
は
じ
め
に

平
安
貴
族
社
会
で
は
一
〇
世
紀
後
期
か
ら
一
一
世
紀
初
期
に
か
け
て
多
元
的
で
広

範
囲
な
相
互
依
存
関
係
が
本
格
的
に
展
開
し
、
院
政
期
に
な
る
と
制
度
的
に
定
着
し

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
筆
者
も
こ
れ
ま
で
行
列
を
素
材
と
し
て
摂
関
期
か
ら

院
政
期
に
か
け
て
の
貴
族
社
会
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た

(

�)

。
そ
の
結
果
、
一

〇
世
紀
後
半
以
降
の
平
安
貴
族
社
会
の
行
列
は
、
貴
族
社
会
内
部
で
日
常
的
に
構
成

さ
れ
る
社
会
的
関
係
に
よ
り
直
接
的
・
間
接
的
、
人
的
・
物
的
に
構
成
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
道
長
政
権
下
に
よ
り
強
化
さ
れ
、
院
政
期
に
は
上
皇

を
頂
点
と
し
た
政
治
秩
序
の
も
と
再
編
さ
れ
固
定
化
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

た
だ
し
行
列
を
準
備
段
階
か
ら
見
て
み
る
と
、
さ
ら
に
広
範
囲
に
わ
た
る
多
元
的

で
複
雑
な
関
係
に
あ
る
無
数
の
人
々
が
、
多
少
な
り
と
も
行
列
と
接
点
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
本
稿
で
は
行
列
を
め
ぐ
り
、
い
か
に
多
元
的
・
重
層
的
な
社
会

的
関
係
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
機
能
し
て
い
た
か
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
賀
茂
祭
・

春
日
祭
お
よ
び
賀
茂
・
石
清
水
臨
時
祭
等
の
祭
列
を
と
り
あ
げ
た
い
。
こ
れ
ら
の
祭

列
は
そ
れ
ぞ
れ
毎
年
同
時
期
に
、
ほ
ぼ
決
ま
っ
た
儀
式
次
第
に
則
り
、
同
規
模
で
同

じ
目
的
地
に
発
遣
さ
れ
る
た
め
、
比
較
検
討
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
今
回
史
料
と
し
て
、
古
記
録
・
古
文
書
・
儀
式
書
や
古
典
文
学
の
ほ
か
、

『

高
山
寺
本
古
往
来

(

�)』

及
び

『

明
衡
往
来

(

�)』

と
い
っ
た
古
往
来
を
利
用
す
る
。『

高
山

寺
本
古
往
来』

は
一
〇
世
紀
末
か
ら
一
一
世
紀
初
頭
の
事
実
を
反
映
し
て
い
る
と
い

わ
れ

(

５)

、『

明
衡
往
来』

(

雲
州
消
息
と
も)

は
藤
原
明
衡

(

九
八
九
〜
一
〇
六
六)

編

纂
と
さ
れ
る
。
と
も
に
実
際
に
往
復
し
た
書
状
を
収
集
し
た
も
の
で
、
貴
族
間
の
相

互
依
存
関
係
や
友
誼
関
係
に
基
づ
く
動
向
を
具
体
的
に
伝
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
第
一
章
で
祭
列
従
事
者
の
用
い
る
摺
袴
・
扇
・
車
と
い
っ
た
物
品

の
、
分
配
・
調
進
・
作
製
に
か
か
わ
る
社
会
的
関
係
つ
い
て
検
討
す
る
。
つ
づ
く
第

二
章
で
は
祭
列
に
関
す
る
古
往
来
を
手
が
か
り
に
、
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
私
的

な
交
流
に
つ
い
て
、
そ
の
範
囲
や
意
義
を
考
察
し
た
い
。
な
お
本
稿
の
目
的
は
社
会

的
関
係
の
解
明
で
あ
る
た
め
、
祭
祀
の
目
的
、
儀
式
次
第
、
国
家
財
政
と
の
関
わ
り

な
ど
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
い
限
り
触
れ
な
い
。

一

分
配
と
調
達

(

一)

摺
袴
に
つ
い
て

賀
茂
臨
時
祭
お
よ
び
石
清
水
臨
時
祭
は
天
皇
親
祭
で
あ
っ
た
た
め
、
祭
の
三
〇
日

前
、
御
前
に
お
い
て
舞
人
・
陪
従
と
と
も
に
装
束
調
進
者
も
定
め
ら
れ
た

(『

政
事

要
略』
巻
二
八
・
年
中
行
事
十
一
月
下
・
賀
茂
臨
時
祭
所
引

『

蔵
人
式』)

。
装
束
調

進
に
充
て
ら
れ
る
の
は
、｢

蔵
人
頭
於
二
御
前
一
定
二
使
以
下
装
束
人
々
事
一
、
女
御
・
更

衣
・
尚
侍
・

｣
(『

西
宮
記』

巻
六
・
賀
茂
臨
時
祭)

の
よ
う
に
女
御
以
下
の
女

官
お
よ
び
公
卿
で
あ
る
。
具
体
的
に
は

『

年
中
行
事
秘
抄』

二
月
の
寛
徳
三
年

(

永

( ) 平安貴族社会の祭列をめぐる社会的関係について (野田)1

典
侍
輪
転
当
レ

之
、
摺

袴
王
卿
以
下
逓
当
レ
之
、

野

田

有

紀

子

平
安
貴
族
社
会
の
祭
列
を
め
ぐ
る
社
会
的
関
係
に
つ
い
て
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承
元
年
、
一
〇
四
六)

二
月
一
九
日
付
石
清
水
臨
時
祭
定
文
書
様
に
よ
る
と
、
舞
人
・

陪
従
の
青
摺
袍
・
下
襲
・
表
袴
は
典
侍
と
掌
侍
を
、
摺
袴
は
内
大
臣
以
下
の
公
卿
を
、

合
袴
は
四
位
以
下
を
充
て
て
い
る

(

�)

。
装
束
の
材
料
は
蔵
人
所
か
ら
届
け
ら
れ
、
完
成

す
る
と
蔵
人
所
に
奉
ぜ
ら
れ
た
。
装
束
の
下
賜
や
出
立
儀
も
内
裏
御
前
で
行
わ
れ
た

(

�)

。

こ
れ
に
対
し
て
賀
茂
祭
と
春
日
祭
は
、
出
立
儀
や
還
饗
が
祭
使
父
な
ど
有
力
親
族

の
私
邸
で
な
さ
れ
る
。
舞
人
・
陪
従
装
束
の
手
配
も
祭
使
側
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
依

頼
さ
れ
た
側
も
完
成
し
た
装
束
を
そ
の
邸
に
送
っ
た

(

�)

。

こ
の
う
ち
舞
人
の
摺
袴
に
関
し
て
は
公
卿
・
殿
上
人

(

�)

な
ど
に
調
進
が
分
配
さ
れ
た
。

藤
原
実
資
が
摺
袴
を
遣
わ
し
た
の
は
、
賀
茂
祭
で
は
寛
和
元
年

(

九
八
五)

四
月
二

三
日

(

当
時
、
蔵
人
頭)

、
正
暦
四
年

(
九
九
三)

四
月
一
五
日

(

参
議)

、
寛
弘
二

年

(

一
〇
〇
五)

四
月
二
〇
日

(

権
大
納
言)
等
、
春
日
祭
で
は
永
祚
元
年

(

九
八

九)

一
一
月
六
日

(

蔵
人
頭)

、
万
寿
元
年

(

一
〇
二
四)

一
一
月
一
一
日

(

右
大

臣)

等
で
あ
り
、
殿
上
人
か
ら
大
臣
時
代
に
ま
で
渡
っ
て
い
る
。

な
お
時
代
は
下
る
が

『

十
二
月
往
来』

(

鎌
倉
初
期
成
立)
四
月
状
で
は
、
賀
茂

祭
使

｢

左
中
将｣

が
舞
人
摺
袴
調
進
を

｢

新
源
少
将｣

に
依
頼
し
て
い
る
。
平
安
時

代
に
も
こ
の
よ
う
な
消
息
で
依
頼
さ
れ
る
例
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

今
年
賀
茂
祭
使
可
二
懃
仕
一
候
也
。
舞
人
摺
袴
、
任
レ
例
調
給
候
哉
。
傍
将
雖
レ

多
、
有
二
此
旨
一
、
令
レ
申
候
也
。
子
細
期
二
見
参
之
次
一
耳
。
不
具
謹
言

四
月
五
日

左
中
将

謹
上

新
源
少
将
殿

右
は
祭
使
本
人
か
ら
依
頼
さ
れ
る
内
容
だ
が
、
祭
使
は
若
年
者
が
多
か
っ
た
た
め
、

そ
の
父
が
装
束
調
進
を
依
頼
し
、
完
成
し
た
装
束
も
祭
使
父
宛
に
送
ら
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た

(

�)

。
ま
た
祭
使
本
人
が
依
頼
す
る
形
を
取
っ
て
は
い
て
も
、
父
の
指
示
を
受

け
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
長
和
三
年
二
月
の
春
日
祭
で
は
近
衛
使
資
平
の
代
わ
り
に

養
父
実
資
が
奔
走
し
、｢

摺
袴
十
二
腰
事
、
以
二
資
平
一
令
レ
示
二
殿
上
人
一｣

と
殿

上
人
へ
の
摺
袴
分
配
を
資
平
に
指
示
し
た

(『

小
右
記』

一
月
二
九
日
条)

。

こ
う
し
た
場
合
、
返
却
も
父
親
が
担
う
例
が
あ
る
。
藤
原
宗
忠
は
息
男
宗
能
が
初

め
て
春
日
祭
と
な
っ
た
嘉
承
元
年

(

一
一
〇
六)

一
一
月
、｢

参
二
殿
下
一
、
返
二
上

祭
使
間
借
給
物
具
一
、
恐
悦
之
由
言
上
了｣

(

一
〇
日
条)

の
ご
と
く
関
白
忠
実
に

物
具
を
返
却
し
礼
を
述
べ
た
。
な
お
こ
の
時
宗
忠
は
摺
袴
を
送
っ
て
き
た
一
二
名
と
、

了
承
し
な
が
ら
触
穢
等
の
理
由
で
送
っ
て
こ
な
か
っ
た
六
名
の
名
を
、｢

共
人｣

｢

恪

勤
者｣

｢

諸
国
諸
課｣

と
と
も
に
書
き
留
め
て
い
る

(『

中
右
記』

嘉
承
元
年
一
一
月

九
日
条)

。
宗
能
が
永
久
二
年

(

一
一
一
四)

一
〇
月
に
春
日
祭
使
を
務
め
た
際
も
、

宗
忠
は

｢

送
二
摺
袴
一
人
々｣

を
列
記
し
た

(

�)
(

三
〇
日
・
一
一
月
二
日
条)

。
父
親
に

よ
り
貴
族
社
会
内
の
相
互
依
存
関
係
の
再
確
認
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
賀
茂
・
石
清
水
臨
時
祭
お
よ
び
賀
茂
祭
・
春
日
祭
で
は
摺
袴
な
ど
の

衣
装
を
摂
関
・
公
卿
・
殿
上
人
な
ど
に
申
請
も
し
く
は
分
配
し
た
。
で
は
依
頼
さ
れ

た
側
は
装
束
を
ど
の
よ
う
に
作
製
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
貴
族
邸
で
は
装
束
作

製
作
業
の
う
ち
、
裁
縫
と
染
色
は
女
性
の
手
に
よ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。『

明
衡
往

来』

第
二
〇
状
返
状
で
は
右
大
臣
か
ら
五
節
童
女
装
束
調
進
を
命
ぜ
ら
れ
た
丹
波
守

が
、
裲
襠

(

こ
こ
で
は
童
女
の
汗
衫)

の
規
格
を
知
ら
な
い
女
工

(

�)

の
た
め
に
見
本
を

送
っ
て
く
れ
る
よ
う
頼
ん
で
お
り
、
こ
の
女
工
が
裲
襠
の
裁
縫
を
手
が
け
た
と
思
わ

れ
る
。

請
二
舞
姫
童
女
装
束
一
事

右
随
二
仰
旨
一
可
二
勤
仕
一
之
由
、
可
レ
被
二
洩
申
一
也
。
裲
襠
、
新
可
レ
調
歟
。

女
工
不
レ
知
二
案
内
一
。
可
レ
給
二
本
様
一
也
。
言
上
如
レ
件

廼
剋

丹
波
守

時
代
は
下
る
が
建
永
元
年

(

一
二
〇
六)

、
賀
茂
祭
近
衛
使
藤
原
公
俊
か
ら
舞
人

半
臂
と
下
襲
を
申
請
さ
れ
た
関
白
家
実
は

｢

家
納
殿｣

に
裁
縫
さ
せ
た
が
、
こ
こ
に

縫
製
に
携
わ
る
女
性
が
所
属
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

(『

猪
隈
関
白
記』

四
月
二
一
日

条)

。

『

落
窪
物
語』

(

一
条
朝
初
成
立)

に
は
賀
茂
臨
時
祭
舞
人
と
な
っ
た
蔵
人
少
将
の
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装
束
を
妻
の
実
家
が
用
意
す
る
に
あ
た
り
、
落
窪
に
縫
わ
せ
る
く
だ
り
が
あ
る

(

	)

。

ほ
ど
は
十
一
月
二
十
三
日
の
ほ
ど
な
り
。
三
の
君
の
夫
の
蔵
人
の
少
将
、
に
は

か
に
臨
時
の
祭
の
舞
人
に
さ
さ
れ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
北
の
方
、
手
惑
ひ
し
た
ま

ふ
。
あ
こ
ぎ
、｢

論

な

う

(

言
う
ま
で
も
な
く)

御
縫
物
も
て
来
な
む
も
の
ぞ｣

と
胸
つ
ぶ
る
る

も
し
る
く
、
表
の
袴
裁
ち
て
、｢『

こ
れ
、
た
だ
今
縫
は
せ
た
ま
へ
。
御
縫

(

こ
の
他

物

出

で

来

な

む

に
も
お
縫
物
が
き
っ
と
出
て
来
る
で
し
ょ
う)』

と
聞
こ
え
た
ま
ふ

(

と
北
の
方
が
仰
せ
ら
れ
ま
す)｣

と

言

ふ

(

と
使
い
が
来
て
言
っ
た)

。(

中
略)

下
襲
裁
ち
て
、
持

て

い

ま

(

北
の
方
自
身
で
持
っ
て
い

し

た

れ

ば

ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で)

、
お
ど
ろ
き
て
、
几
帳
の
外

に
出
で
ぬ
。
見
れ
ば
、
表
の
袴
も
縫
は
で
置
き
た
り
。(

中
略)

袍
裁
ち
お
こ
せ
た
り

(

北
の
方
が
袍
を
裁
っ
て
よ
こ
し
た)

。

(『

落
窪
物
語』

巻
一)

こ
こ
で
落
窪
が
縫
わ
さ
れ
た
の
は

｢

表
袴｣

｢
下
襲｣

｢

袍｣

で
、
巻
二
に

｢

少
将

の
笛
の
袋｣

も
見
え
る
。
こ
の
う
ち
表
袴
と
下
襲
は

『
西
宮
記』

時
点
で
朝
廷
か
ら

女
官
や
公
卿
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
て
、
舞
人
側
で
用
意
す
る
こ
と
は
な
い
。『

落

窪
物
語』

の
記
述
は
物
語
と
し
て
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
伴
う
に
せ
よ
、
装
束
の
縫
製

に
は
家
中
の
縫
い
物
が
得
意
な
女
性
が
従
事
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う

(


)

。
た
だ

し
表
袴
な
ど
の
生
地
を
裁
っ
た
の
は
北
の
方
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
祭
使
の
妻
の
母
で

あ
る
北
の
方
が
装
束
作
製
責
任
者
で
あ
り
、
生
地
裁
断
も
担
当
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
平
安
時
代
に
は
夫
の
装
束
の
裁
縫
や
染
色
が
妻
の
役
割
の
一
つ
で
あ
っ

た

(

�)

。
赤
染
衛
門
は
夫
大
江
匡
衡
の
装
束
を
縫
う
歌
を
詠
み

(『

赤
染
衛
門
集』)

、
藤

原
道
綱
母
も
夫
兼
家
か
ら
頼
ま
れ
て
装
束
を
縫
い
染
め
る

(『

蜻
蛉
日
記』)

。『

新
猿

楽
記』

(

一
一
世
紀
末
成
立)

に
よ
れ
ば
、
二
番
目
の
妻
は

｢

裁
縫
・
染
張
・
経
織

(

機
織)

・

續
紡

(

紡
績)

之
道｣

の
名
手
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
妻
た
ち
は
夫
の
装
束
だ
け
で
な
く
、

夫
に
分
配
さ
れ
た
装
束
も
縫
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
長
和
五
年
二
月
八
日
の
春
日
祭
の

当
日
、
参
議
藤
原
通
任
が

｢

妻
女｣

と
と
も
に
出
立
所
に
駆
け
つ
け
て
い
る
。

一
昨
祭

使

(

左
少
将
藤
原
兼
経)

従
二
大
納
言
道

綱

(

兼
経
父)

家
一
、
一
条
頼

光
家
、
出
立
。(

中
略)

摺
袴
二
腰

不
レ
足
、
仍
給
二
料
絹
一
、
出
立
。
其
後
修
理
大
夫
通
任
并
妻
女
御

(

藤
原
尊
子)

袴
持
来
、

然
而
不
レ
会
二
其
事
一
云
々
。
下
官
所
レ
送
之
袴
又
是
出
立
後
云
々
。

(『

小
右
記』

一
〇
日
条)

摺
袴
を
分
配
さ
れ
た
の
は
通
任
の
は
ず
だ
が
、
そ
の
妻

(

一
条
天
皇
女
御
で
あ
っ

た
藤
原
尊
子)

ま
で
一
緒
に
出
立
所
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
妻
が
摺

袴
縫
製
に
関
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仕
上
げ
が
間
に
合
わ
ず
、
車
内

で
縫
い
合
わ
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
摺
袴
に
は
木
型
を
用
い
て
摺
り
模
様
を
染
め
る
が
、『

拾
遺
和
歌
集』

巻
一

七
・
雑
秋
に
よ
れ
ば
、
東
宮
女
蔵
人
左
近

(

三
条
天
皇
東
宮
時
代
の
女
蔵
人
。
小
大

君)

が
祭
使
か
ら
袴
の
摺
染
め
を
依
頼
さ
れ
た
と
い
う
。

祭
の
使
に
ま
か
り
出
で
け
る
人
の
も
と
よ
り
、
す
り
袴
す
り
に
遣
は
し
け

る
を
、
遅
し
と
せ
め
け
れ
ば
、

東
宮
女
蔵
人
左
近

限
り
な
く
と
く
と
は
す
れ
ど
葦
引
の
山
井
の

(

で

き

る

限

り

急

い

で

仕

上

げ

よ

う

と

し

て

い

る

の

だ

が

、

山

井

の

水

は

猶

ぞ

こ

ほ

れ

る

水
は
い
よ
い
よ
凍
っ
て
し
ま
っ
て
、
山
藍
を
摺
り
染
め
す
る
こ
と
は
で
き
な
い)

こ
の

｢

祭｣

は
季
節
的
に
石
清
水
臨
時
祭
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
祭
使
が
摺
袴

を
作
製
す
る
こ
と
は
な
い
。
分
配
さ
れ
た
公
卿
か
ら
の
依
頼
か
。
ま
た
臨
時
祭
舞
人

は

｢

舞
人
、
竹
文
青
摺
袍
・
蒲
萄
染
下
襲
・
地
摺
袴｣

(『

政
事
要
略』

巻
二
八
・
年

中
行
事
十
一
月
下
・
賀
茂
臨
時
祭
所
引

『

蔵
人
式』)

と
見
え
る
よ
う
に
、
青
摺

(

山
藍
で
染
め
る)

で
な
く
、
地
摺

(

金
銀
泥
や
色
で
染
め
る)

の
袴
を
着
用
す
る

(

�)

。

な
お

『

小
大
君
集』

で
は
同
歌
の
詞
書
は

｢

源
宰
相
右
兵
衛
督

(

源

俊

賢

か

)

、
俄
に
小
忌
に
め
さ

れ
て
、
そ
の
青
ず
り
を
朝
の
ま
に
せ
め
ら
れ
て｣

と
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
の
小
忌
衣
の

青
摺
染
め
を
依
頼
さ
れ
た
と
あ
り
、

ま
た
返
歌
に

｢

袖
の
ほ
ど
ぞ

(

袖
の
あ
た
り
ま
で
う
ま
く

し

ら

る

る

染
ま
る
か
ど
う
か
思
い
や
ら
れ
る)｣

と
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
ち
ら
が
正
し
い
か
。
い
ず
れ

せ
よ
一
〇
世
紀
後
半
、
装
束
の
摺
染
め
を
女
性
に
依
頼
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分

か
る
。

た
だ
し
摺
袴
に
は
摺
り
模
様
を
染
め
付
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
摺
文
を
描
く
場
合

や
、
刺
繍
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
加
工
が
施
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
寛
弘
元
年

(

一
〇
〇
四)

二
月
五
日
春
日
祭
で
中
宮
彰
子
が
送
っ
た
摺
袴
に
は

｢

唐
綾
青
摺
文

( ) 平安貴族社会の祭列をめぐる社会的関係について (野田)3



縫｣
の
よ
う
に
刺
繍
が
あ
り

(『

御
堂
関
白
記』)

、
治
安
元
年

(

一
〇
二
一)

一
〇

月
二
九
日
春
日
祭
で
実
資
が
送
っ
た
摺
袴
に
も

｢

腰
繍｣

と
見
え
る
。
ま
た
寛
弘
二

年
三
月
八
日
の
中
宮
彰
子
大
原
野
行
啓
で
は

｢

舞
人
地
摺
袴
、
所
々
袴
尽
レ
善
尽
レ

美
、
以
二

金
銀
・
螺
鈿
・
金
繍
等
一

交
飾
、
或
有
二

五
重
綾
重
袴
等
一

、
華
美
不
レ

可
二
敢
云
一｣

(

以
上

『
小
右
記』)

の
よ
う
に
金
銀
・
螺
鈿
・
金
繍
で
飾
ら
れ
、
仁

平
元
年

(

一
一
五
一)
一
一
月
春
日
祭
で
美
福
門
院
が
送
っ
た
摺
袴
の
腰
に
も
螺
鈿

が
施
さ
れ
て
い
た

(『

台
記
別
記』

一
五
日
条)

。
時
代
は
下
る
が
建
仁
二
年

(

一
二

〇
二)

三
月
後
鳥
羽
上
皇
石
清
水
御
幸
に
際
し
、
右
大
臣
近
衛
家
実
が
奉
じ
た
摺
袴

は

｢

白
唐
綾
地
、
以
二
貴
丹
一
画
二
摺
袴
文
一
、
押
レ
薄
、
付
二
綾
張
裏
一
、
所
々
居
二

平
手
貝
一
、
股
立
津
加
利
用
レ
玉
、
腰
赤
地
錦
、
裏
中
倍
三
重
付
二
紅
匂
一
、
単
用
二

萌
木
唐
綾
一
、
并
五
重
也
、
腰
弘
三
寸
、
長
一
丈
、
玉
表
差
、
有
志
部
金

物
露
等
、
付
二

銀
梅
花
一

、
単
唐
綾
以
レ

泥
画
二

同
梅
花
一

久
々
利
、
白組
、
濃
色
三
倍
重

袴｣
(『

猪
隈
関
白
記』

二
五
日
条)

の
ご
と
く
豪
華
な
布
地
に
摺
文
を
貴
丹
で
描
き
、

箔
や
貝
や
玉
で
飾
り
、
銀
や
泥
絵
の
梅
花
を
施
す
と
い
う
凝
り
様
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
特
殊
加
工
に
つ
い
て
は
技
術
を
持
つ
専
門
職
人
に
任
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
。
寛
仁
元
年
九
月
二
日
、
実
資
は
大
殿
道
長
石
清
水
詣
の
舞
人
摺
袴
調
進
を
依
頼

さ
れ
た
が
、『

小
右
記』

二
〇
日
条
に

｢

明
後
日
料
地
摺
腰
、
従
二
去
十
七
日
一
、

以
二
政
俊
師
一
令
二
彩
色
一
、
唐
綾
模
綾
文
、
令
レ

絵
二

地
摺
模
体
一

、

与
二
政
俊
大
褂
一｣

、
二
一
日
条
に
は

｢

地

摺
袴
腰
、
唐
、
象
眼
、

藤
村
濃
、

以
二
致
光
一
令
レ
繍
、
今
日
持
来
、
給
二
疋
絹
一
。(

中
略)
明
日

大
殿
被
レ
参
二
石
清
水
一
之
�
人
袴
、
地
摺
、
唐
綾
、
久
々
り
、
堅
組
。
腰
象

眼
、
繍
レ

菊
、
染
藤
村
濃
。
三
重
袴
。

黄
昏
以
二
右
衛
門

権
佐
章
信

(

藤
原)

一
奉
レ
之｣

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
袴
は
画
師
で
あ
ろ
う
政
俊
に
彩
色
を
依

頼
し

(

画
師
に
つ
い
て
は
次
節)

、
腰
は
致
光

(

職
人
も
し
く
は
家
人
か)

に
刺
繍

を
命
じ
た
。
出
来
上
が
っ
て
き
た
袴
と
腰
と
を
、
お
そ
ら
く
実
資
邸
で
女
性
の
手
に

よ
り
縫
い
合
わ
せ
て
完
成
さ
せ
、
道
長
邸
へ
届
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
祭
で
用
い
る
摺
袴
な
ど
の
装
束
は
、
臨
時
祭
で
は
朝
廷
か
ら
直
接
、

賀
茂
祭
・
春
日
祭
で
は
祭
使
や
そ
の
父
が
、
摂
関
・
公
卿
・
殿
上
人
等
に
申
請
も
し

く
は
分
配
し
た
。
調
進
を
依
頼
さ
れ
た
側
は
裁
縫
・
染
色
は
妻
や
家
族
、
親
交
の
あ

る
女
性
、
女
房
・
女
工
に
委
ね
、
彩
色
等
の
特
殊
加
工
は
職
人
に
任
せ
た
の
で
あ
る
。

(

二)

賀
茂
祭
の
扇

賀
茂
祭
や
御
禊
に
お
い
て
斎
院
や
女
房
が
用
い
る
扇
は
、
摂
関
期
以
降
さ
ま
ざ
ま

な
と
こ
ろ
か
ら
送
ら
れ
た
。
寛
弘
元
年

(

一
〇
〇
四)

四
月
二
〇
日
賀
茂
祭
で
は
中

宮
彰
子
が
斎
院
に
扇
を
奉
じ
た

(『

御
堂
関
白
記』)

。
長
久
元
年

(

一
〇
四
〇)

に

は

｢

御
扇
一
枚
、
女
房
料
廿
枚
、
童
女
料
四
枚｣

が
内
裏
か
ら
送
ら
れ

(『

春
記』

四
月
二
二
日
条)

、
翌
年
は

｢

賀
茂
祭
斎
院
女
房
料
扇
於
二

於
作
物
所
一

令
レ

調
由

有
二
勅
命
一
也｣

(『

春
記』

三
月
二
二
日
条)

と
蔵
人
所
所
管
の
作
物
所
で
調
進
さ

れ
て
い
る
。

院
政
期
に
な
る
と
上
皇
・
天
皇
・
関
白
が
分
担
し
て
扇
を
調
進
す
る
よ
う
に
な
る
。

斎
王
の
持
つ
御
扇
は
上
皇
か
ら
、
女
房
扇
は
天
皇
か
ら
送
ら
れ
る
例
が
あ
り
、
寛
治

四
年

(

一
〇
九
〇)

御
禊
で
は

｢

自
二
上
皇

(

白
河)

一
被
レ
奉
二
御
扇
一
双
一
、

頃
而
自
レ

内
被
レ

奉
二

女
房
扇
廿
枚
・
童
女
扇
四
枚
一

、(

中
略)

以
二

蔵
人
右
少
将

俊
忠

(

藤
原)

一
為
二
勅
使
一｣

(『

中
右
記』

四
月
九
日
条)

と
あ
る
。

ま
た
御
禊
・
祭
日
・
還
立
で
分
け
る
場
合
も
あ
る
。
寛
治
七
年
は

｢

女
房
装
束

如
レ

昨
、
但
換
レ

扇
云
々
。
祭
日
扇
者
自
二

殿

下

(

関
白
師
実)

一

所
レ

令
レ

献
也
、
今
日
扇
被
レ

設
二
斎
王
方
一
云
々｣

(『

後
二
条
師
通
記』

四
月
一
六
日
条)

と
女
房
扇
の
う
ち
祭

日
の
扇
は
関
白
師
実
が
献
じ
、
還
立
日
の
扇
は
斎
院
側
で
準
備
し
た
。
大
治
四
年

(

一
一
二
九)

は

｢

扇
、
禊
日
・
祭
日
同
。

還
立
日
新
院
。

｣
(『

中
右
記』

四
月
二
五
日
条)

、｢

殿
上
人

斎
院
御
禊

(

祭
脱
カ)

日
女
房
扇
調
備
、
新
院

(

鳥
羽)

侍
臣
可
レ
進
二
還
御
一
之
由｣

(『

長

秋
記』

三
月
二
八
日
条)

の
ご
と
く
御
禊
と
祭
日
は
天
皇
側
、
還
立
は
新
院
側
の
殿

上
人
が
調
進
し
た
。
天
承
元
年

(

一
一
三
一)

は

｢

斎
院
并
女
房
扇
、
御
禊
冬
扇
、

内
殿
上
人
調
進
。
祭
日
蔵
人
所
白
褐
水
扇

(

�)

。
帰
日

院

(

鳥
羽)

殿
上
人
調
二

備
扇
一｣

(『

長

秋
記』

四
月
一
二
日
条)

と
あ
り
御
禊
は
内
殿
上
人
、
祭
日
は
蔵
人
所
、
還
立
は
院

殿
上
人
が
調
進
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
賀
茂
祭
で
斎
院
や
女
房
が
用
い
る
扇
は
、
斎
院
で
準
備
さ
れ
る
か
、
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以
二
右
少
将(

藤
原)

顕

実
朝
臣
一

為
二

御
使
一

、



天
皇
・
院
・
后
宮
・
関
白
が
分
担
し
て
送
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
こ
か
ら
殿
上
人
・

蔵
人
所
な
ど
に
分
配
し
て
調
進
さ
せ
て
い
た
。『

栄
花
物
語』

巻
三
一
・
殿
上
の
花

見
に
長
元
五
年

(

一
〇
三
二)

四
月
二
五
日
御
禊
に
際
し
て

｢

扇
な
ど
、
殿
上
人
、

心
ご
こ
ろ
に
つ
く
し
挑
む
べ
し｣

と
見
え
、『

朝
野
群
載』

巻
四
・
朝
儀
上
に
は
斎

院
女
房
扇
調
進
を
命
ぜ
ら
れ
た
左
少
将
有
家
と
内
蔵
頭
源
の
請
文
が
載
る

(

�)

。
四
月
中

酉
日
の
賀
茂
祭
も
し
く
は
数
日
前
の
御
禊
に
合
わ
せ
三
月
末
、
二
・
三
枚
ず
つ
分
配

さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

謹
請斎

院
女
房
扇
二
枚
事

右
臨
二
彼
期
一
、
可
レ
令
二
調
進
一
之
状
、
謹
所
レ
請
如
レ
件
。

三
月
廿
九
日

左
近
少
将
有
家
請
文

謹
請扇

三
枚
事

右
斎
院
女
房
料
者
、
重
服
者
其
憚
可
レ
候
歟
如
何
。
随
二
重
仰
一
、
可
二
進
上
一

之
状
。
謹
所
レ
請
如
レ
件
。

三
月
廿
九
日

内
蔵
頭
源
請
文

ま
た

『

狭
衣
物
語』

(

一
一
世
紀
後
半
成
立)

巻
四
に
は
、
狭
衣
帝
が
殿
上
人
と

蔵
人
に
扇
を
調
進
さ
せ
、
斎
院
に
届
け
る
く
だ
り
が
あ
る
。

大
方
の
殿
上
人
な
ど
の
し
つ
つ
、
あ
ま
た
参
ら
せ
し
扇
ど
も
は
さ
る
も
の
に
て
、

自
ら
の
御
料

(

斎
院
自
身
が
持
つ
扇)

な
ど
は
、
我
が
御
心
と
ど
め
て
せ
さ
せ
た
ま
ひ
つ
つ

(

狭
衣
帝
の
配
慮
の
う
え
に
作
ら
せ
な
さ
っ
て)

た
て
ま
つ

ら
せ
た
ま
ひ
し
を
の
み
、
持
た
せ
た
ま
へ
り
し
か
ば

(

斎
院
が
愛
用
な
さ
っ
て
い
た
の
で)

、
お
ほ
や
け
し
き
絵
所

(

宮

中

の

絵

所

)

な

ど
、
筆
あ
ら
あ
ら
し
き

(

通
り
一
遍
の
も
の)

に
は
あ
ら
で
、
さ
る
べ
き
蔵
人
ど
も
も
、
う
け
た
ま
は

り
て
、
日
ご
と
に
、
代
る
べ
き
女
房
の
料
ど
も

(

斎
院
女
房
の
持
つ
扇)

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
心
殊
に
せ

さ
せ
た
ま
ふ
さ
ま
、
め
で
た
し
な
ど
も
、
世
の
常
な
ら
ぬ
さ
ま
に
し
た
て
さ
せ

た
ま
ひ
て
、(

中
略)

御
使
は
五
位
の
蔵
人
に
や
あ
ら
ん
、

『

狭
衣
物
語』

作
者
と
考
え
ら
れ
る
六
条
斎
院
宣
旨

(

源
頼
国
女)

は
斎
院
�
子

内
親
王

(

後
朱
雀
皇
女)

に
仕
え
、
後
冷
泉
朝
前
半
期
の
斎
院
内
部
を
実
際
に
目
に

し
て
い
た
女
性
で
あ
る
。
そ
の
た
め

『

狭
衣
物
語』

は
斎
院
に
つ
い
て
の
描
写
に
詳

し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
の
く
だ
り
で
も

｢

日
ご
と
に
、
代
る
べ
き
女
房

の
料｣

と
御
禊
・
祭
日
・
還
立
で
女
房
扇
を
使
い
分
け
る
こ
と
や
、
五
位
蔵
人
を
使

と
し
て
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
、
古
記
録
の
記
載
と
も
一
致
し
て
お
り
、
実
際
の

賀
茂
祭
扇
調
進
の
状
況
に
即
し
た
記
述
で
あ
る
と
見
な
せ
よ
う

(

�)

。

ま
た
承
徳
元
年

(

一
〇
九
七)

四
月
に
は

｢

斎
院
女
房
扇
、
依
二
殿
下
仰
一
調
進
、

付
二
小
舎
人
吉
友
一
送
二
式
部
丞
蔵
人

(

藤

原

宗

仲

)

許
一
了｣

と
あ
り
、
関
白
師
通
の
仰
せ
に
よ
っ

て
内
蔵
頭
右
中
弁
藤
原
宗
忠
が
女
房
扇
を
調
進
し
て
い
る

(『

中
右
記』

一
四
日
条)

。

で
は
こ
う
し
た
扇
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
作
製
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
賀
茂
祭

で
用
い
ら
れ
た
扇
の
種
類
は
、｢

夏
扇｣

｢

冬
扇｣

(『

中
右
記』

長
承
元
年

(

一
一
三

二)

四
月
二
四
日
条)

、｢

水
入
冬
扇｣

(『

同』

天
永
二
年

(

一
一
一
一)

四
月
一
四

日
条)

、｢

三
十
五
枚
扇
、
銀
表
骨
、
面
各
四
季
絵｣

(『

長
秋
記』

長
承
二
年
四
月
一

八
日
条)

と
見
え
る
。
こ
の
う
ち

｢

冬
扇｣

と
は
桧
扇
の
こ
と
。｢

夏
扇｣

と
は
蝙

蝠
扇

(

�)

の
こ
と
で
、
桧
扇
の
骨
を
細
く
し
て
片
側
に
紙
を
張
っ
た
も
の
。｢

水
入
冬
扇｣

｢

銀
表
骨｣

は
桧
扇
の
一
種
で
、
両
端
の
表うわ
骨ぼね
が
金
属
製
で
銀
鍍
さ
れ
た
扇
と
い
う

(

	)

。

平
安
中
期
以
降
、
桧
扇
お
よ
び
蝙
蝠
扇
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
絵
や
文
字
が
描
か
れ
装

飾
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

(


)

。『

円
融
院
扇
合』

(

天
禄
四
年(

天
延
元
年
、
九
七
三))

に
は
赤
い
扇
面
に
住
吉
潟
を
描
き
和
歌
を
葦
手
絵
で
あ
し
ら
っ
た
扇
な
ど
が
登
場
す

る
。
一
条
朝
に
は
藤
原
行
成
ら
殿
上
人
が
扇
の
骨
に
蒔
絵
を
し
、
金
・
銀
・
沈
・
紫

壇
の
骨
に
象
眼
を
施
し
、
扇
面
に
日
本
全
国
の
歌
枕
の
風
景
や
和
歌
・
漢
詩
を
描
く

な
ど
し
て
趣
向
を
凝
ら
し
た
扇
を
天
皇
に
奉
じ
て
い
る

(『

大
鏡』

伊
尹)

。
貴
族
た

ち
の
間
で
も
長
保
元
年

(

九
九
九)

に

｢

一
、
応
二

重
禁
制
一

、
以
二

金
銀
薄
泥
一

画
二
扇
・
火
桶
一
及
六
位
用
二
螺
鈿
鞍
一
事｣

(『

新
抄
格
勅
符
抄』

巻
一
〇)

と
の
禁

制
が
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
金
銀
泥
で
彩
色
が
施
さ
れ
た
扇
が
盛
ん
に
使
用
さ
れ
て
い

た
。

( ) 平安貴族社会の祭列をめぐる社会的関係について (野田)5



長
承
二
年
賀
茂
祭
の
扇
に

｢

面
各
四
季
絵｣

が
描
か
れ
た
と
あ
る
が
、
賀
茂
祭
扇

の
調
進
を
命
ぜ
ら
れ
た
殿
上
人
た
ち
は
様
々
な
絵
や
細
工
を
施
し
て
献
上
し
た
。
た

だ
し

『

明
衡
往
来』

第
九
状
で
は
扇
絵
を
描
く
画
師
を
探
す
の
に
苦
心
し
て
い
る
。

賀
茂
祭
近
々
。
仍
昨
日
参
二

斎
院
一

、
扇
一
両
枚
可
二

調
奉
一

之
由
、
以
二

女

房
一
所
レ
被
二
伝
仰
一
也
。
不
レ
可
レ
及
二
外
聞
一
、
為
レ
思
二
事
縁
一
、
密
々
所
二

相
示
一
也
者
、
近
来
画
工
等
、
無
二
其
暇
一
云
々
。
以
二
卑
詞
一
雖
二
相
招
一
、
答

以
二
故
障
一
、
敢
無
二
承
引
一
。
偏
�
二
蜀
都

(

富
家)

之
賂
一
、
更
嫌
二
龍
洞

(

貧
家)

之
貧
一
。
其

理
可
レ
然
。
期
日
已
近
。
後

素

之

態

(
絵
の
仕
上
げ
を
す
る
こ
と)

、
殆
可
二
闕
怠
一
。
絵
師
某
、
候
二

殿
下
一
者
也
。
免
二

給
一
日
之
暇
一
乎
。
一
事
尤
要
須
也
。

枉
マ
ゲ
テ

垂
二
恩
容
一
。

不
宣
謹
言

四
月
十
四
日

兵
庫
頭
最
道

駿
河
前
司
殿

絵
師
某
事

右
件
男
、
従
二
竹
馬
之
時
一
、
住
二
家
中
一
者
也
。
而
習
二
丹
青

(
絵
画)

之
業
一
以
来
、

不
レ

致
二

朝
夕
之
恪
勤
一

、
或
為
二

権
門
一

蒙
二

其
譴
一

、
或
就
二

富
家
一

受
二

其

賄
一
。
彼
是
之
間
、
進
退
不
定
也
。
雖
レ
然
以
二
命
旨
一
可
二
召
仰
一
侍
。
只
今

尋
二
在
所
一
遣
レ
召
已
畢
。
可
二
申
承
一
事
等
、
積
而
如
レ
山
。
此
両
三
日
、
為
レ

労
二
小

恙

(

軽
い
病)

一
。
閑
二

居
蓬
戸
一
、
隔
二
面
談
一
之
故
、
蓄
懐
如
レ
此
而
已
。
事
々

不
二
委
聞
一
。
謹
言

輙
時

前
駿
河
守

こ
こ
で
は
兵
庫
頭
が
賀
茂
祭
間
際
に
急
遽
、
斎
院
か
ら
女
房
扇
献
上
を
仰
せ
つ
け

ら
れ
て
い
る
。
一
一
世
紀
に
は
賀
茂
祭
の
扇
は
、
天
皇
・
院
・
后
宮
・
関
白
な
ど
か

ら
届
け
ら
れ
る
か
、
斎
院
自
身
が
用
意
し
た
が
、
調
進
さ
れ
た
扇
の
数
が
何
ら
か
の

事
情
で
足
り
な
い
事
態
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
最
近
画
師
は
も
っ
ぱ

ら
富
家
の
仕
事
を
引
き
受
け
、
兵
庫
頭
の
よ
う
な
貧
家
か
ら
い
く
ら
懇
切
丁
寧
に
頼

ん
で
も
断
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。
そ
こ
で
兵
庫
頭
は
前
駿
河
守
邸
に
い
る
画
師
を

一
日
で
い
い
の
で
貸
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
に
は
画
所

(

�)

に
画
師
が
所
属
し
た
が
、
彼
ら
は
貴
族
の
依
頼
す
る
個
人
的

な
仕
事
も
し
た

(

�)

。
藤
原
実
資
は
治
安
三
年

(

一
〇
二
三)

八
月
四
日
に
念
誦
堂
東
廊

の
布
障
子
を
画
所
画
師
の
左
兵
衛
志
佐
太
良
親
に
描
か
せ
、
八
日
に
禄
を
与
え
て
い

る

(『

小
右
記』)

。
た
だ
し
画
所
所
属
の
画
師
以
外
に
も
、
他
官
職
を
有
す
る

｢

非

職
業
的
画
師

(

�)｣

が
多
数
存
在
し
て
い
た
。『

源
氏
物
語』

浮
舟
で
は
、
薫
が
浮
舟
を

迎
え
る
家
を
準
備
す
る
に
あ
た
り

｢

絵
師
ど
も
な
ど
も
、
御
随
身
ど
も
の
中
に
あ
る
、

睦
ま
し
き
殿
人
な
ど
を
選
り
て
、
さ
す
が
に
わ
ざ
と
な
む
せ

(

念
入
り
に
お
描
か
せ
に

さ
せ
た
ま
ふ

な
っ
て
お
ら
れ
ま
す)｣

の
ご

と
く
、
御
随
身
に
描
か
せ
た
。『

新
猿
楽
記』

に
は

｢

六
郎
冠
者
、
絵
師
長
者
也
。

墨
絵
・
綵
色
・
淡
・
作
絵
・
丹
調
・
山
水
・
野
水
・
屋
形
・
木
額
・
海
部
・
立
石
・

屏
風
・
障
子
・
軟
障
・
扇
絵
等
之
上
手
也｣

と
あ
り
、｢

絵
師
長
者｣

が
扇
絵
も
製

作
し
た
と
い
う

(

�)

。『

明
衡
往
来』

第
九
状

｢

絵
師｣

も
、
返
状
に
よ
る
と
お
そ
ら
く

画
所
に
所
属
せ
ず
、
専
ら
貴
族
邸
を
渡
り
歩
い
て
仕
事
を
請
け
負
っ
て
い
た
者
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
画
師
に
依
頼
す
る
に
は
仲
介
者
の
斡
旋
が
必
要
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
賀
茂
祭
の
扇
は
、
斎
院
自
身
が
準
備
す
る
か
、
天
皇
・
院
・
后
宮
・

関
白
が
分
担
し
て
送
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
殿
上
人
・
蔵
人
所
等
に
分
配
さ
れ
調
進
さ

せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
殿
上
人
は
画
師
に
扇
絵
を
描
か
せ
る
な
ど
趣
向
を
凝
ら
し
た

扇
を
献
上
し
た
が
、
知
人
に
画
師
斡
旋
を
頼
ま
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。

(

三)

女
使
の
車
に
つ
い
て

賀
茂
祭
の
行
列
に
は
斎
院
の
ほ
か
、
斎
院
に
仕
え
る
女
別
当
・
宣
旨
以
下
の
女
房
・

女
官
と
、
内
裏
か
ら
遣
わ
さ
れ
る
女
使

(

内
侍

(

典
侍
も
し
く
は
掌
侍)

・
命
婦
・

蔵
人)

な
ど
多
く
の
女
性
が
従
っ
た
。
こ
の
う
ち
斎
院
の
女
房
出
車
や
童
女
騎
馬
は

｢

出
車
定｣

｢

出
馬
定｣
に
よ
っ
て
公
卿
・
殿
上
人
に
分
配
さ
れ
た

(

�)

。
寛
弘
二
年

(

一

〇
〇
五)

四
月
の
賀
茂
祭
に
先
立
ち

｢

定
二

出
車
・
童
女
・
騎
馬
事
一

如
レ

例｣
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(『
小
右
記』

五
日
条)

と
見
え
、『

江
家
次
第』

巻
六
・
御
禊
前
駆
定
に
出
車
・
騎

馬
分
配
の
書
式
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
出
車
定
は

『

西
宮
記』

巻
八
・
入
野
宮

の
割
注
に

｢
入
二
諸
司
一
之
時
、
定
二
出
レ
車
人
一
云
々
、
近
代
入
二
野
宮
一
時
定｣

と

見
え
る
の
で
、
斎
院
御
禊
で
も
す
で
に
一
〇
世
紀
前
半
に
は
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

一
方
、
内
裏
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
女
使
に
つ
い
て
は
、『

貞
観
儀
式』

巻
一
・
賀
茂

祭
儀
で
は
蔵
人
・
命
婦
・
内
侍
の
順
に
斎
王
輿
の
前
に
騎
馬
で
従
っ
て
い
る
の
が
見

え
る
。
し
か
し
女
性
の
乗
車
が
広
ま
る
に
つ
れ

(

�)

、｢

典
侍
車｣

(『

貞
信
公
記』

承
平

元
年

(

九
三
一)

四
月
二
一
日
条)
と
い
っ
た
内
侍
乗
車
記
事
が
あ
ら
わ
れ
る
。
一

〇
世
紀
後
半
に
は
典
侍
一
行
の
過
差
が
問
題
と
な
り
、｢

車
勿
レ

過
二

五
両
一

、
騎

勿
レ
過
二
八
輩
一｣

と
出
車
や
騎
馬
の
数
が
制
限
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た

(『

政
事
要

略』

巻
七
〇
・
糺
弾
雑
事
、
永
祚
二
年

(

九
九
〇)
四
月
一
日
官
宣
旨)

。

た
だ
し
こ
う
し
た
内
侍
の
乗
車
は
当
初
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
延
喜
七

年

(

九
〇
七)

に
は

｢

召
二
男
女
使
飾
馬
一
覧
レ
之
云
々
。
使
内
侍
藤
原
長
子
、
令
レ

申
下
依
レ
病
不
レ
得
二
騎
馬
一
状
上
。
不
レ
許
云
々｣
(『

醍
醐
天
皇
御
記』

四
月
一
五
日

条)

と
あ
る
よ
う
に
病
で
も
乗
車
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
同
一
九
年
に
な
る
と

｢

使
掌
侍
守
子
、
申
下
有
レ
病
不
レ
堪
二
騎
馬
一
由
上
。
殊
許
二
乗
車
一｣

(『
同』

四
月

二
四
日
条)

の
ご
と
く
病
気
で
の
乗
車
は
許
可
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
延
長
七
年

(

九
二
九)

に
も

｢

内
侍
奏
二
可
レ
乗
レ
車
由
一｣

(『

西
宮
記』

巻
三
・
賀
茂
祭
事
所

引)

と
あ
り
、『

北
山
抄』

の
段
階
で
は

｢

掌
侍
供
奉
時
、
令
レ

奏
二

病
由
一

、
殊

有
二
勅
許
一
、
乗
車
也｣
(

巻
一
・
中
申
酉
日
賀
茂
祭
事)

の
よ
う
に
掌
侍
が
女
使
を

務
め
る
場
合
に
は
病
の
由
を
奏
し
て
勅
許
を
得
て
乗
車
す
る
例
と
な
っ
て
い
た
。
し

か
し

『

江
家
次
第』

巻
六
・
賀
茂
祭
使

｢

路
頭
次
第｣

に
は

｢

御
車
、
内
侍
車
、

近
代

在
レ

後

女
別
当
車
、
宣
旨
車
、
女
房
車
六
両
、
童
女
在
二

此
中
一

｣

と
、｢

近
代｣

は
内
侍
は
乗

車
し
て
斎
王
の
あ
と
に
従
う
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
当
時
は
す
で
に
乗
車
が
定
着
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る

(

	)

。

一
〇
世
紀
以
降
、
内
侍
が
乗
車
す
る
例
が
増
え
る
と
、
公
卿
が
車

(

内
侍
本
人
が

乗
用
す
る
車
、
お
よ
び
出
車)

や
牛
を
貸
す
記
事
が
現
れ
る
。｢

典
侍
許
金
作
二
車

并
一
車
料
牛｣
(『

御
堂
関
白
記』

寛
弘
元
年
四
月
二
〇
日
条)

、｢

祭
の
使
に
出
る
内

侍
の
御
車
聞
え
た
り
け
る
に

(

車
の
借
用
を
申
し
入
れ
て
き
た
の
で)｣

(『

公
任
集』)

等
と
あ
る
。
こ
う
し
た
車
は

｢

車

遣
二
使
典
侍
許
一
、
依
二
河
内
守
朝
臣

(

源

奉

職

カ

)

懇
切
触
示
一
也｣

(『

小
右
記』

寛
弘
二
年
四
月

二
〇
日)

、｢

予
依
二
典
侍
消
息
一
遣
レ
車｣

(『

同』

長
和
三
年
四
月
一
八
日
条)

の

よ
う
に
典
侍
か
ら
直
接
、
も
し
く
は
河
内
守
の
よ
う
な
仲
介
者
を
通
し
依
頼
さ
れ
た

(


)

。

た
だ
し
一
一
世
紀
半
ば
以
降
は
、
こ
う
し
た
車
は
朝
廷
が
集
め
る
よ
う
に
な
る
。

永
承
七
年

(

一
〇
五
二)

四
月
二
一
日
、
参
議
藤
原
資
房
に
宣
旨
が
下
り
、
内
侍
に

車
を
遣
わ
す
よ
う
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
翌
日
の
賀
茂
祭
当
日
に
は
父
権
中

納
言
資
平
に
も
使
が
派
遣
さ
れ
、
命
婦
に
車
を
遣
わ
す
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

去
夜
内
豎
称
二

宣
旨
一

来
仰
云
、｢

車
可
レ

遣
二

内
侍
許
一｣

者
、
令
レ

奏
二

車

不
レ
侯
之
由
一
了
。
近
来
作
法
公
家
召
レ
車
遣
二
女
房
許
一
、
是
古
今
未
聞
事
也
。

今
日
内
小
舎
人
来
仰
二
督
殿

(

資
平)

一
云
、｢

車
可
レ
遣
二
命
婦
許
一｣

者
、
即
被
レ
奉
了
。

内
々
命
云
、｢

車
是
内
侍
・
命
婦
内
々
借
求
者
也
。
公
家
更
不
レ
可
二
知
食
一
。

今
無
二
此
事
一
。
就
レ
中
吾
年
�
已
長
、
専
不
レ
可
レ
被
レ
仰
事
也
。
今
代
事
言

而
無
益
了
云
々
。
又
以
二
小
舎
人
一
被
レ
仰
事
奇
也｣(『

春
記』

四
月
二
二
日
条)

資
平
が
語
る
よ
う
に
、
従
来
、
車
は
女
使
か
ら
個
人
的
に
依
頼
し
て
借
り
求
め
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し

｢

近
来
作
法｣

は
朝
廷
か
ら
召
し
遣
わ
す
こ
と
に
な
っ
て

い
た
と
い
う
。
元
永
二
年

(

一
一
一
九)

に
も

｢

予
御
気
色
送
二
車
於
典
侍
許
一｣

(『

中
右
記』

四
月
二
二
日
条)

と
あ
る
。
ま
た
応
保
元
年

(

一
一
六
一)

に
は

｢

行

事
蔵
人
云
、
源
中
納
言

(

定

房

)

車
誤
遣
二
典
侍
宅
一
了
。
女
房
已
駕
レ
之
、
次
又
遣
二
新
大
納

(

藤

原

光

言頼)

車
一
之
処
、
申
二
余
剰
之
由
一
返
了
云
々
、
仍
命
婦
出
車
已
闕
如｣

(『

山
槐
記』

四
月
一
九
日
条)
の
ご
と
く
、
行
事
所
が
公
卿
か
ら
出
車
を
集
め
た
が
、
命
婦
宅
へ

送
る
べ
き
車
を
誤
っ
て
典
侍
宅
に
届
け
て
し
ま
っ
た
。
寛
喜
三
年

(

一
二
三
一)

に
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も
｢

出
車
十
両

公
卿
毛
車
、

皆
催
寄
、
分
二

遣
女
使
許
一
、
典
侍
・
命

婦
・
蔵
人｣

(『

民
経
記』

四
月
一
七
日

条)
と
あ
り
、
女
蔵
人
の
出
車
ま
で
公
卿
か
ら
集
め
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る

(

�)

。

従
来
、
女
使
か
ら
公
卿
ら
に
個
人
的
に
依
頼
し
て
い
た
の
は
、
も
と
も
と
女
使
は

騎
馬
で
従
う
の
が
原
則
だ
っ
た
こ
と
が
一
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。『

北
山
抄』

も

｢

掌
侍
は
病
の
場
合
に
限
り
乗
車
が
勅
許
さ
れ
る｣

と
注
記
す
る
。
そ
の
た
め
女
使

自
身
が

｢

内
々
に
借
り
求
め｣

た
の
だ
ろ
う
。
や
が
て
女
使
乗
車
が
通
例
と
な
る
と
、

斎
院
女
房
と
同
様
、
行
事
所
が
一
括
し
て
手
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で

『

高
山
寺
本
古
往
来』
第
五
一
状
に
賀
茂
祭
に
際
し
典
侍
の
も
と
へ
出

車
と
装
束
を
送
る
内
容
の
往
復
書
状
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
典
侍
か
ら
出
車
と
装
束
を

依
頼
さ
れ
た
人
物
が
、
手
元
に
然
る
べ
き
車
が
な
い
た
め
、
親
し
い
知
人
に
充
て
、

車
と
牛
を
典
侍
の
元
に
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
頼
ん
で
い
る
。

謹
言

今
年
賀
茂
祭
使
典
侍
、
必
可
レ

問
人
也
。
仍
出
車
并
装
束
等
、
可
レ

令
二
調
送
一
侍
。
而
弊
所
無
二
可
レ
然
車
一
、
思
煩
侍
。
御
車
加
レ
牛
被
二

労
イ
タ
ワ
リ

送
一
者
、
最
所
レ
仰
也
。
奉
レ
憑
二
親
昵
一
屡
達
二
少
事
一
、
悚
恐
甚
一
肘
千
廻
。

殊
賜
二
高
察
一
、
可
レ
被
二
恩
借
一
者
也
。
諸
事
期
二
面
拝
一
。
不
宣
謹
言

こ
の
よ
う
に
依
頼
さ
れ
た
車
や
牛
が
手
元
に
な
い
場
合
、
他
所
か
ら
調
達
し
て
献

じ
る
こ
と
は
、
当
時
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た

(

�)

。
典
侍
か
ら
直
接
依
頼
す
る
点
も
一

一
世
紀
前
期
以
前
の
状
況
と
合
致
す
る
。『

高
山
寺
本
古
往
来』

は
一
〇
世
紀
末
〜

一
一
世
紀
初
の
内
容
と
い
わ
れ
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
の
消
息
と
見
な
せ
よ
う
。

以
上
第
一
章
で
は
、
祭
列
従
事
者
が
用
い
る
装
束
・
扇
・
車
に
つ
い
て
、
そ
の
分

配
・
調
進
・
製
作
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
れ
ら
は
広
範
囲
で
多
元
的
・
重
層
的
な

社
会
的
関
係
を
駆
使
し
て
分
配
・
調
進
・
作
製
さ
れ
て
い
た
。
つ
づ
く
第
二
章
で
は

祭
列
に
関
す
る
古
往
来
を
手
が
か
り
と
し
て
、
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
私
的
な
交

流
に
つ
い
て
、
そ
の
範
囲
や
意
義
を
考
察
す
る
。

二

祭
列
を
め
ぐ
る
私
的
交
流
―
往
来
物
を
中
心
に
―

(

一)

祭
使
相
談
と
馬

賀
茂
・
石
清
水
臨
時
祭
お
よ
び
賀
茂
祭
・
春
日
祭
の
祭
使
は
任
命
の
知
ら
せ
を
受

け
た
あ
と
、
必
要
な
装
束
や
馬
・
馬
具
等
の
手
配
を
行
っ
た
。『

明
衡
往
来』

第
一

〇
三
状
で
は
、
二
月
某
日
に
春
日
祭
使
が
共
人
用
の
馬
を
陸
奥
守
に
依
頼
し
て
い
る
。

可
レ
借
二
給
細
馬
一
事

右
春
日
祭
使
、
可
二
勤
仕
一
侍
。
共
人
料
可
レ
入
之
馬
、
其
数
差
多
。
須
下
以
二

東
国
之
騏
驥

(

名
馬)

一
、

播
ホ
ド
コ
ス

中
南
京
之
面
目
上
也
。
謹
言

二
月

日

左
兵
衛
権
佐

陸
奥
守

(『

明
衡
往
来』

第
一
〇
三
状)

ま
た

『

十
二
月
往
来』

二
月
状
で
も
、
急
遽
春
日
祭
使
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た

左
少
将
が
、｢

供
人
料
馬
一
疋｣

を
貸
し
て
く
れ
る
よ
う
内
蔵
頭
に
依
頼
す
る

(

�)

。

た
だ
し
祭
使
と
し
て
の
準
備
は
、
祭
使
任
命
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
る
ば
か
り
で
は

な
く
、
中
将
・
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
時
点
で
す
で
に
始
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
暁
有
二

叩
レ

門
之
者
一

、
其
音
鼕

々

ト
ウ
ト
ウ
ト
シ
テ

、
残
夢
已
驚
。
開
レ

戸
問
レ

之
、

拾
遺

(

侍
従)

之
使
也
。
拝
二
親
衛
亜
将

(

近
衛
中
将)

一
之
由
、
所
レ
告
也
。
今
年
依
レ
少
二
闕
国
一
、

暫
被
二

優
恕
一

歟
。
自
身
雖
レ

悦
レ

心
、
僮
僕

(

従
者)

還

�
ヒ
ソ
ム

レ

眉
。
只
其
不
レ

愁
者
之

武
也
。
有
二
随
身
之
望
一
歟
。
春
日
祭
使
、
可
二
勤
仕
一
也
。
其
間
案
内
、
面
前

必
可
二
申
承
一
侍
。
為
レ
申
二
慶
賀
一
、
罷
出
之
間
、
事
々
不
レ
備
。
謹
言
。

正
月

日

左
近
衛
中
将

謹
上

源
中
将
殿

(『

明
衡
往
来』

第
三
四
状
表)

請
雑
事

一
昨
日
、
拝
二

除
左
親
衛
亜
相

(

左

近

中

将

)

一
。
羽
林
抄
暫
可
二
令
レ
見
給
一
也
。
賀
茂
祭
使

可
二
勤
仕
一
之
由
、
予
有
二
其
定
一
云
々
。
雲
珠
・
杏
葉

(

馬
の
尻
と
胸
の
飾
り)

従
レ
兼
可
レ
尽
二
風
流
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之
美
一
也
。
前
々
使
用
二
鏡
鞍
一
。
若
慣
二
彼
例
一
、
可
レ
申
二
事
之
由
一
歟
。
唐

鞍
慮
外
所
レ
候
也
。
可
レ
加
二
修
飾
一
侍
。

�
ク
チ
ト
リ

人
可
レ
申
二
博
陸

(

関
白)

殿
一
歟
。
将

可
レ
申
二
大
将
尊
閣
一
歟
。
雑
色
装
束
、
可
レ
用
二
一
色
一
歟
。
又
可
レ
令
レ
染
二

色
々
一
歟
。
如
レ
此
案
内
。
面
展
之
次
可
二
申
承
一
。
且
以
委
レ
之
。
頓
首
謹
言

三
月

日

左
近
中
将
源

謹
上

藤
宰
相
殿

(『

明
衡
往
来』

第
一
〇
九
状)

第
三
四
状
と
第
一
〇
九
状
は
、
近
衛
中
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
す
る
と
と

も
に
、｢

春
日
祭
使｣

｢

賀
茂
祭
使｣
を
務
め
る
こ
と
に
つ
い
て
も
相
談
し
て
い
る
。

第
三
四
状
は
正
月
の
日
付
で
あ
る
か
ら
二
月
の
春
日
祭
の
目
前
で
あ
り
、
第
一
〇
九

状
は
三
月
の
日
付
で
四
月
の
賀
茂
祭
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
近
衛
中
将
も
し

く
は
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
直
後
に
近
衛
使
を
務
め
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た

(

�)

。

第
一
〇
九
状
で
は
近
衛
使
経
験
者
で
あ
ろ
う
藤
宰
相
に
馬
具
・
随
員
・
衣
装
に
つ

い
て
の
問
い
合
わ
せ
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
�
を
関
白
と
大
将
の
ど
ち
ら
に
依
頼

す
る
か
を
相
談
し
て
い
る
が
、
実
際
に
長
和
二
年

(

一
〇
一
三)

四
月
二
四
日
に
左

近
少
将
藤
原
忠
経
が
祭
使
を
務
め
た
際
に
は
、
一
〇
日
に
右
大
将
実
資
が

｢

賀
茂
祭

使
借
二
黒
毛
馬
一
、
唐
鞍
馬
、
又
申
二
随
身
近
衛
元
武

(

紀

)

・
守
近

(

安
倍)

等
一
云
々
、
引
馬
・
�

料
歟｣

と
あ
り
、
ま
た
治
安
三
年

(

一
〇
二
三)

四
月
一
六
日
に
左
少
将
藤
原
資
房

が
祭
使
を
務
め
た
際
に
は

｢

舞
了
令
レ
引
二
唐
鞍
馬
一
、
関

白

(

頼
通)

馬
、
馬
副
八
人
相
従
、

右
近
府
生
公

忠

(

下
毛
野)

関
白
随
身
、
・
同
府
随
身
扶
武

(

高

)

余
随
身
、
等
為
レ

�｣
(『

小
右
記』)
と

あ
っ
て
、
賀
茂
祭
で
は
関
白
も
し
く
は
大
将
が
�
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
次
の
第
七
状
で
は
石
清
水
臨
時
祭
舞
人
右
近
将
監
が
馬
の
制
御
に
つ
い
て
前

飛
騨
守
に
助
力
を
請
い
、
前
飛
騨
守
は
当
日
出
立
所
に
参
入
す
る
こ
と
を
承
諾
す
る
。

謹
奉
二
尊
旨
一
、
惴
二
々
于
心
一
。
石
清
水
臨
時
祭
舞
人
、
已
有
二
其
闕
一
。
可
レ

勤
二
件
役
一
之
由
、
忽
有
二
綸
言
一
。
帯
剣
之
人

(

武

官

)

難
レ
申
二
故
障
一
。
然
而
素
無
二

拠
鞍

(

乗
馬)

之
勇
一
、
不
レ
便
二
騎
馬
之
事
一
。
就
レ
中
、
半
漢
逸
足

(

駿

馬

)

不
レ
能
二
控
御
一
、

兼
以
為
レ
恐
耳
。
出
立
之
所
可
レ

枉マク
二
花

軒

(

車
で
来
訪)

一
也
。
某
謹
言

三
月

日

右
近
将
監

飛
騨
前
司
殿

(『

明
衡
往
来』

第
七
状
表)

こ
こ
で
は
右
近
将
監
が
馬
の
扱
い
に
つ
い
て
不
安
を
感
じ
て
い
る
が
、
次
の
第
八

八
状
で
も
、
左
少
将
が
行
幸
従
駕
に
際
し
て
、
馬
の
扱
い
に
慣
れ
る
た
め
早
朝
に
貸

し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
い
る
。

請
二
案
内
一

右
明
日
行
幸
何
時
乎
、
馬
俄
相
違
。
只
有
二
蹇

驢

(

足
に
病
の
あ
る
馬)

一
、
奥
州
之
所
レ
送
。

雖
レ
聞
二
其
名
一
未
レ
見
二
其
実
一
。
頗
以
沛

艾

(

性
質
が
荒
く
勇
み
立
つ
馬)

云
々
。
但
果
下

(

小
馬)

之
類

歟
。
花
厩
之
中
、
定
有
二

細
馬

(

上
馬)

一

歟
。
被
レ

申
二

事
由
一

、
早
朝
可
レ

給
。
為
レ

習
二
控
御
一
也
。
謹
言

正
月

日

左
少
将

左
衛
門
権
佐
殿

(『

明
衡
往
来』

第
八
八
状)

こ
の
よ
う
に
馬
の
扱
い
に
か
な
り
心
を
砕
い
て
い
る
の
は
、
行
列
中
で
の
落
馬
脱

冠
が
大
変
な
恥
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
賀
茂
祭
見
物
の
状
況
を
伝
え
る
第
一
一
状

に
も
、
内
侍
の
前
駆
を
務
め
る
帯
刀
が
落
馬
し
、
冠
は
落
と
さ
な
か
っ
た
も
の
の
巾

子
が
折
れ
て
し
ま
い
、
見
物
者
が
手
を
叩
い
て
笑
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

内
侍
御
前
帯
刀
某
丸
、
忽
以
落
馬
、
所
レ
騎
者
駑

駘

(

遅
い
馬)

也
。
是
桃

尻

(

乗
馬
が
下
手)

之
所
レ

致
歟
。
適
雖
レ
不
レ
落
レ
冠
。
其
巾
子
已

蟄
ヒ
シ
ゲ
テ

、
如
二
林

宗

之

冠

(

巾
の
角
が
折
れ
た
冠)

一
。
上
下

人
々
、
抵
タ
タ
ク

レ
掌
耳
。

(『

明
衡
往
来』

第
一
一
状
表
。
全
文
は

(

三))

実
際
、
祭
列
で
落
馬
し
た
例
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
天
暦
二
年

(

九
四
八)

四
月

一
八
日
の
賀
茂
祭
で
は

｢

使
典
侍
潅
子

(

藤
原)

出
二
宅
門
一
之
間
、
飃
風
大
起
、
前
駆
之
中
、

有
二
落
馬
脱
冠
者
一
云
々｣

(『

貞
信
公
記』)

と
い
う
。
ま
た
内
蔵
助
清
原
元
輔
は
内

蔵
寮
使
を
務
め
た
際
、
一
条
大
路
を
渡
る
と
き
に
馬
の
腹
を
強
く
蹴
っ
た
と
こ
ろ
、

馬
が
暴
れ
て
真
っ
逆
さ
ま
に
落
馬
し
、
冠
が
脱
げ
禿
頭
ま
で
露
呈
し
た

(『

宇
治
拾

遺
物
語』

巻
一
三
、『
今
昔
物
語』

巻
二
八)

。
さ
ら
に
万
寿
元
年

(

一
〇
二
四)

四

月
一
七
日
賀
茂
祭
で
は

｢
引
二
出
唐
鞍
馬
一
之
間
�
駕
殊
甚
、
雲
衆
堕
損
忽
以
相
構
、
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此
間
不
レ
静
、
馬
副
顛
倒｣

(『

小
右
記』)

と
飾
馬
が
暴
れ
て
制
御
が
き
か
ず
、
馬

の
尻
に
載
せ
て
い
た
飾
り
が
落
下
破
損
し
、
馬
副
も
引
き
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
祭
使
は
、
す
で
に
中
少
将
に
任
命
さ
れ
た
時
点
で
祭
に
向
け
た
準

備
を
開
始
し
、
祭
使
経
験
者
等
に
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
し
て
い
た
。
祭
使
・
舞
人
を

は
じ
め
と
す
る
祭
列
従
事
者
に
と
っ
て
、
馬
の
調
達
や
制
御
は
と
く
に
重
要
な
課
題

で
あ
り
、
知
人
に
助
力
を
請
う
た
の
で
あ
る
。

(

二)

習
舞
儀
礼
に
つ
い
て

前
節
で
舞
人
が
馬
の
制
御
に
つ
い
て
助
力
を
請
う
書
状
を
あ
げ
た
が
、
も
ち
ろ
ん

当
日
ま
で
に
舞
の
練
習
も
欠
か
せ
な
い
。
と
く
に
若
年
者
が
初
め
て
舞
人
を
務
め
る

よ
う
な
場
合
に
は
、
父
親
ら
に
よ
っ
て
特
別
な
手
配
が
行
わ
れ
た
。

息
男
某
、
可
レ
奉
二

仕
臨
時
祭
舞
人
一
之
由
云
々
。
件
男
幼
少
之
上
、
本
性
愚

頑
、
無
レ
守
二
一
芸
一
。
就
レ
中
、
歌
舞
事
、
已
以
無
二
骨
法
一
。
雖
レ
然
、
無
レ

止
公
事
、
難
レ
搆
二
故
事
一
。
明
日
可
レ
招
二
舞
師
一
侍
。
白
地
、

枉
マ
ゲ
ン

レ
駕
乎
。

下
官
自
レ
本
性
拙
二
此
道
一
。
而
如
レ
此
之
事
、
見
知
之
人
尤
要
枢
也
。
仍
所
二

執
申
一
也
。
殊
有
二
允
容
一
耳
。
謹
言

十
一
月

日

左
大
弁

奉
上

雅
楽
頭
殿

伏
請
二
厳
旨
一

右
明
日
可
二
参
仕
一
之
状
、
所
レ
請
如
レ
件
。
抑
佐
殿
御
舞
事
、
尤
可
レ
然
也
。

感
申
不
レ

少
。

御
師
誰
人
乎
。

人

長

(

神
楽
人
の
長)

某
、

舞
体
雖
レ

無
二

廻

雪

之

曲

(

巧
み
に
袖
を
翻
し
て
舞
う
こ
と)

一
、
口
伝
猶
承
二
家
風
之
塵
一
。
最
初
舞
人
、
以
二
人
長
一

為
レ
師
者
是
例
事
也
。
又
青
レ
於
レ
藍
、
寒
レ
於
レ
水
、
専
不
レ
依
二
師
之
優
劣
一

者
也
。
仍
可
レ
被
二
召
仰
一
歟
。
参
候
之
次
、
可
レ
言
二

上
事
由
一
。
誠
惶
誠
恐

謹
言

廼
刻

雅
楽
頭
高
階

(『

明
衡
往
来』

第
二
一
状
表
・
裏)

返
状
に

｢

佐
殿｣

と
あ
る
の
で
左
大
弁
息
は
衛
門
府
ま
た
は
兵
衛
府
の
佐
と
考
え

ら
れ
る
。
父
左
大
弁
に
よ
れ
ば
佐
は
ま
だ
幼
く
舞
も
得
意
で
は
な
い
。
明
日

｢

舞
師｣

を
家
に
呼
び
指
導
さ
せ
る
が
、
自
分
も
舞
の
道
に
詳
し
く
な
い
た
め
、
そ
の
道
に
明

る
い
雅
楽
頭
に
臨
席
し
て
欲
し
い
と
述
べ
、
雅
楽
頭
も
了
承
す
る
。

賀
茂
お
よ
び
石
清
水
臨
時
祭
の
舞
人
・
陪
従
は
お
よ
そ
三
〇
日
前
に
決
定
、
二
・

三
日
前
に
試
楽
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
間
、｢

於
二
楽
所
一
調
二

習
歌
舞
一｣

(『

政
事
要

略』

巻
二
八
・
年
中
行
事
十
一
月
下
・
賀
茂
臨
時
祭
所
引

『

蔵
人
式』)

さ
せ
る
が
、

摂
関
家
な
ど
王
卿
貴
族
の
子
弟
は
自
邸
に
舞
師
を
召
し
て
練
習
し
た

(

�)

。
舞
師
と
は
雅

楽
寮
所
属
の
諸
師
だ
が
、
一
一
世
紀
以
降
は
衛
府
官
人
等
の
舞
師
を
示
す
こ
と
も
多

い

(

�)

。康
和
四
年

(

一
一
〇
二)

一
一
月
二
八
日
賀
茂
臨
時
祭
で
は
藤
原
宗
忠
の
息
兵
衛

佐
宗
能
が

｢

新
舞
人｣

を
務
め
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
一
六
日
、
秦

兼
方
を
舞
師
と
し
て
宗
能
に
舞
を
習
わ
せ
た

(『

中
右
記』)

。

招
二
右
近
将
曹
秦
兼
方
一
、
令
レ
習
二
始
兵
衛
佐
於
舞
一
。
是
臨
時
祭
新
舞
人
也
。

件
兼
方
為
二
近
衛
舎
人
中
長
之
上
一
、
又
人
長
也
。
仍
所
レ
用
二
舞
師
一
也
。

こ
こ
で
舞
師
に
人
長
を
用
い
た
の
は
、『

明
衡
往
来』

第
二
一
状
返
状
の

｢

最
初

舞
人
、
以
二
人
長
一
為
レ
師
者
是
例
事
也｣

と
対
応
し
よ
う
。

天
仁
元
年

(

一
一
〇
八)

一
二
月
一
六
日
賀
茂
臨
時
祭
で
は
摂
政
忠
実
の
息
右
中

将
忠
通
が
舞
人
と
な
り
、
一
一
月
二
八
日
に
忠
実
邸
中
門
廊
で
舞
始
を
行
な
っ
た
。

舞
師
下
毛
野
近
末
の
ほ
か
、
忠
実
父
方
の
叔
父
能
実
・
忠
教
や
母
方
の
従
兄
宗
忠
ら

の
公
卿
が
忠
実
に
招
か
れ
て
い
る

(『

殿
暦』

『

中
右
記』)

。
ま
た
仁
平
元
年

(

一
一

五
一)
一
一
月
二
五
日
賀
茂
臨
時
祭
で
は
左
少
将
藤
原
隆
長
が
舞
人
に
任
ぜ
ら
れ
、

父
左
大
臣
頼
長
は
九
日
に
舞
師
を
自
邸
に
召
し
、
舞
を
習
わ
せ
始
め
た
。

隆
長
始
習
レ
舞
、
臨
時
祭
、
於
二
東
中
門
廊
一
有
二
此
事
一
。
師
左
近
少
曹
兼

(

秦)

弘
、
布

衣
垂
袴
、
隆
長
布
衣
。
忠
基

(

藤
原)

、
兼

長

(

隆
長
兄)

等
卿
、
資
信
朝
臣
会
レ
之
。
事
了
。
忠

東京大学史料編纂所研究紀要 第17号 2007年３月 ( )10



基
卿
吹
レ
笛
、
予
和
レ
笙
。
近
方
陪
二
砌
下
一
撃
二
羯
鼓
一
。
隆
長
舞
二
万
歳
楽
一
、

上
下
歎
美
。

(『

宇
槐
記
抄』)

仁
平
元
年
の
舞
始
で
は
父
の
頼
長
が
笙
を
奏
で
た
が

(

頼
長
は

『

鳳
笙
師
伝
相
承』

に
見
え
る)

、
笛
を
担
当
し
た
忠
基

(

忠
教
男)

は
伴
奏
の
た
め
と
く
に
召
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
天
仁
元
年
の
宗
忠
も
管
弦
に
造
詣
が
深
く

(『

秦
箏
相
承
血
脈』

『

鳳

笙
師
伝
相
承』

『

大
家
笛
血
脈』)

、
神
楽
や
東
遊
を
伝
え
る
家
系
で
あ
る

(『

神
楽
血

脈』
『

東
遊
歌
図』)

。
舞
始
に
は
近
親
者
の
ほ
か
、
第
二
二
状
の
ご
と
く
舞
楽
の
道

に
明
る
い
者
が
と
く
に
招
か
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

ま
た
試
楽
前
日
に
は
個
人
で
の
最
終
練
習
と
い
う
べ
き
拍
子
合
が
行
わ
れ
る
が
、

こ
こ
で
も
舞
師
を
召
し
、
公
卿
・
殿
上
人
・
諸
大
夫
以
下
が
臨
席
し
た
。
寛
弘
七
年

(

一
〇
一
〇)

一
一
月
二
二
日
賀
茂
臨
時
祭
で
は
藤
原
行
成
の
息
侍
従
実
経
が
舞
人

に
定
め
ら
れ
た
。
二
〇
日
試
楽
の
日
は
御
物
忌
の
た
め
、
前
日
に
内
裏
の
公
信
宿
所

に
詰
め
て
拍
子
合
を
行
い
、
諸
大
夫
や
舞
師
の
茨
田
重
方
・
弘
近
父
子
が
出
席
し
た
。

明
日
試
楽
、
御
物
忌
。
仍
将
レ
参
二
実
経
一
、
宿
二
頭
中
将
(

藤
原
公
信)

宿
所
一
、
今
日
拍
子

合
。
権

弁

(

藤
原
経
通)

被
レ
過
、
召
二
武
員
一
打
レ
琴
。
諸
大
夫
十
余
人
輩
過
、
纏
二
頭
舞

師
重

方

等

(

茨
田
・
左
近
将
監)

一
。
饗
事
仰
付
�
�
。
重
方
禄
絹
三
疋
、
白
綿
褂
一
、
臨
時
。

余
又
脱
二
綿
衣
一
。
小
師
広

[

弘]

近

(

茨
田)

疋
絹
、
武
員
疋
絹
。
秉
燭
者
武
仁

(

物
部)
・
重
近
、

又
疋
絹
。

(『
権
記』)

臨
時
祭
の
例
で
は
な
い
が
、
長
保
三
年

(

一
〇
〇
一)

一
〇
月
四
日
に
左
近
中
将

藤
原
成
房
の
拍
子
合

(

七
日
に
東
三
条
院
四
十
御
賀
試
楽)

が
行
わ
れ
た
際
に
も
、

四
位
・
五
位
や
舞
師
・
楽
人
の
ほ
か
楽
所
預
が
臨
席
し
た
。

中
将
合
二
拍
子
一
、
四
位
・
五
位
一
両
来
会
、
聊
勧
二
酒
肴
一
、
舞
了
。
�

[

給
カ]�
儀

師
延
正
褂
一
重
・
袴
一
具
、
小
師
兼
吉
褂
一
重
、
自
余
楽
人
疋
絹
。
楽
所
預
宗

光
来
会
、
余
脱
レ
衣
給
レ
之
。
又
舞
師
・
楽
人
各
有
二
纏
頭
事
一
。

(『

権
記』)

こ
の
楽
所
預
宗
光
に
つ
い
て
荻
氏
は
、
伴
奏
者
に
楽
所
人
が
い
た
こ
と
や
御
賀
の

日
程
に
関
っ
て
い
た
行
成
と
の
打
ち
合
わ
せ
等
の
た
め
来
会
し
た
か
と
さ
れ
る
が

(

�)

、

第
二
一
状
と
同
様
、
舞
楽
の
道
に
明
る
い
知
人
に
臨
席
を
請
う
た
例
か
も
し
れ
な
い
。

な
お

『

蜻
蛉
日
記』

下
巻
に
よ
れ
ば
、
藤
原
道
綱
は
天
延
二
年

(

九
七
四)

一
一

月
二
三
日
賀
茂
臨
時
祭
の
前
々
日
、
急
遽
舞
人
に
任
じ
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
父
兼
家

が
必
要
な
品
を
届
け
て
寄
越
し
、
さ
ら
に
試
楽
当
日
二
二
日
に
は
自
邸
に
呼
び
よ
せ
、

｢

も
ろ
と
も
に
立
ち
て
、

(

道
綱
と
一
緒
に
裁
ち
添
っ
て
、

舞
ひ
と
わ
た
り
な
ら
さ
せ
て
、

舞

を

ひ

と

と

お

り

練

習

さ

せ

て

、

ま
ゐ
ら
せ
て
け
り

参
内
さ
せ
た
の
だ
っ
た)｣

と
い

う
。
こ
の
当
時
か
ら
舞
人
の
習
舞
に
父
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
寛
弘
七
年
の
例
は
内
裏
宿
所
で
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
臨
席
者
は

権
左
中
弁
藤
原
経
通
と
諸
大
夫
十
余
人
ほ
ど
で
あ
り
、
長
保
三
年
も
四
位
・
五
位
が

一
・
二
人
と
あ
る
。
ま
た
東
三
条
院
四
十
御
賀
の
試
楽
の
前
日
に
行
な
わ
れ
た
左
大

臣
藤
原
道
長
の
二
児
、
鶴
君
・
巌
君

(

藤
原
頼
通
・
頼
宗)

童
舞
拍
子
合
に
も

｢

一

両
卿
相
・
殿
上
人
会
合｣

と
の
み
見
え
る

(『

権
記』

六
日
条)

。
摂
関
期
の
拍
子
合

に
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
公
卿
・
殿
上
人
は
参
会
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

こ
れ
が
院
政
期
に
な
る
と
、
舞
人
が
練
習
を
終
え
て
、
指
導
し
た
舞
師
に
禄
を
給

う
拍
子
合
な
ど
の
儀
礼
に

｢

一
家
人
々｣

が
集
会
す
る
よ
う
に
な
る
。
藤
原
宗
能
が

初
め
て
舞
人
を
務
め
た
康
和
四
年
一
一
月
二
八
日
賀
茂
臨
時
祭
で
は
、
二
七
日
の
試

楽
の
あ
と
、
宗
能
の
六
角
亭
で
舞
師
兼
方
を
響
応
し
た
が
、
こ
こ
で
は

｢

一
家
人
々

七
八
人｣

が
舞
師
に
纏
頭
し
た
と
い
う

(『

中
右
記』)

ま
た
同
年
三
月
八
日
、
藤
原
宗
忠
第
で
弟
新
中
将
宗
輔
、
息
男
兵
衛
佐
宗
能

(

以

上
は
一
八
日
法
皇
五
十
賀
左
舞
人)

、
宗
重

(

九
日
法
皇
御
賀
試
楽
童
舞)

の
舞
人

三
人
拍
子
合
が
行
わ
れ
、
舞
師
に
禄
を
給
っ
た

(

�)

。
こ
の
ほ
か
内
殿
上
人
一
一
名
を
含

む
二
九
名
が
来
集
し
た
が
、
彼
ら
は
宗
忠
の
父
方
の
従
兄
弟(

信
通
・
伊
通
・
能
仲)

・

は
と
こ

(

基
隆)

、
父
宗
俊
の
父
方
の
従
弟

(

長
忠)

、
宗
忠
の
母
方
の
従
弟

(

藤
原

実
光)

、
父
宗
俊
の
母
方
の
従
兄
弟

(

源
国
明
・
実
明
・
能
明
・
明
憲)

、
宗
輔
母
の

一
族

(

源
師
隆
・
師
時
・
師
親
・
師
重
・
顕
国
・
季
房)

と
い
っ
た

｢

一
家
人
々

(

�)｣

、

お
よ
び
楽
人
等
で
あ
る
。
こ
の
御
賀
に
際
し
て
は
他
に
も
各
所
で
舞
人
拍
子
合
が
行

わ
れ

(

�)

、
そ
れ
ぞ
れ

｢
一
家
人
々｣

が
参
集
し
た

(『

中
右
記』)

。
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摂
関
家
で
も
、
天
仁
元
年
賀
茂
臨
時
祭
舞
人
の
忠
通
の
場
合
、
舞
師
近
末
が
院
に

候
ず
る
者
で
あ
る
た
め
一
〇
日
密
々
に
饗
応
の
み
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
忠
実
の

父
方
の
叔
父

(

家
忠
・
経
実
・
能
実
・
忠
教)

、
母
方
の
従
兄
宗
忠
ら
公
卿
七
名
と

殿
上
人
七
八
人
が
参
会
し
た

(『

殿
暦』

『

中
右
記』)

。
公
卿
の
う
ち
宗
忠
や
源
基
綱

(『

琵
琶
血
脈』

『
神
楽
血
脈』)

が
来
会
し
た
の
は
、
管
絃
や
神
楽
な
ど
に
通
じ
る
者

と
し
て
と
く
に
召
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

院
政
期
に
は
父
子
を
単
位
と
す
る

｢

家｣

の
成
立
に
伴
い
、
父
方
・
母
方
・
妻
方

等
を
含
め
た

｢

一
家｣

が
日
常
的
に
そ
れ
を
相
互
扶
助
す
る
よ
う
に
な
る

(

�)

。
た
と
え

ば
非
摂
関
家
の
慶
賀
行
列
で
も
、
摂
関
期
に
は
子
や
甥
な
ど
ご
く
近
い
近
親
者
し
か

従
わ
な
か
っ
た
も
の
が
、
院
政
期
に
は
よ
り
広
い
範
囲
の
親
族
が
多
数
扈
従
す
る
よ

う
に
な
っ
た

(

�)

。
拍
子
合
な
ど
の
習
舞
儀
礼
に
一
家
人
々
が
集
会
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
も
、
こ
う
し
た
家
族
関
係
の
変
化
に
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(

三)

見
物
報
告
と
神
館
で
の
交
流

祭
列
は
ひ
と
り
で
な
く
、
た
い
て
い
誰
か
を
誘
っ
て
一
緒
に
見
物
す
る
も
の
で
あ
っ

た

(

�)

。『

明
衡
往
来』

第
一
〇
状
に
よ
れ
ば
、
参
議
伴
の
自
邸
に
藤
亜
将
と
源
拾
遺
が

来
訪
し
、
稲
荷
祭
見
物
に
誘
わ
れ
た
と
い
う
。

依
レ
無
二
指
事
一
、
久
不
二
出
仕
一
侍
。
只
偃
二
息
蓬
屋
一
耳
。
而
昨
日
藤
亜
将

(

中
将)

・

源
拾
遺

(

侍
従)

忽
以
二

光
儀

(

来
訪)

一

談
云
、
今
日
稲
荷
祭
也
、
密
々
欲
二

見
物
一

、
如
何
。

不
レ
能
二
固
辞
一
、

�

ナ
マ
ジ
イ
ニ

以
二
饗
応
一
、
相
共
同
乗
到
二
七
条
大
路
一
。(

後
略)

こ
の
ほ
か
書
状
で
誘
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
日
吉
祭
見
物
の
例
で
あ
る
が
、

『

高
山
寺
本
古
往
来』

第
三
八
状
で
は

｢

仍
馬
庭
之
辺
、
富
津
之
間
令
レ
構
二
設
敷
サ
ジ
キ

一
、

殊
无
二
御
障
一
以
二
明
日
払
暁
一
忝

枉
マ
グ
レ
バ

二
光
臨
一
尤
所
レ
望
也｣

と
桟
敷
へ
の
来
臨

を
請
う
て
い
る
。
ま
た
時
代
は
下
る
が

『

御
慶
往
来』

(

鎌
倉
末
成
立)

四
月
状
は
、

賀
茂
祭
見
物
の
桟
敷
に
候
ず
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
御
房
丸
が
了
承
す
る
内
容
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
物
の
状
況
は
書
状
や
面
談
に
よ
っ
て
互
い
に
報
告
さ
れ
、
情
報
が
交

換
・
共
有
さ
れ
た

(

�)

。

昨
日
罷
二

向
祭
使
所
一
、
未
レ

�
ア
タ
タ
メ

レ
座
之
間
、
自
レ
内
有
レ
召
、
仍
触
二
事
由

於
彼
中

将

(

使
中
将)

一
、
即
参
内
。
為
二
御
使
一
参
二
斎
院
一
。
少
時
、
賜
二
御
返
事
一
帰

参
。
又
依
レ

無
二

人
数
一

、
勤
二

仕
陪
膳
一

畢
。
招
二

藤
李

部

(

式
部
卿)

一

相
載
、
向
二

一

条
大
路
一
。
微

牛

(

痩
せ
た
牛)

蹄
遅
、
解
退
殊
甚
、
其
使
半
渡
之
比
也
。
使
中
将
物
具
等
、

甚
以
美
麗
也
。
関
白
殿
之
小
栗
毛
、
牽
馬
之
体
、
尤
有
二
其
興
一
。
沛

艾

(

勇
み
立
つ
馬)

之
間
、
其
汗
有
レ
色
。
若
是
汗
血
馬

(

龍
馬)

之
種
歟
。
見
物
之
者
、
莫
レ
不
二
感
歎
一
。

内
侍
御
前
帯
刀
某
丸
、
忽
以
落
馬
、
所
レ
騎
者
駑

駘

(

遅
い
馬)

也
。
是
桃

尻

(

乗
馬
が
下
手)

之
所
レ

致
歟
。
其
巾
子
已

蟄
ヒ
シ
ゲ
テ

、
如
二
林

宗

之

冠

(

巾
の
角
が
折
れ
た
冠)

一
。
上
下
人
々
、
抵
タ
タ
ク

レ
掌
耳
。

薄
暮
事
訖
。
又
依
二
春
日
行
幸
御
装
束
等
一
参
内
。
丑
一
刻
退
二
蓬
門

(

自
邸)

一
。
今
日

可
レ
罷
二
寄
神
館
辺
一
、
為
レ
訪
二
亜

将

(

使
中
将)

一
也
。
昨
今
依
二
堅
固
御
物
忌
一
令
二
籠

居
一

給
之
由
云
々
。
仍
昨
日
事
、
大
概
所
二

注
申
一

也
。
事
々
、
明
旦
参
二

門

下
一
可
二
申
承
一
候
之
状
如
レ
件
。

四
月

日

侍
従
源

謹
上

左
馬
頭
殿

近
曽
有
下
如
二
怪
異
一
事
上
、
卜
筮
所
レ
告
不
レ
快
。
仍
昨
日
今
日
閑
レ
門
蟄
居
。

不
レ
異
二
井
蛙
一
。
境
節
無
レ
便
之
比
也
。
然
而
全
レ
身
奉
レ
公
是
臣
之
忠
也
。

祭
間
事
、
鬱
結
殊
甚
。
故
給
二
恩
誨

(

消
息)

一
、
如
二

�
レ
靄
望
レ－

月
。
欣
躍
々
々
。
今

朝
或
者
来
二
門
外
一
、
示
二
雑
事
一
之
次
報
云
、
昨
日
春
宮
亮
出
立
之
処
、
知
音

之
輩
多
以
到
訪
。
盃
酌
無
算
、
満
座
淵
酔
。
此
間
事
々
懈
緩
、
引
及
二
申
刻
一
、

僅
以
参
レ
宮
云
々
。
実
歟
、
如
何
。
職
掌
之
人
、
豈
可
レ
然
乎
。
雖
二
無
益
之

事
一

、
密
々
所
レ

啓
也
。
莫
レ

及
二

披
露
一

。
明
日
可
二

光
臨
一

之
由
、
有
二

其

命
一
。
家
已
席
門

(

貧
家)

也
。
若
留
二
長
者
之
車
轍
一
、
恐
有
二
衆
口
銷ケス
レ
金
之

	
ソ
シ
リ

一
。

努
力
々
々
。
只
今
於
二
禁
掖
辺
一
可
レ
蒙
二
温
言
一
也
。
不
具
謹
言

即
時

左
馬
頭
藤
原

(『

明
衡
往
来』

第
一
一
状
表
・
裏)
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第
一
一
状
往
状
は
堅
固
物
忌
に
よ
り
賀
茂
祭
見
物
で
き
な
か
っ
た
左
馬
頭
に
、
侍

従
源
が
見
物
状
況
を
翌
日
消
息
で
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
源
侍
従
は
藤
李
部
を
誘
っ

て
一
条
大
路
へ
見
物
に
向
か
い
、
使
中
将
の
物
具
が
す
ば
ら
し
く
関
白
か
ら
借
り
た

馬
が
見
事
で
あ
っ
た
こ
と
、
女
使
内
侍
の
前
駆
を
務
め
て
い
た
帯
刀
が
落
馬
し
て
冠

の
巾
子
が
折
れ
見
物
人
が
大
笑
い
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
れ
を
受
け
左
馬
頭
は
返

状
で
、
今
朝

｢

或
者｣
よ
り
伝
え
ら
れ
た
情
報
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
春
宮
使
た
る

亮
の
出
立
所
に

｢

知
音
之
輩｣
が
大
勢
来
訪
し
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
大
い
に
盛
り

上
が
っ
た
た
め
出
発
が
遅
れ
、
申
刻
に
よ
う
や
く
東
宮
に
参
上
し
た
と
い
う
。

さ
て
こ
の
第
一
一
状
に
よ
れ
ば
、
侍
従
源
は
近
衛
使
中
将
の
出
立
所
に
訪
問
し
、

ま
た
東
宮
使
で
あ
る
亮
の
出
立
所
に
も
多
く
の
知
音
の
輩
が
来
訪
し
て
い
る
。
摂
関

期
以
降
、
貴
族
私
邸
が
出
立
所
と
な
り
出
立
儀
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、『

西
宮
記』

巻
九
・
祭
使
事
お
よ
び

『

江
家
次
第』

巻
六
・
賀
茂
祭
使
に
見
え
る

(


)

。

さ
ら
に
往
状
に
よ
れ
ば
源
侍
従
は
本
日
の
還
立
に
も
神
館
に
使
中
将
を
訪
問
す
る

予
定
で
あ
る
と
い
う
。
殿
上
人
・
諸
大
夫
は
早
い
時
期
か
ら
神
館
に
祭
使
や
斎
院
女

房
を
訪
問
し
て
い
た
。
永
観
元
年

(

九
八
三)

四
月
の
賀
茂
祭
日
に
斎
院
選
子
内
親

王
の
女
房
進
が
、｢

大
夫
の
君

(

�)｣

に
神
館
を
訪
れ
る
よ
う
詠
み
か
け
て
い
る
。

神
館
に
て
、
左
大
将
殿

(

藤
原
朝
光)

の
大
夫
の
君
の
も
と
に
、
葵
に
書
き
て
、
進

今
日
ば
か
り
こ
そ
葵
か
ざ
さ
め

(

今
日
だ
け
は
お
逢
い
し
て
葵
を
か
ざ
し
と
し
て
挿
し
ま
し
ょ
う)

大
夫

た
ち
か
へ
る
朝
の
ほ
ど
の
わ
び
し
き
は

(

あ
な
た
が
戻
ら
れ
る
朝
の
ひ
と
と
き
は
何
と
も
切
な
い
も
の
で
す
よ)

と
、
い
と
と
く
、
よ
う
の
た
ま
へ
り
。

(『

大
斎
院
前
の
御
集』)

神
館
の
構
造
は

『

明
月
記』

承
元
元
年

(

一
二
〇
七)

四
月
一
七
日
条

｢

神
館
指

図｣

に
描
か
れ
る
が
、
こ
こ
に
も

｢

相
訪
人
々
車
在
二
此
辺
一｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
公
卿
や
蔵
人
頭
と
い
っ
た
地
位
の
高
い
者
は
、
従
来
は
私
的
に
神
館
を
来
訪

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
長
徳
三
年

(

九
九
七)

四
月
一
七
日
賀
茂
祭
で
は

蔵
人
頭
二
名
が
来
訪
し
た
が
、
実
資
は

｢

往
古
不
レ
聞
之
事
也｣

と
非
難
す
る
。

伝
聞
、
祭
使
少
将
神
舘
宿
所
蔵
人
頭
二
人

(

藤
原
行
成
・
同
正
光)

及
雲
上
人
々
七
八
人
来
訪
、
脱
レ

衣
被
二
近
衛
府
官
人
已
下
一
云
々
。
蔵
人
頭
向
二
此
処
一
、
往
古
不
レ
聞
之
事
也
。

末
代
之
事
太
軽
忽
々
々
。

し
か
し
次
第
に
公
卿
ま
で
も
が
神
館
を
私
的
に
訪
問
す
る
よ
う
に
な
る
。
長
和
元

年

(

一
〇
一
二)

四
月
二
五
日

(

還
立
日)

、
藤
原
資
平
は
中
納
言
藤
原
行
成
の
誘

い
で
神
館
に
向
か
っ
た
と
い
う
。
寛
仁
二
年

(

一
〇
一
八)

四
月
二
三
日
に
は
祭
使

藤
原
長
家
の
神
館
宿
所
に
舅
の
行
成
や
母
方
の
伯
父
経
房
、
同
母
兄
能
信
ら
の
公
卿

が
来
訪
し
た
。
実
資
は

｢

近
代
間
有
二
此
事
一
。
卿
相
作
法
不
レ
異
二
凡
人
一｣

と
非

難
す
る
が
、
当
時
す
で
に
公
卿
の
神
館
訪
問
は
通
例
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

近
衛
府
使
中
将
長
家

(

藤
原)

神
館
宿
所
上
達
部
訪
来
云
々
。
近
代
間
有
二
此
事
一
。
卿

相
作
法
不
レ

異
二

凡
人
一

。
会
合
卿
相
、
侍
従
中
納
言
行
成

(

藤
原)

・
中
宮
権
大
夫

経
房

(

源

)

・
新
中
納
言
能
信

(

藤
原)

・
二
位
宰
相
兼
隆

(

藤
原)

・
右
大
弁
朝
経

(

藤
原)

及
殿
上
人
・
諸
大
夫

等
云
々
。

さ
ら
に
万
寿
元
年

(

一
〇
二
四)

四
月
一
七
日
賀
茂
祭
で
は
、
関
白
頼
通
の
猶
子

源
師
房
が
祭
使
を
務
め
た
た
め
か
万
事
豪
華
に
行
わ
れ
た
が
、
道
長
の
も
と
で
見
物

し
て
い
た
兼
隆
以
下
の
公
卿
が
、
道
長
の
指
示
に
よ
り
使
中
将
神
館
幄
に
向
か
い
、

脱
衣
し
て
祭
列
従
事
者
に
賜
っ
た
と
あ
る
。
公
卿
の
神
館
訪
問
が
道
長
政
権
下
に
次

第
に
大
掛
か
り
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

依
二

禅
門

(

道
長)

気
色
一

左
衛
門
督
兼
隆

(

藤
原)

、
新
中
納
言
長
家

(

藤
原)

、
参
議
資
平

(

藤
原)

・
通
任

(

藤
原)

・

兼
経

(

藤
原)

等
向
二
中

将

(

源
師
房
カ)

神
館
幄
一
脱
レ
衣
。
殿
上
・
地
下
人
多
会
。

(

以
上

『

小
右
記』)

長
久
元
年

(

一
〇
四
〇)

四
月
二
六
日
の
還
立
で
は
、
蔵
人
頭
藤
原
資
房
は
天
皇

の
仰
せ
を
伝
え
る
た
め
内
裏
か
ら
神
館
に
向
か
っ
た
が
、
す
で
に
多
く
の
公
卿
・
殿

上
人
が
来
訪
し
、
饗
饌
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う

(『

春
記』)

。

本
来
、
祭
列
従
事
者
以
外
の
公
卿
は
祭
使
出
立
所
で
酒
宴
に
参
加
し
、
路
上
で
祭

列
を
見
物
し
、
還
立
日
に
還
饗
に
参
加
す
る
の
み
で
あ
り
、
神
館
を
訪
問
す
る
こ
と
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は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
一
世
紀
に
な
る
と
殿
上
人
・
諸
大
夫
の
ほ

か
、
友
誼
関
係
や
近
親
関
係
に
あ
る
公
卿
ま
で
も
私
的
に
来
訪
す
る
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
そ
れ
が
道
長
の
意
向
に
よ
り
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『

明
衡
往
来』

第
一

一
状
は
こ
う
し
た
段
階
の
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
院
政
期
に
は
再
び
様
相
が
一
変
す
る
。
還
立
日
に
上
皇
が
神
館
に
御
幸
し
、

大
臣
・
公
卿
以
下
、
と
き
に
は
関
白
ま
で
も
が
扈
従
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
路
上
で

の
見
物
と
同
様
、
神
館
に
も
上
皇
を
頂
点
と
す
る
政
治
秩
序
が
及
ん
だ
の
で
あ
る

(

�)

。

午
刻
殿

下

(

関
白
師
実)

・
北
政
所

(

源
麗
子)

令
レ

参
二

紫
野
神
館
一

給
、
北
政
所
紫
野
辺
留
給
、

予

(

内
大
臣
師
通)

参
レ
院
、(

中
略)
院

(
白
河)

乗
二
御
御
車
一
、
余
騎
馬
云
々
。
右
大
臣

(

源
顕
房)

直

衣
。
紫
野
被
レ
立
二
御
車
一
、
更
神
館
為
二
御
覧
一
度
御
、
已
事
成
由
、
更
帰
二

紫
野
一
御
車
立
、
度
事
如
レ
恒
。

(『

後
二
条
師
通
記』

寛
治
五
年

(
一
〇
九
一)

四
月
二
一
日)

上
皇

(

白
河)

有
二
御
見
物
一
、(

中
略)

大
臣
以
下
公
卿
十
七
人
、
直衣
、
殿
上
人
五
十
人

許
�
�
下
人

或
束
帯
、

前
駆
。(

中
略)

殿

下

(

関
白
忠
実)

御車
、
扈
従
。
未
刻
許
、
先
御
二
覧
神
館
辺
一
、

次
立
二
御
車
於
知
足
院
大
門
南
辺
一
。

(『

中
右
記』

嘉
承
二
年

(

一
一
〇
七)

四
月
一
八
日
条)

上
皇
御
幸
が
な
い
場
合
で
も

｢

午
時
許
参
二
右
大
臣
殿

(

藤
原
忠
実)

一
、
為
二
御
供
一
参
二
神
館

斎
王
御
所
一
、
権
大
納
言

(

藤
原
家
忠)

家
、
中
宮
権
大
夫

(

藤

原

能

実

)

能
、
新
宰
相
中
将

(

藤

原

家

政

)

家
、
殿
上
人
両
三
人
扈

従｣
(『

中
右
記』

康
和
四
年

(

一
一
〇
二)

四
月
二
六
日
条)

の
よ
う
に
摂
関
家
の

忠
実
に
少
数
の
近
親
公
卿
と
殿
上
人
が
扈
従
す
る
。
も
ろ
ち
ん
前
日
や
夜
間
・
早
朝

に
個
人
的
に
神
館
を
訪
問
す
る
公
卿
・
殿
上
人
も
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
段

階
で
は
神
館
訪
問
は
も
は
や
友
誼
関
係
等
に
基
づ
く
私
的
な
行
為
な
だ
け
で
な
く
、

公
的
な
儀
礼
的
様
相
を
帯
び
た
、
上
皇
や
摂
関
家
へ
の
奉
仕
の
一
環
で
も
あ
っ
た
。

な
お
神
館
を
訪
れ
な
い
場
合
で
も
、
神
館
で
は
祭
使
や
女
房
と
の
和
歌
の
贈
答
が

盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
永
観
元
年
賀
茂
祭
に
は
斎
院
女
房
進
が
大
夫
の
君
に
詠
み
か
け

た
が
、
逆
に
神
館
へ
遣
わ
し
た
歌
も
あ
る
。
後
冷
泉
朝
前
半
期
に
斎
院
�
子
内
親
王

に
仕
え
た
皇
后
宮
美
作

(

源
資
定
女)

は
、
後
三
条
朝
の
賀
茂
祭
還
立
日
に
昔
を
懐

か
し
み
、
斎
院
佳
子
内
親
王
に
仕
え
る
女
房
に
詠
み
遣
わ
し
た
。

�
子
内
親
王
賀
茂
の
斎
院
と
聞
え
け
る
時
、
女
房
に
て
侍
け
る
を
、
年
経

て
、
後
三
条
院
の
御
時
、
斎

院

(

佳
子
内
親
王)

に
侍
り
け
る
人
の
も
と
に
、
昔
を
思

ひ
い
で
て
祭
の
か
へ
さ
の
日
、
神
館
に
つ
か
は
し
け
る
。

皇
后
宮
美
作

聞
か
ば
や
な
そ
の
か
み
山
の
ほ
と
と
ぎ
す
あ
り
し
昔
の
お
な
じ
声
か
と

(『

後
拾
遺
和
歌
集』

巻
三
・
夏)

ま
た
神
館
内
で
、
祭
使
か
ら
斎
院
女
房
や
官
人
へ
遣
わ
す
こ
と
も
あ
る
。
藤
原
実

方

(

〜
九
九
八)

は
祭
使
を
務
め
た
折
、
斎
院
女
房
へ
以
下
の
歌
を
詠
ん
だ
。

祭
の
使
に
て
神
館
の
宿
所
よ
り
斎
院
女
房
に
つ
か
は
し
け
る
。

藤
原
実
方
朝
臣

ち
は
や
ぶ
る
い
つ
き
の
宮
の
旅
寝
に
は
あ
ふ
ひ
ぞ
草
の
枕
な
り
け
る

(『

千
載
和
歌
集』

巻
一
六
・
雑
歌
上)

備
前
典
侍

(

源
雅
通
女)

が
女
使
を
務
め
た
日
、
神
館
で
は
大
勢
が
ご
機
嫌
伺
い

に
や
っ
て
き
た
の
に
、
藤
原
長
房

(

お
そ
ら
く
斎
院
長
官
の
時
。
永
承
三
年

(

一
〇

四
八)

任)

が
姿
を
見
せ
な
い
の
で
、
次
の
歌
を
詠
み
遣
わ
し
た
。

祭
の
使
し
て
、
神
館
に
侍
り
け
る
に
、
人
々
多
く
と
ぶ
ら
ひ
に
お
と
な
ひ

侍
け
る
を
、
大
蔵
卿
長
房
見
え
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る
。

備
前
典
侍

ほ
と
と
ぎ
す
名
告
り
し
て
こ
そ
知
ら
る
な
れ
訪
ね
ぬ
人
に
告
げ
や
や
ら
ま
し

(『

後
拾
遺
和
歌
集』

巻
三
・
夏)

逆
に
斎
院
女
房
か
ら
祭
使
へ
詠
み
か
け
る
こ
と
も
あ
る
。
藤
原
家
通
は
中
将
で
あ
っ

た
と
き

(
一
一
六
〇
〜
六
六)

賀
茂
祭
で
祭
使
を
務
め
た
が
、
還
立
の
朝
、
斎
院
女

房
か
ら
以
下
の
歌
が
遣
わ
さ
れ
た
と
い
う
。

左
衛
門
督
家
通
、
中
将
に
侍
り
け
る
時
、
祭
の
使
に
て
神
館
に
泊
り
て
侍

り
け
る
暁
、
斎
院
の
女
房
の
中
よ
り
遣
は
し
け
る
。

読
人
し
ら
ず
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立
ち
出
づ
る
な
ご
り
あ
り
あ
け
の
月
影
に
い
と
ど
語
ら
ふ
郭

公

ほ
と
と
ぎ
す

か
な

(『

新
古
今
和
歌
集』

巻
一
六
・
雑
歌
上)

こ
う
し
た
神
館
と
外
部
、
も
し
く
は
神
館
内
部
で
取
り
交
わ
さ
れ
た
和
歌
や
、
上

皇
・
関
白
以
下
公
卿
・
殿
上
人
ら
の
神
館
訪
問
記
事
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
賀
茂
祭

時
の
神
館
は
、
職
務
上
の
関
係
の
ほ
か
、
政
治
秩
序
や
友
誼
関
係
・
近
親
関
係
と
い
っ

た
あ
ら
ゆ
る
貴
族
社
会
の
社
会
的
関
係
が
集
約
さ
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
。

以
上
第
二
章
で
は
祭
列
に
関
す
る
数
多
く
の
消
息
が
、
早
く
は
中
少
将
任
命
時
か

ら
準
備
段
階
、
祭
の
後
ま
で
、
各
所
で
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

祭
列
従
事
者
以
外
の
者
も
、
祭
使
・
舞
人
も
し
く
は
そ
の
父
親
と
の
友
誼
関
係
に
基

づ
き
馬
の
制
御
指
導
や
習
舞
儀
礼
に
立
ち
会
い
、
ま
た
友
人
や
近
親
者
が
出
立
所
や

神
館
を
激
励
の
た
め
に
訪
問
し
、
和
歌
で
交
流
を
深
め
た
。
た
だ
し
そ
の
な
か
に
は

院
政
期
に
習
舞
儀
礼
の
よ
う
に
一
家
人
々
集
結
の
場
に
な
っ
た
り
、
神
館
に
上
皇
や

関
白
を
頂
点
と
す
る
政
治
秩
序
が
及
ん
だ
り
す
る
な
ど
、
時
代
の
変
遷
に
と
も
な
い

機
能
す
る
社
会
的
関
係
や
意
義
が
変
化
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
平
安
貴
族
社
会
の
行
列
を
め
ぐ
り
、
い
か
に
多
元
的
・
重
層
的
な
社
会

的
関
係
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
機
能
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
祭
列

で
の
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

祭
列
従
事
者
の
用
い
る
物
品
は
多
元
的
・
重
層
的
な
社
会
的
関
係
に
よ
り
調
達
さ

れ
た
。
賀
茂
祭
や
春
日
祭
の
祭
列
従
事
者
は
、
上
皇
・
摂
関
や
公
卿
・
殿
上
人
、
従

属
関
係
に
あ
る
者
に
、
装
束
や
馬
・
馬
具
な
ど
を
依
頼
も
し
く
は
分
配
し
た
。
装
束

を
分
配
さ
れ
た
側
は
、
女
工
・
女
房
・
妻
女
に
裁
縫
・
染
色
さ
せ
、
職
人
に
特
殊
加

工
さ
せ
て
仕
上
げ
、
献
上
す
る
。
賀
茂
祭
の
扇
は
斎
院
自
身
で
準
備
す
る
か
、
天
皇
・

上
皇
・
関
白
な
ど
が
分
担
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
殿
上
人
や
蔵
人
所
等
に
調
進
を
分
配

し
、
殿
上
人
等
は
さ
ら
に
画
師
に
扇
絵
を
描
か
せ
て
完
成
さ
せ
た
。

こ
う
し
た
準
備
過
程
で
祭
使
や
舞
人
の
父
親
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

祭
使
に
か
わ
り
父
親
が
装
束
等
を
依
頼
し
返
却
す
る
こ
と
も
あ
り
、
出
立
儀
・
還
饗

を
主
催
し
、
習
舞
儀
礼
に
舞
師
や
近
親
者
、
舞
の
道
に
明
る
い
知
人
を
招
く
の
も
父

親
の
役
目
で
あ
っ
た
。
ま
た
友
誼
関
係
も
大
き
く
機
能
し
た
。
扇
調
進
を
分
配
さ
れ

た
殿
上
人
は
扇
絵
を
画
師
に
描
か
せ
て
調
進
す
る
が
、
知
人
に
画
師
斡
旋
を
依
頼
す

る
場
合
も
あ
っ
た
。
賀
茂
祭
女
使
か
ら
出
車
を
依
頼
さ
れ
た
公
卿
・
殿
上
人
は
、
手

元
に
し
か
る
べ
き
車
が
無
け
れ
ば
知
人
に
替
わ
り
を
頼
む
。
馬
の
制
御
指
導
や
舞
の

監
修
の
た
め
、
知
人
に
来
訪
を
請
う
場
合
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
祭
当
日
は
友
人
を
見

物
に
勧
誘
し
、
祭
後
は
消
息
等
に
よ
り
情
報
を
交
換
・
共
有
し
あ
う
。
神
館
の
祭
列

従
事
者
を
友
人
や
近
親
者
が
訪
ね
、
歌
を
詠
み
あ
い
、
交
流
を
深
め
た
。

こ
の
よ
う
に
祭
列
を
め
ぐ
っ
て
は
、
多
元
的
・
重
層
的
な
社
会
的
関
係
が
広
範
囲

に
わ
た
っ
て
機
能
し
て
い
た
。
た
だ
し
時
代
の
変
遷
に
と
も
な
い
機
能
す
る
社
会
的

関
係
や
意
義
の
変
化
も
見
ら
れ
る
。
従
来
、
女
使
か
ら
個
人
的
に
依
頼
し
て
い
た
出

車
は
一
一
世
紀
半
ば
以
降
、
朝
廷
か
ら
公
卿
に
分
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た

摂
関
期
に
は
公
卿
・
殿
上
人
ら
は
祭
列
従
事
者
と
の
友
誼
関
係
に
よ
り
神
館
を
訪
問

し
て
い
た
が
、
院
政
期
に
な
る
と
上
皇
や
関
白
の
供
と
し
て
従
う
よ
う
に
な
り
、
上

皇
や
関
白
を
頂
点
と
す
る
政
治
秩
序
が
及
ん
で
い
る
。
院
政
期
に
は
習
舞
儀
礼
に
も

一
家
人
々
が
参
集
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
儀
礼
に
は
院
政
期
に
は
大
規
模

で
組
織
的
な
社
会
的
関
係
が
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
公
的
な
儀
礼
と
し
て
み

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
今
回
は

『

明
衡
往
来』

や

『

高
山
寺
本
古
往
来』

を
は
じ
め
と
す
る
古
往
来

を
扱
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
関
係
が
忠

実
に
具
体
的
に
映
し
出
さ
れ
、
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
史
料
と
し
て
十
分
活
用
で
き

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
れ
ら
古
往
来
は
実
際
に
使
用
さ
れ
た
消
息
類
と
考
え
ら
れ

る
た
め
文
学
作
品
よ
り
事
実
に
基
づ
い
て
記
載
さ
れ
、
ま
た
日
常
的
な
友
誼
関
係
に

つ
い
て
の
内
容
も
古
記
録
以
上
に
具
体
性
に
富
む
。
差
出
人
や
宛
先
の
身
分
も
、
例
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え
ば

『

明
衡
往
来』

で
は
四
位
・
五
位
を
中
心
と
し
て
公
卿
か
ら
下
級
官
吏
・
地
方

官
・
無
官
・
僧
侶
ま
で
広
範
囲
に
わ
た
る

(

�)

。
今
後
は
こ
う
し
た
古
往
来
等
を
さ
ら
に

活
用
す
る
こ
と
で
、
友
誼
関
係
を
は
じ
め
と
す
る
平
安
貴
族
社
会
の
日
常
的
な
社
会

的
関
係
の
実
態
と
意
義
を
、
よ
り
広
い
範
囲
で
探
求
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
一
一
世
紀
中
葉
は
文
献
史
料
が
あ
ま
り
多
く
残
っ
て
い
な
い
期
間
で
も
あ
り
、

こ
の
時
期
に
編
ま
れ
た

『
明
衡
往
来』

は
、
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
の
貴
族

社
会
の
変
化
を
探
る
た
め
の
貴
重
な
手
が
か
り
と
も
な
り
う
る
で
あ
ろ
う

(

�)

。

[

註]

(

１)

吉
川
真
司

｢

摂
関
政
治
の
転
成｣

(『
律
令
官
僚
制
の
研
究』

、
塙
書
房
、
一
九
九
八

年
。
初
発
表
は
一
九
九
五
年)

、
佐
藤
泰
弘

｢
平
安
時
代
に
お
け
る
国
家
・
社
会
編
成

の
転
回｣

(『

日
本
中
世
の
黎
明』

所
収
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
。

初
発
表
は
一
九
九
五
年)

ほ
か
。

(

２)
｢

平
安
貴
族
社
会
の
行
列
―
慶
賀
行
列
を
中
心
に
―｣

(『
日
本
史
研
究』

四
四
七
号
、

一
九
九
九
年)

、｢

行
列
空
間
に
お
け
る
見
物｣

(『

日
本
歴
史』
六
六
〇
号
、
二
〇
〇

三
年)

、｢

行
列
空
間
に
お
け
る
女
性
―
出
車
を
中
心
に
―｣

(『
古
代
文
化』

五
六
巻

五
号
、
二
〇
〇
四
年)

。

(

３)

本
稿
で
の
引
用
は
、
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編

『

高
山
寺
本
古
往
来
・
表

白
集』

(

高
山
寺
資
料
叢
書
第
二
冊
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年)

に
拠
る
。

(

４)

本
稿
で
の
引
用
は
、
石
川
謙
編

『

日
本
教
科
書
大
系

往
来
編』

第
一
巻
古
往
来

(

一)
(

講
談
社
、
一
九
六
八
年)

に
拠
り
、
三
保
忠
夫
・
三
保
サ
ト
子
編

『

雲
州
往

来

享
禄
本

索
引
篇

研
究
と
総
索
引』

(

和
泉
書
院
、
一
九
八
二
年)

を
参
照
し
た
。

ま
た
引
用
の
際
は
原
注
を
除
き
、
必
要
に
応
じ
て
解
釈
と
振
り
仮
名
を
つ
け
た
。
な

お
著
者
藤
原
明
衡
の
経
歴
、
お
よ
び
写
本
・
刊
本
等
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
三
保
忠

夫

『

藤
原
明
衡
と
雲
州
往
来』

(

笠
間
書
院
、
二
〇
〇
六
年)

参
照
。

(

５)

石
井
進

｢

中
世
成
立
期
の
軍
制｣

(『

石
井
進
著
作
集』

五
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

五
年
。
初
発
表
は
一
九
六
九
・
一
九
七
一
年)

。

(

６)

ほ
か

『

年
中
行
事
秘
抄』

十
月
に
永
承
六
年

(

一
〇
五
一)

一
一
月
六
日
付
賀
茂
、

『

朝
野
群
載』

巻
六
・
神
祇
官
に
保
安
二
年

(

一
一
二
一)

二
月
三
〇
日
付
石
清
水
、

『

兵
範
記』

仁
安
三
年

(

一
一
六
八)

一
二
月
二
日
条
に
賀
茂
、『

吉
記』

治
承
四
年

(

一
一
八
〇)

四
月
八
日
条
に
石
清
水
、
の
各
臨
時
祭
の
装
束
分
配
が
載
る
。

(

７)

三
橋
正

｢｢

臨
時
祭｣

の
特
徴
と
意
味｣

(『

平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼』

、
続

群
書
類
従
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
発
表
は
一
九
八
六
年)

。

(

８)

三
橋
註

(

７)

論
文
、｢

摂
関
期
の
春
日
祭｣

(

註

(

７)

書
、
初
発
表
は
一
九
八

六
年)

。

(

９)

道
長
政
権
期
以
降
、
摂
関
家
嫡
男
が
祭
使
を
務
め
る
場
合
に
は
后
宮
か
ら
も
送
ら

れ
た
例
が
見
え
る

(『

御
堂
関
白
記』

寛
弘
元
年

(

一
〇
〇
四)

二
月
五
日
条
、
頼
通

が
春
日
祭
使
。『

中
右
記』

寛
治
二
年

(

一
〇
八
八)

一
一
月
一
一
日
条
、
忠
実
が
春

日
祭
使)

。
頼
通
猶
子
で
あ
る
源
師
房
が
祭
使
と
考
え
ら
れ
る
万
寿
元
年

(

一
〇
二
四)

四
月
一
七
日
賀
茂
祭
で
も

｢

宮
々｣

か
ら
送
ら
れ
て
い
る

(『

小
右
記』)

。

な
お
賀
茂
祭
・
春
日
祭
装
束
の
う
ち
舞
人
の
下
襲
・
半
臂
や
陪
従
装
束
は
、
院
政

期
に
は

｢

舞
人
下
襲
、
右
大
臣
殿

(

藤
原
忠
実)

、
陪
従
装
束
、
方
大
将

(

源
雅
実)｣

(『

中
右
記』

康
和
四
年

(

一

一
〇
二)

一
一
月
二
日)

と
、
摂
関
家
お
よ
び
方
大
将
に
申
請
す
る
の
が
例
と
な
っ

て
い
る
。
た
だ
し
摂
関
期
に
は

｢

舞
人
下
襲
、
中
宮
大
夫

(

藤
原
道
綱)｣

｢

陪
従
装
束
、
権
大
納
言

(

藤
原
頼
通)｣

(『

小
右
記』

長
和
三
年

(

一
〇
一
四)

二
月
三
日
条
、
春
日
祭)

の
ご
と
く
例
と
し

て
固
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
摂
関
に
障
り
あ
れ
ば
次
位
の
大
臣
に
依
頼

し
た

(『

玉
葉』

承
安
四
年

(

一
一
七
四)

二
月
二
六
日
条
、
治
承
二
年
二
月
五
日
条)

。

(

10)
｢

摺
袴
送
二

源
大
納
言

(

俊

賢

)

御
許
一

、
息
左
少
将
顕
基
今
日
祭
使
也｣

(『

小
右
記』

寛
仁

三
年

(

一
〇
一
九)

四
月
二
二
日
条
、
賀
茂
祭)

、｢

近
衛
府
使
左
近
少
将
俊
家

(

藤
原)

、
依
二

春
宮
大
夫

(

藤
原
頼
宗)

消
息
一

、
調
二

送
�
人
十
二
人
下
襲
一

、
亦
遣
二

摺
袴
一｣

(『

同』

長
元
五
年

(

一
〇
三
二)

四
月
二
一
日
条
、
賀
茂
祭)

、｢

春
日
祭
使
大
殿

(

忠
実)

中
将

(

頼
長)

被
二

勤
仕
一

也
、

仍
早
旦
進
二
摺
袴
一
腰
一
了
、
是
依
レ
有
レ
仰
也｣

(『

中
右
記』

大
治
五
年

(

一
一
三
〇)

一
一
月
八
日
条
、
春
日
祭)

。

(

11)
藤
原
頼
長
や
九
条
兼
実
も
、
息
男
が
春
日
祭
使
を
務
め
た
際
、｢

送
二

摺
袴
一

人
々｣

を
列
記
し
て
い
る

(『

台
記
別
記』

仁
平
元
年

(

一
一
五
一)

一
一
月
一
五
日
条
、

『

玉
葉』

治
承
二
年
一
一
月
二
日
条)

。

(

12)

内
蔵
寮
の
御
服
調
進
に
関
し
て
も
、
内
蔵
頭
藤
原
宗
忠
は
邸
南
廊
に
御
服
所
を
修
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造
し
、｢

御
服
裁
縫
女
工｣

を
渡
し
て
い
る

(『

中
右
記』

承
徳
二
年
八
月
五
日
条)

。

(

13)
以
下
、
古
典
文
学
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

(

小
学
館)

お
よ
び
新
日
本
古
典
文
学
大
系

(

岩
波
書
店)

を
参
照
し
た
。

(

14)

赤
染
衛
門
も
縫
い
物
が
得
意
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
万
寿
三
年
に
息
挙
周
に
五
節
舞

姫
献
上
が
充
て
ら
れ
た
際
、
上
東
門
院
か
ら

｢

よ
う
と
お
も
ふ
も
の
な
が
ら

(

面
倒
な
こ
と
と
は
思
う
け
れ
ど
も)

、
人
に

ぬ
は
す
な｣

と
装
束
を
手
ず
か
ら
縫
う
よ
う
申
し
渡
さ
れ
た

(『

赤
染
衛
門
集』

。
解

釈
は
関
根
慶
子
ほ
か
著

『

赤
染
衛
門
集
全
釈』

風
間
書
房
、
一
九
八
六
年)

。
な
お

『

枕
草
子』

｢

ね
た
き
も
の｣
に
も
、
中
宮
定
子
の
女
房
が
仕
立
物
を
大
勢
で
縫
い
あ

げ
た
様
子
が
描
か
れ
、
衣
服
縫
製
が
女
房
の
仕
事
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

(

15)

伊
原
昭

『

文
学
に
み
る
日
本
の
色』

(

朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年)

、
服
藤
早
苗

『

平
安
朝

女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル』

(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年)

。
平
安
時
代

の
貴
族
邸
に
お
い
て
女
性
が
染
色
に
従
事
し
た
件
は
、
伊
原
昭

『

王
朝
の
色
と
美』

第
二
章

｢

平
安
の
人
び
と
の
生
活
と
色｣

(

笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年)

に
詳
し
い
。

(

16)

鳥
居
本
幸
代

『

平
安
朝
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
文
化』

(
春
秋
社
、
二
〇
〇
三
年)

。
な

お
石
清
水
臨
時
祭
で
も

｢

舞
人
等
巻
纓
・
青
摺
之
袴｣

(『
後
二
条
師
通
記』

寛
治
七

年
三
月
五
日
条)

と
見
え
る
場
合
も
あ
る
。『

小
大
君
集』
解
釈
は
、
平
塚
ト
シ
子
ほ

か
著

『

小
大
君
集
全
釈』

(

翰
林
書
房
、
二
〇
〇
〇
年)

。

(

17)
｢

夏
間
蔵
人
方
恒
例
公
事
用
途
事

(

中
略)

賀
茂
祭
、
調
進
物
、(
中
略)

水
入
扇

四
十
枚
、
白
柄
扇
廿
四
枚｣

(『

葉
黄
記』

宝
治
元
年

(

一
二
四
七)

三
月
一
一
日
条)

と
同
じ
か
。

(

18)

藤
原
有
家
の
左
少
将
任
期
は
寛
治
二
年
一
二
月
〜
長
治
元
年

(

一
一
〇
四)
一
月
。

内
蔵
頭
源
は
源
政
長

(

任
期
は
、
寛
治
七
年
一
二
月
〜
永
長
二
年

(

一
〇
九
七)
閏

正
月)

か
。

(

19)

堀
口
悟

｢

斎
院
交
替
制
と
平
安
朝
後
期
文
芸
作
品
―

『

狭
衣
物
語』

を
中
心
と
し

て
―｣

(『

古
代
文
化』

三
一
巻
一
〇
号
、
一
九
七
九
年)

、
所
京
子

｢『

狭
衣
物
語』

に
み
え
る
斎
院
の
史
的
考
察｣

(『

斎
王
の
歴
史
と
文
学』

、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇

年
。
初
発
表
は
一
九
八
一
年)

。

(

20)

宮
中
で
の
扇
調
進
は
四
月
一
日
孟
夏
旬

｢

進
扇｣

や
季
節
毎
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼

に
際
し
て
も
行
わ
れ
た
。
貴
族
邸
で
も
、
実
資
は
娘
・
千
古
の
着
裳
に
際
し
大
舎
人

頭
源
守
隆
に
扇
を
調
進
さ
せ
て
い
る

(『

小
右
記』

万
寿
元
年
一
二
月
一
三
日
条)

。

(

21)

こ
の
時
期
の
古
典
文
学
に
見
ら
れ
る

｢

蝙
蝠
扇｣

使
用
例
は
、
圷
美
奈
子

｢

献
上

の
扇
に
つ
い
て｣

(『

新
し
い
枕
草
子
論

主
題
・
手
法

そ
し
て
本
文』

、
新
典
社
、

二
〇
〇
四
年)

。
な
お
夏
扇
は
夏
だ
け
で
な
く
秋
に
も
用
い
ら
れ
た(『

た
ま
き
は
る』)

。

(

22)

平
安
時
代
の
扇
の
形
態
や
種
類
に
つ
い
て
は
、
中
村
清
兄

『

日
本
の
扇』

(

河
原
書

店
、
一
九
四
二
年)

、
同

『

扇
と
扇
絵』

(

河
原
書
店
、
一
九
六
九
年)

参
照
。

(

23)

平
安
時
代
の
扇
絵
に
つ
い
て
は
註

(

22)

両
書
、
お
よ
び
安
原
眞
琴

『『

扇
の
草
子』

の
研
究
―
遊
び
の
芸
文
―』

(

ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
三
年)

参
照
。

(

24)

平
安
時
代
の
絵
画
製
作
過
程
や
画
所
・
画
師
に
つ
い
て
は
、
家
永
三
郎

『

上
代
倭

絵
全
史』

(

高
桐
書
院
、
一
九
四
六
年
。
改
訂
版
は
墨
水
書
房
、
一
九
六
六
年)

、
秋

山
光
和

『

平
安
時
代
世
俗
画
の
研
究』

(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年)

、
宮
島
新
一

『

宮
廷
画
壇
史
の
研
究』

(

至
文
堂
、
一
九
九
六
年)

、
芳
之
内
圭

｢

平
安
時
代
の
画
所

に
つ
い
て
―
そ
の
基
礎
的
研
究
―｣

(『

日
本
歴
史』

六
五
九
号
、
二
〇
〇
三
年)

。

(

25)

芳
之
内
註

(

24)

論
文
。

(

26)

家
永
註

(

24)

書
。
同
氏
は

『

明
衡
往
来』

第
九
状

｢

絵
師｣

を

｢

公
務
を
奉
ず

る
吏
人
が
偶
然
画
技
を
習
得
し
て
絵
師
に
化
す
る
経
過
を
示
す
も
の｣

と
さ
れ
る
。

(

27)

な
お
扇
の
骨
に
つ
い
て
は
、『

新
猿
楽
記』

に

｢

三
郎
主
者
、
細
工
并
木
道
長
者
也
。

(

中
略)

鞍
骨
・
扇
骨
・
箙
・
大
刀
装
束
・
唐
笠
・
造
花
・
籘
巻
上
手
也｣

と
あ
っ
て
、

細
工
職
人
が
手
が
け
た
と
い
う
。

(

28)

吉
川
註

(

１)

前
掲
論
文
、
拙
稿
註

(

２)
｢

行
列
空
間
に
お
け
る
女
性｣

。

(

29)

松
本
政
春

｢

貴
族
官
人
の
騎
馬
と
乗
車｣

(『

日
本
歴
史』

五
一
五
号
、
一
九
九
一

年)

。

(
30)

行
列
中
の
乗
り
物
の
順
番
は
主
人
の
後
に
身
分
順
に
続
く
の
が
原
則
で
あ
る
た
め
、

内
侍
が
乗
車
す
る
と
斎
王
の
後
へ
と
移
動
す
る
。
し
か
し
斎
院
と
斎
院
に
仕
え
る
女

別
当
・
宣
旨
以
下
の
車
列
と
の
間
に
割
り
込
む
形
に
な
り
、
行
列
が
乱
れ
る
原
因
と

な
っ
て
い
た
。
長
和
五
年
四
月
二
〇
日
、
頼
通
か
ら
女
使
の
車
次
第
を
問
わ
れ
た
実

資
は

｢
新
案｣

と
し
て
斎
院
に
仕
え
る
女
房
の
後
ろ
に
内
侍
を
置
く
こ
と
を
提
案

(『

小
右
記』)
。
院
政
期
に
女
蔵
人
ま
で
乗
車
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
に
編

成
さ
れ
て
い
る
。
な
お
の
ち
に
近
衛
使
ら
男
使
も
飾
車
を
率
い
る
よ
う
に
な
る
が
、

( ) 平安貴族社会の祭列をめぐる社会的関係について (野田)17



実
際
は
乗
ら
ず
騎
馬
し
た
た
め
、
行
列
の
順
序
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

(

31)
寛
弘
二
年
の
例
で
は
、
実
資
は
還
立
の
朝
、
典
侍
の
神
館
宿
所
に
食
事
も
届
け
て

い
る

(『
小
右
記』

二
一
日
条)

。
な
お
斎
宮
が
野
宮
に
入
る
場
合
も
典
侍
の
消
息
に

よ
り
車
を
遣
わ
し
た

(『

小
右
記』

長
和
二
年
九
月
二
七
日
条)

。

(

32)

女
使
と
出
車
の
配
列
は
、
斎
院
童
女
車
の
後
、
典
侍
車
・
出
車
五
両
、
命
婦
車
・

出
車
二
両
、
蔵
人
車
・
出
車
二
両

(『

山
槐
記』

応
保
元
年

(

一
一
六
一)

四
月
一
九

日
条
、
治
承
四
年
四
月
一
五
日
条
、『

民
経
記』

寛
喜
三
年

(

一
二
三
一)

四
月
一
七

日
条)

。

(

33)

た
と
え
ば
藤
原
実
資
は
中
宮
彰
子
内
裏
参
入
の
た
め
の
糸
毛
車
を
依
頼
さ
れ
た
際
、

斎
院
の
車
を
借
り
て
遣
わ
し
た

(『
小
右
記』

長
和
元
年
四
月
二
六
日
条)

。
拙
稿
註

(

２)
｢

行
列
空
間
に
お
け
る
女
性｣
註

(
14)

。
(

34)

以
上
は
祭
使
本
人
の
書
状
に
よ
る
依
頼
例
だ
が
、
寛
仁
二
年
四
月
二
一
日
道
長
・

頼
通
石
清
水
詣
で
は
頼
宗
が
前
駆
用
の
馬
を

｢
女
房
消
息｣

に
よ
り
実
資
に
依
頼
し

た

(『

小
右
記』)

。
な
お
祭
使
や
そ
の
他
の
従
事
者
が
用
い
る
馬
や
馬
具
は
、
上
皇
や

摂
関
以
下
の
公
卿
・
殿
上
人
が
貸
し
与
え
る
。
藤
原
道
長
は
寛
弘
八
年
四
月
一
八
日

賀
茂
祭
に
あ
た
り

｢

申
レ

馬
人
々｣

に
馬
を
貸
与
し
た

(『
御
堂
関
白
記』)

。
こ
の
場

合
、｢

検
非
違
使
宗
実

(

平

)

尓

給
レ

馬
。
件
男
院
近
習
也
、
仍
給
二

善
馬
一｣

(『

殿
暦』

天
永

三
年

(

一
一
一
二)

四
月
二
〇
日
条)

の
よ
う
に
借
手
の
属
性
が
馬
の
質
に
考
慮
さ

れ
た
。
摂
関
に
よ
る
馬
の
貸
借
に
つ
い
て
は
中
込
律
子

｢

摂
関
家
と
馬｣

(
服
藤
早
苗

編

『

王
朝
の
権
力
と
表
象
―
学
芸
の
文
化
史』

、
森
話
社
、
一
九
九
八
年)
。

(

35)

藤
原
教
通
は
、
ほ
か
に
春
日
祭
使
を
奉
仕
す
べ
き
者
が
い
な
い
た
め
、
寛
弘
四
年

一
〇
月
二
九
日
に
権
右
少
将
に
加
え
ら
れ
、
翌
月
八
日
に
春
日
祭
使
と
し
て
出
立
し

た

(『

権
記』)

。
ほ
か
に
も
藤
原
実
成
は
長
徳
四
年

(

九
九
八)

一
〇
月
二
三
日
右
中

将
と
な
り
一
一
月
四
日
春
日
祭
使
、
藤
原
資
房
は
治
安
三
年

(

一
〇
二
三)

二
月
二

九
日
右
少
将
と
な
り
四
月
一
六
日
賀
茂
祭
使
、
藤
原
宗
忠
は
永
保
三
年

(

一
〇
八
三)

二
月
一
日
右
少
将
と
な
り
四
月
一
六
日
賀
茂
祭
使
を
務
め
て
い
る
。
な
お
祭
使
は

｢

巡｣

に
基
づ
き
大
将
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。

(

36)

荻
美
津
夫

｢

楽
所
の
変
遷
と
そ
の
活
動｣

(『

平
安
朝
音
楽
制
度
史』

、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
四
年)

。
な
お
童
舞
の
場
合
も
一
一
世
紀
に
な
る
と
自
邸
に
舞
師
を
召
し
て
練

習
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
荻

｢

雅
楽
寮
と
楽
官
・
楽
人
の
系
譜｣

(

同
書)

、
服
藤

早
苗

｢

舞
う
童
た
ち
の
登
場
―
王
権
と
童
―｣

(『

平
安
王
朝
の
子
ど
も
た
ち
―
王
権

と
家
・
童
―』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
。
初
出
は
一
九
九
八
年)

参
照
。

(

37)

荻

｢

衛
府
舞
人
・
楽
人
供
奉
の
宮
廷
儀
式
と
そ
の
変
遷｣

(

註

(

36)

書)

。

(

38)

荻
註

(

36)

論
文
。

(

39)

こ
れ
ら
舞
師
は

｢

大
師
左
近
将
監
光
末

(

狛
光
季)

、
例
禄
五
十
疋
・

被
物
二
重
、

小
師
左
近
府
生
末
定

(

狛
季
貞)

、

例
禄
卅
疋
・

被
物
一
重
、

童
小
師
比
古
丸
、
例
禄
卅
疋
・

被
物
一
重
、｣

の
ご
と
く
禄
を
賜
わ
っ
た
。
な
お
舞
師
は
五
節

舞
姫
参
入
に
際
し
て
も
貴
族
邸
に
迎
え
ら
れ
て
指
導
し
、
禄
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

(

40)

宗
忠
の

｢

一
家｣

の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
鷲
見
等
曜

｢

平
安
時
代
末
期
貴
族
の

｢

家｣｣
(『

岐
阜
経
済
大
学
論
集』

一
八
巻
三
・
四
号
、
一
九
八
四
年)

参
照
。

(

41)

一
一
日

(

殿
上
童
源
雅
定
、
蔵
人
少
将
源
顕
国)

、
一
四
日

(

兵
衛
佐
源
能
明
、
新

少
将
源
家
定)

、
一
六
日

(

左
馬
頭
源
師
隆)

、
二
一
日

(

四
位
後
少
将
源
師
時)

。

(

42)

鷲
見
註

(

40)

論
文
、
服
藤
早
苗

｢

摂
関
期
に
お
け
る

｢

氏｣

・

｢

家｣

―

｢

小

右
記｣

に
み
ら
れ
る
実
資
を
中
心
に
―｣

(『

家
成
立
史
の
研
究
―
祖
先
祭
祀
・
女
・

子
ど
も』

、
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
。
初
発
表
は
一
九
八
七
年)

。

(

43)

拙
稿
註

(

２)
｢

平
安
貴
族
社
会
の
行
列
―
慶
賀
行
列
を
中
心
に
―｣

。

(

44)

拙
稿
註

(

２)
｢

行
列
空
間
に
お
け
る
見
物｣

。

(

45)
『

明
衡
往
来』

第
一
〇
状
も
産
穢
に
よ
り
蟄
居
中
の
大
蔵
卿
へ
参
議
伴
が
稲
荷
祭
見

物
の
模
様
を
報
告
し
、
大
蔵
卿
は
返
状
で
去
年
の
稲
荷
祭
見
物
の
様
子
を
伝
え
る
。

(

46)

三
橋
註

(

６)

論
文
。

(

47)
｢

大
夫
の
君｣

は
藤
原
朝
光
の
男
の
う
ち
相
中
・
相
経
・
相
任
の
い
ず
れ
か

(

石
井

文
夫
ほ
か
著

『

大
斎
院
前
の
御
集
注
釈』

貴
重
本
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年)

。

(
48)

拙
稿
註

(

２)
｢

行
列
空
間
に
お
け
る
見
物｣

。

(
49)

註

(

４)
『

雲
州
往
来

享
禄
本
研
究
と
総
索
引』

。

(

50)
な
お
古
往
来
は
従
来
お
も
に
国
語
国
文
学
お
よ
び
教
育
史
の
方
面
で
研
究
が
進
め

ら
れ
て
き
た
が
、
最
近
史
学
分
野
で
の
研
究
も
進
展
し
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
書
状

と
し
て
の
研
究
に
、
古
瀬
奈
津
子

｢

日
本
古
代
に
お
け
る
書
状
の
社
会
的
機
能
に
関

す
る
研
究｣

(
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

(

Ｃ)

、
二
〇
〇
三
〜
二
〇
〇
六
年
度)

な
ど
が
あ
る
。

東京大学史料編纂所研究紀要 第17号 2007年３月 ( )18



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /FutoGoB101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /FutoMinA101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /GothicBBB-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun34-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun501-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MidashiGo-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MidashiMin-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MtGothic-Medium-It
    /Ryumin-Bold-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Heavy-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Light-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Regular-Bibl-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Ultra-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Bold-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Light-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Medium-Biblo-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Regular-Bibl-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Ultra-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinseiKai-Biblos-83pv-RKSJ-H
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [515.906 728.504]
>> setpagedevice


