
人
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、

徽
子
女
王
は
『
源
氏
物
語
』
の
側
か
ら
も
着
目
さ
れ
て
き
た
史
実
の
「
斎
宮
女

御
」
で
あ
る
。
徽
子
女
王
は
、
醍
醐
天
皇
第
四
皇
子
重
明
女
、
斎
宮
は
天
慶
八

年
（
九
四
五
）
正
月
十
八
日
退
下
、
天
暦
二
年
（
九
四
八
）
村
上
天
皇
に
入
内

し
翌
年
女
御
と
な
り
、「
承
香
殿
」
に
入
っ
た
が
「
斎
宮
女
御
」
の
呼
称
で
家

集
も
知
ら
れ
る
女
性
で
あ
る
。
村
上
天
皇
と
の
間
に
規
子
内
親
王
を
設
け
、
貞

元
二
年
（
九
七
七
）、
娘
の
伊
勢
下
向
に
同
行
し
た
。
前
例
を
み
な
い
こ
の
母

子
下
向
は
、『
源
氏
物
語
』
の
賢
木
巻
の
六
条
御
息
所
と
斎
宮
女
御
の
母
子
下

向
と
類
似
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た）
10
（

。
賢
木
巻
の
下
向
は
九
月
十
六
日
で

あ
り
、『
源
氏
物
語
』
の
斎
宮
下
向
が
こ
の
母
子
下
向
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
は

揺
ら
ぐ
ま
い
。
し
か
し
、
人
物
造
型
に
史
実
が
影
を
落
と
す
場
合
、
必
ず
し
も

一
人
の
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
の
は
、
光
源
氏
の
場
合
を
考
え
て
み

て
も
自
明
で
あ
ろ
う
。
な
に
よ
り
、「
斎
宮
女
御
」
と
し
て
は
、
娘
の
規
子
内

親
王
よ
り
村
上
天
皇
の
女
御
と
な
っ
た
母
の
徽
子
女
王
で
あ
る
。
絵
合
巻
で
は
、

そ
の
「
斎
宮
女
御
」
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
物
語
の
冷
泉
朝
に
史
実
の
村

上
朝
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
、
一
方
で
、「
斎
宮
女
御
」
徽
子
女
王
の
存
在
が

彷
彿
と
す
る
。
さ
ら
に
、
朱
雀
朝
の
斎
宮
下
向
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
母
の

徽
子
女
王
は
見
逃
せ
な
い
。
徽
子
女
王
は
、
早
く
別
れ
の
儀
の
記
録
が
知
ら
れ

る
斎
宮
で
も
あ
る
。
徽
子
女
王
の
斎
宮
下
向
に
つ
い
て
は
す
で
に
研
究
が
重
ね

ら
れ
て
い
る
が）
11
（

、
い
ま
あ
ら
た
め
て
そ
の
斎
宮
下
向
ま
で
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、

斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
の
は
前
述
の
と
お
り
承
平
六
年
（
九
三
六
）
九
月
十
二
日
、

雅
楽
寮
に
設
け
ら
れ
た
「
初
斎
院
」
に
入
っ
た
の
は
翌
年
七
月
十
三
日
、
同
年

九
月
二
十
七
日
に
野
宮
に
入
り
、
承
平
八
年
か
ら
改
元
さ
れ
た
天
慶
元
年

（
九
三
八
）
九
月
十
五
日
に
大
極
殿
（
八
省
院
）
で
の
儀
式
を
終
え
て
、
伊
勢

に
下
向
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
時
の
改
元
は
、
同
年
四
月
十
五
日
に
大
き

な
地
震
が
あ
り
そ
の
後
も
余
震
が
続
い
た
こ
と
、
世
を
騒
然
と
さ
せ
た
将
門
の

乱
の
た
め
で
あ
っ
た
と
、
諸
記
録
は
伝
え
る）
12
（

。

こ
の
不
穏
な
社
会
状
況
の
な
か
で
、
徽
子
女
王
の
斎
宮
下
向
は
準
備
が
進
め
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ら
れ
た
。
そ
の
下
向
直
前
の
櫛
の
儀
の
様
子
が
、『
本
朝
世
紀
』
に
記
さ
れ
て

い
る）
13
（

。天
慶
元
年
九
月
十
五
日
己
未
。
天
晴
。
今
日
。
斎
王
参
向
伊
勢
大
神
宮
。

御
名
徽
子
女
王
重
明
親
王
太
娘

也
。
於
二
帝
皇
一
姫
也
。
春
秋
十
歳
。…
…
略
…
…
天
皇
依
二
御
物
忌
一
不
二
出
御
一
。
然
而

事
依
レ
有
二
其
期
一
。
准
二
貞
観
三
年
括
子
斎
王
例
一
行
レ
之
。
大
納
言
平
伊

望
卿
進
二
八
省
院
一
。
撿
二
臨
所
之
事
一
。
就
二
昭
慶
門
東
廊
座
一
。
申
一
剋
。

太
政（
忠
平
）大
臣
参
入
。
就
一
昭
慶
門
内
東
廊
座
一
。
内
記
令
レ
覧
二
宣
命
一
了
後
。

太
政
大
臣
移
著
西
廊
外
休
息
所
一
。
戌
三
剋
。
斎
王
行
禊
之
事
了
。

こ
の
時
、
天
皇
は
物
忌
み
の
た
め
出
御
し
な
か
っ
た
。
続
く
記
述
に
よ
る
と
、

貞
観
三
年
の
括
子
内
親
王
の
例
に
准
じ
て
行
っ
て
い
る
。『
貞
信
公
記
』
に
は
、

「
依
御
物
忌
、
皇
帝
不
幸
。
仍
以
黄
楊
木
小
櫛
、
愚
加
斎
王
額
」
と
あ
り
、
帝

に
代
わ
り
徽
子
の
祖
父
で
あ
る
忠
平
が
別
れ
の
櫛
の
儀
を
代
行
し
た）
14
（

。

徽
子
内
親
王
の
斎
宮
下
向
は
、
四
月
の
大
地
震
と
そ
の
後
も
続
く
余
震
に
怯

え
、
将
門
の
乱
の
記
憶
も
さ
め
や
ら
ぬ
不
穏
な
状
況
下
で
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、

こ
の
時
、
八
省
院
に
お
け
る
別
れ
の
櫛
の
儀
は
物
忌
み
の
た
め
朱
雀
帝
が
出
御

せ
ず
、
太
政
大
臣
忠
平
が
代
行
し
た
。『
貞
信
公
記
』
で
は
こ
の
日
の
記
述
も

「
地
震
」
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
平
穏
で
順
調
な
斎
宮
下
向
と
は
い
い
が
た

い
の
が
、
徽
子
女
王
の
場
合
で
あ
っ
た
。

翻
っ
て
、
物
語
の
斎
宮
下
向
を
み
れ
ば
、
徽
子
女
王
と
は
設
定
が
異
な
る
。

史
実
の
朱
雀
帝
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
櫛
の
儀
が
賢
木
巻
で
描
か
れ
、
史

実
の
朱
雀
朝
と
異
な
る
場
面
が
朱
雀
院
と
斎
宮
の
要
を
為
す
記
憶
と
し
て
、
物

語
に
繰
り
返
し
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
史
実
の
斎
宮
女
御
を
強
く
意
識
し
つ
つ
、

そ
れ
を
こ
え
て
物
語
世
界
を
愛
情
深
く
生
き
る
朱
雀
院
と
斎
宮
女
御
が
造
型
さ

れ
て
い
る
。

四
、
物
語
世
界
の
朱
雀
院
と
斎
宮

絵
合
巻
で
は
、
物
語
歴
代
の
帝
が
史
実
の
帝
な
ら
び
に
そ
の
系
譜
と
見
合
う

よ
う
に
描
か
れ
、
一
方
で
、
史
実
で
は
帝
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
儀
が
朱

雀
院
の
大
切
な
記
憶
と
し
て
刻
印
さ
れ
る
。
譲
位
後
も
斎
宮
に
深
い
愛
情
を
か

け
、
冷
泉
後
宮
の
女
御
と
な
っ
た
い
ま
も
な
お
支
援
を
惜
し
ま
ぬ
朱
雀
院
が
い

る
。
祖
父
右
大
臣
や
母
弘
徽
殿
女
御
に
翻
弄
さ
れ
、
都
に
召
還
さ
れ
た
光
源
氏

が
栄
華
の
階
梯
を
歩
む
な
か
で
一
見
弱
い
印
象
さ
え
与
え
る
朱
雀
院
。
し
か
し
、

そ
の
朱
雀
院
は
、
絵
合
と
い
う
盛
儀
を
と
お
し
て
光
源
氏
方
が
勝
利
を
お
さ
め

る
絵
合
巻
で
、
帝
と
い
う
権
力
の
系
譜
に
確
か
に
連
な
り
、
愛
情
深
い
人
間
味

豊
か
な
上
皇
像
を
結
ぶ
。

絵
合
巻
の
研
究
の
嚆
矢
で
あ
る
前
述
の
清
水
好
子
氏
は
、
早
く
絵
合
場
面
の

本
文
に
は
引
歌
が
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
華
麗
な
盛
儀
の
場
面
を
中

心
と
す
る
こ
の
巻
は
、
歌
語
の
挟
ま
り
に
く
い
描
写
も
多
い
。
そ
う
し
た
な
か

で
も
、
朱
雀
院
な
ら
び
に
斎
宮
女
御
の
登
場
場
面
に
は
和
歌
が
あ
り
、
情
趣
を

深
め
る
。
絵
合
の
場
面
で
も
、
前
掲
の
引
用
部
分
の
あ
と
に
は
、
和
歌
の
や
り

と
り
が
続
い
て
い
た
。

か
の
大
極
殿
の
御
輿
寄
せ
た
る
所
の
神
々
し
き
に
、
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身
こ
そ
か
く
し
め
の
ほ
か
な
れ
そ
の
か
み
の
心
の
う
ち
を
忘
れ
し
も

せ
ず

と
の
み
あ
り
。
聞
こ
え
た
ま
は
ざ
ら
む
も
い
と
か
た
じ
け
な
け
れ
ば
、
苦

し
う
思
し
な
が
ら
、
昔
の
御
髪
ざ
し
の
端
を
い
さ
さ
か
折
り
て
、

し
め
の
う
ち
は
昔
に
あ
ら
ぬ
心
地
し
て
神
代
の
こ
と
も
今
ぞ
恋
し
き

と
て
、
縹
の
唐
の
紙
に
つ
つ
み
て
参
ら
せ
た
ま
ふ
。
御
使
ひ
の
禄
な
ど
い

と
な
ま
め
か
し
。

　

院
の
帝
御
覧
ず
る
に
、
限
り
な
く
あ
は
れ
と
思
す
に
ぞ
、
あ
り
し
世
を

取
り
返
さ
ま
ほ
し
く
思
ほ
し
け
る
。
大
臣
を
も
つ
ら
し
と
思
ひ
き
こ
え
さ

せ
た
ま
ひ
け
ん
か
し
、
過
ぎ
に
し
方
の
御
報
い
に
や
あ
り
け
む
。

 

絵
合
巻　

三
八
四
〜
三
八
五
頁

こ
こ
で
は
、
絵
を
め
ぐ
る
描
写
の
な
か
に
、「
し
め
の
ほ
か
」「
し
め
の
う
ち
」

を
詠
み
込
む
和
歌
が
は
さ
ま
れ
、
そ
れ
ら
は
斎
宮
下
向
時
の
別
れ
の
櫛
の
儀
を

呼
び
起
こ
す
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。「
し
め
の
ほ
か
」
は『
道
綱
母
集
』
七
、『
実

方
集
』
七
九
、『
和
泉
式
部
集
』
四
五
五
、『
和
泉
式
部
続
集
』
三
四
四
な
ど
に

用
例
が
確
認
で
き
、「
し
め
の
う
ち
」
は
『
金
葉
集
』（
二
度
本　

六
五
○
、　

三
奏
本　

六
四
二
）
が
早
い）
15
（

。
す
で
に
熟
し
て
い
る
伝
統
的
な
歌
語
で
は
な
く
、

む
し
ろ
近
し
い
印
象
の
あ
る
歌
語
を
用
い
た
歌
が
交
わ
さ
れ
る
。
朱
雀
院
の
和

歌
は
「
大
極
殿
の
神
輿
寄
せ
た
る
所
の
神
々
し
き
」
と
い
う
絵
に
書
か
れ
、
斎

宮
の
方
は
「
昔
の
御
髪
ざ
し
の
端
」
を
わ
ず
か
に
折
っ
て
書
か
れ
る
。
賢
木
巻

の
記
憶
を
共
通
の
基
底
と
し
て
、
絵
と
和
歌
の
情
趣
が
重
な
り
、
愛
情
深
く
情

趣
を
解
す
る
朱
雀
院
の
人
間
像
が
彷
彿
と
す
る
。

絵
合
巻
で
は
、
史
実
の
系
譜
の
イ
メ
ー
ジ
を
揺
曳
さ
せ
な
が
ら
、
帝
の
正
統

的
な
系
譜
に
あ
る
朱
雀
院
を
表
し
、
史
実
の
朱
雀
朝
で
は
徽
子
女
王
下
向
の
際

に
行
わ
れ
な
か
っ
た
別
れ
の
櫛
の
儀
を
、
物
語
の
朱
雀
朝
の
大
切
な
記
憶
と
し

て
刻
み
つ
け
て
い
く
。
光
源
氏
方
が
勝
利
を
お
さ
め
た
後
、
巻
末
に
朱
雀
院
は

登
場
せ
ず
物
語
は
光
源
氏
の
心
中
に
引
き
取
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
こ
に
至
る
物

語
に
朱
雀
院
は
こ
れ
ほ
ど
の
存
在
巻
を
も
っ
て
登
場
し
て
い
る
。
物
語
の
帝
と

し
て
弱
い
印
象
さ
え
あ
っ
た
朱
雀
院
が
、
権
力
を
競
う
光
源
氏
方
と
権
中
納
言

方
の
描
写
の
間
で
、
一
時
代
の
帝
と
し
て
の
存
在
感
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
、

同
時
に
愛
情
深
く
物
語
世
界
を
生
き
て
き
た
そ
の
半
生
と
人
物
像
が
描
き
出
さ

れ
て
い
る
。

の
ち
の
物
語
を
み
れ
ば
、
若
葉
巻
に
上
皇
の
存
在
感
が
示
さ
れ
、
柏
木
巻
で

は
思
い
が
け
ぬ
愛
娘
の
密
通
が
も
た
ら
す
出
家
に
、
娘
を
思
う
心
の
闇
に
く
れ

ま
ど
う
父
院
の
姿
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
に
先
が
け
て
絵
合
巻
の
朱
雀
院
が
あ
る
。

朱
雀
院
は
、
人
間
と
し
て
の
造
型
を
固
め
な
が
ら
、
光
源
氏
の
物
語
に
独
自
の

存
在
感
を
表
し
続
け
て
い
く
。

注（
１
）　
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
と
頁
数
は
、
す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

に
よ
る
。

（
2
）　

清
水
好
子
氏
は
「
絵
合
の
巻
の
考
察

│
附
、
海
抄
の
意
義

│
」『
源
氏
物
語
の
文

体
と
方
法
』  （
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
○
年
）
の
な
か
で
、
絵
合
巻
に
つ
い
て
、『
河

海
抄
』
以
前
の
古
注
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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（
3
）　

注
（
2
）
清
水
氏
文
献
。

（
4
）　

河
添
房
江
「
天
徳
内
裏
歌
合
か
ら
読
み
解
く
『
源
氏
物
語
』」『
源
氏
物
語
時
空
論
』（
東

京
大
学
出
版
会　

二
○
○
五
年
）。

（
5
）　
『
河
海
抄
』
は
「
一
説
云
巨
勢
金
岡
相
覧
同
人
也
云
　々

但
如
高
名
録
者
相
覧
猶
先
代
人

也
金
岡
は
仁
明
天
皇
御
時
人
也
」
と
す
る
。

（
6
）　
『
花
鳥
余
情
』
は
「
巨
勢
相
覧
者
金
岡
之
子
云
々
金
岡
寛
平
時
人
為
其
子
則
可
為
貫
之
同

時
人
」
と
す
る
。

（
7
）　
『
源
氏
物
語　

鑑
賞
と
基
礎
知
識　

絵
合
』（
至
文
堂　

二
○
○
二
年
）
所
収
「
相
覧
・

常
則
・
公
茂
」
に
詳
細
な
考
察
が
あ
る
。

（
8
）　

注（
7
）
文
献
で
は
、『
巨
勢
氏
系
図
』
の
混
乱
を
指
摘
し
、『
雅
兼
卿
記
』
や
『
古
今

著
聞
集
』
か
ら
相
覧
、
公
忠
、
公
茂
を
や
や
年
の
離
れ
た
兄
弟
と
す
る
。『
河
海
抄
』
が
親

子
と
す
る
事
情
は
さ
ら
に
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

（
9
）　

所
京
子
『
斎
王
の
歴
史
と
文
学
』（
国
書
刊
行
会　

二
○
○
○
年
）、
歴
史
・
文
学
双
方

か
ら
斎
宮
・
斎
院
に
つ
い
て
総
合
的
に
論
じ
た
後
藤
祥
子
編
『
王
朝
文
学
と
斎
宮
・
斎
院
』

（
竹
林
舎　

二
○
○
九
年
）
な
ど
。

（
10
）　

福
嶋
昭
治
「
斎
宮
群
行
の
道
」（
注
（
9
）
後
藤
祥
子
編
文
献
所
収
）
に
主
要
な
事
柄

が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）　

山
中
智
恵
子
『
斎
宮
女
御
徽
子
女
王
』（
大
和
書
房　

一
九
七
六
年
）、
清
水
好
子
「
斎

宮
女
御
徽
子
女
王
」『
王
朝
女
流
歌
人
抄
』（
新
潮
社　

一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
12
）　
『
日
本
紀
略
』
承
平
八
年
＝
天
慶
元
年
五
月
二
十
二
日
条
に
「
改
元
天
慶
元
年
一
。
依
二

厄
運
地
震
兵
革
之
慎
一
也
。」
と
あ
る
。

（
13
）　
『
本
朝
世
紀
』
の
本
文
引
用
は
、
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
る
。

（
14
）　
『
貞
信
公
記
』
の
本
文
引
用
は
、
大
日
本
古
記
録
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
15
）　
「
し
め
の
う
ち
」
と
「
し
め
の
ほ
か
」
の
用
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
本
文
引
用
は

新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。

し
め
の
う
ち
に
き
ね
の
お
と
こ
そ
き
こ
ゆ
な
れ

 

『
金
葉
集
』
二
度
本　

六
五
○
、
三
奏
本　

六
四
二

た
の
み
す
な
み
か
き
を
せ
ば
み
あ
ふ
ひ
ぐ
さ
し
め
の
ほ
か
に
も
あ
り
と
い
ふ
な
り

  

『
道
綱
母
集
』　

七

た
れ
な
ら
む
い
か
（
マ
マ
）で

の
も
り
に
こ
と
ゝ
と
は
む
し
め
の
ほ
か
に
て
わ
が
な
か
り
け
む

 

『
実
方
集
』　

七
九

ゆ
ふ
か
け
て
お
も
は
ざ
り
せ
ば
あ
ふ
ひ
ぐ
さ
し
め
の
ほ
か
に
ぞ
人
を
き
か
ま
し

 

『
和
泉
式
部
集
』　

四
五
五

か
ざ
せ
ど
も
か
ひ
な
き
物
は
お
の
が
ひ
く
し
め
の
外
な
る
あ
ふ
ひ
な
り
け
り

 

『
和
泉
式
部
続
集
』　

三
四
四


