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平
安
期
女
房
装
束
の
復
元
に
む
け
て
（
三
）

─ 「
絵
巻
に
よ
る
平
安
期
女
房
装
束
復
元
の
試
み
」
と
そ
の
前
提 

─髙

倉

永

佳

永

井

と
も
子

佐

藤

悟

横

井

孝

一

は
じ
め
に

―
絵
入
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
経
て

昨
年
（
二
〇
二
二
年
）、
絵
入
本
学
会
の
絵
入
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
が
開
催
さ
れ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は

あ
っ
た
が
、
ホ
ス
ト
校
大
阪
大
学
（
学
会
会
長
＝
門
脇
む
つ
み
）
の

尽
力
に
よ
る
開
催
で
あ
っ
た
。
一
二
月
一
〇
日
～
一
一
日
の
開
催
期

間
の
冒
頭
、「
装
束
と
絵
画
」
と
い
う
小
特
集
の
も
と
、
稿
者
四
人

が
そ
れ
ぞ
れ
の
題
目
で
発
表
を
行
っ
た（

１
）。
本
稿
は
、
横
井
個
人
の
名

で
「
絵
巻
に
よ
る
平
安
期
女
房
装
束
復
元
の
試
み
」
と
題
し
て
発
表

し
た
も
の
を
、
研
究
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
再
検
討
、
集
中
討
議
し
た
の

ち
、
改
訂
増
補
し
原
稿
化
し
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
合
議
に

従
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
横
井
個
人
の
事
実
誤
認
に
よ
る
誤
謬
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
、
本
稿
に
限
っ
て
そ
の
文
責
は
ひ
と
え

に
横
井
に
存
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

絵
画
作
品
を
歴
史
資
料
と
し
て
読
み
解
く
と
い
う
方
法
は
日
本
史

学
で
は
前
世
紀
か
ら
深
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ほ
ど
珍
し
い
観
点
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
絵
画
史
料
論
者
」
を
自
認
す
る

黒
田
日
出
男
に
は
あ
ま
た
の
著
作（

２
）が

あ
り
、
ま
た
、
澁
澤
敬
三
・
神
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奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
絵
巻
物
に
よ
る
日
本
常
民
生

活
絵
引
』（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
八
月
刊
）
な
ど
記
念
碑
的
著
作

も
あ
る
。
そ
れ
と
て
も
、
職
能
に
よ
る
人
物
表
現
、
都
市
史
、
建
築

史
に
偏
し
て
い
る
気
が
し
な
い
で
も
な
い
が
、
二
一
世
紀
も
四
半
分

に
達
し
よ
う
と
す
る
今
日
ま
で
に
は
か
な
り
の
業
績
の
集
積
が
あ

る（
３
）。

翻
っ
て
、
画
像
は
も
と
よ
り
文
献
資
料
も
乏
し
い
平
安
時
代
の

装
束
に
関
し
て
は
ど
う
か
。
日
本
史
学
で
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

も
ろ
も
ろ
の
課
題
の
水
準
か
ら
は
相
当
離
れ
た
位
置
に
放
置
さ
れ
て

き
た
の
で
は
な
い
か
。

実
践
女
子
大
学
の
研
究
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
と
し
て
、「
平
安

時
代
の
女
房
装
束
を
復
元
す
る
」
と
い
う
試
み
を
企
図
し
た
際
、
研

究
チ
ー
ム
が
前
提
と
し
た
の
は
、《
判
断
の
基
準
に
、
可
能
な
限
り

典
拠
を
求
め
る
》
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、《
確
証
の
な
い
も
の
に
は
、

傍
証
を
博
索
す
る
》
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
（
本
連
載
第
一
稿
参

照
）。「
傍
証
」
の
う
ち
、
物
語
に
至
近
の
存
在
と
し
て
国
宝
『
源
氏

物
語
絵
巻
』
が
選
ば
れ
る
の
は
、
現
存
最
古
の
絵
画
史
料
だ
か
ら
で

あ
り
、
当
然
の
選
択
と
考
え
る
。
た
だ
、「
傍
証
」
と
す
る
に
は
、

当
該
絵
巻
の
史
料
批
判
と
そ
れ
へ
の
説
明
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
の
反
省
が
あ
る
。

古
典
文
学
の
注
釈
書
、
例
え
ば
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

本
『
源
氏
物
語
』
は
、
詳
細
な
頭
注
・
校
訂
本
文
・
意
の
通
り
や
す

い
現
代
語
訳
、
さ
ら
に
は
懇
切
な
付
録
を
満
載
し
た
至
便
な
テ
キ
ス

ト
と
し
て
、
プ
ロ
パ
ー
の
専
門
家
が
使
用
す
る
信
頼
度
の
高
い
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
は
各
巻
末
に
鎌
倉
期
の
絵
巻
な
ど
か
ら
描

き
起
こ
し
た
図
版
が
、典
拠
を
明
示
し
た
う
え
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

至
れ
り
尽
く
せ
り
と
申
す
べ
き
だ
が
、
厳
密
に
は
全
体
像
も
細
部
も

ど
の
程
度
の
検
討
が
な
さ
れ
た
の
か
、
掲
載
の
意
図
や
説
明
も
な
い

た
め
、
半
端
な
サ
ン
プ
ル
以
上
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う

の
が
現
状
で
あ
る
。
鎌
倉
期
の
絵
巻
の
図
像
の
ひ
と
つ
を
借
用
す
る

に
し
て
も
、
当
該
絵
巻
の
成
立
年
代
・
制
作
環
境
・
制
作
経
緯
な
ど

へ
の
理
解
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
我
々
研
究
チ
ー
ム
が
国
宝
『
源
氏

物
語
絵
巻
』
を
選
ん
だ
の
は
、
物
語
作
品
を
め
ぐ
る
最
古
の
絵
画
史

料
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
当
然
『
源
氏
物
語
』
と
の
距
離

感
、
成
立
年
代
の
差
異
、
制
作
環
境
の
位
相
差
な
ど
を
勘
案
し
た
う

え
で
の
考
証
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
も
女
房
装
束
の
各
部
位
に
つ
い

て
も
実
演
を
行
っ
て
ゆ
く
は
ず
な
の
で
、
可
否
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
批
正
を
頂
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

二
『
源
氏
物
語
』
の
准
拠
を
め
ぐ
っ
て

『
源
氏
物
語
』
は
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
成
立
に
遡
る
こ
と
約

一
〇
〇
年
、
そ
の
完
成
に
つ
い
て
の
諸
説
は
、

「�
源
氏
物
語
は
そ
の
全
部
が
式
部
の
寡
婦
時
代
の
三
、四
年
ま

た
は
四
、五
年
の
間
に
成
っ
た
も
の
と
見
る
の
が
自
然
」（
池
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田
亀
鑑（
４
））

「
寡
婦
生
活
中
に
源
氏
物
語
を
書
き
あ
げ
た
」（
増
田
繁
夫（

５
））

と
い
う
宮
仕
以
前
と
す
る
所
説
も
あ
る
が
、

「�

彼
女
の
寡
居
の
年
で
あ
る
長
保
三
年
一
〇
〇
一
の
秋
か
ら
寛
弘
六

年
一
〇
〇
九
の
夏
ま
で
の
九
年
間
に
著
作
さ
れ
た
と
し
て
、
ま
づ

大
過
な
い
と
信
ず
る
」（
岡
一
男（

６
））

「�

宇
治
十
帖
は
、
寛
弘
七
年
二
月
上
旬
か
ら
書
き
始
め
て
、
六

月
中
ご
ろ
ま
で
に
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」（
今
井
源
衛（

７
））

「�

寛
弘
七
年
春
、
宇
治
十
帖
の
作
業
が
終
わ
っ
た
」（
稲
賀
敬

二（
８
））

な
ど
、
ほ
ぼ
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
頃
ま
で
に
成
立
と
す
る
意
見

が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
こ
の
年
紀
を
ま
ず
押

さ
え
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
、『
源
氏
物
語
』
の
場
合
は
冒
頭
の
「
い
づ
れ
の
御
時
に

か
…
…
」
が
、
一
〇
世
紀
初
頭
『
古
今
集
』
の
女
流
歌
人
伊
勢
の
家

集
『
伊
勢
集
』（
歌
仙
歌
集
本
）
の
冒
頭
に
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か

あ
り
け
む
」
と
あ
る
の
を
借
用
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

物
語
内
容
が
か
な
ら
ず
し
も
寛
弘
六
、七
年
の
成
立
時
点
で
の
「
現

代
小
説
」
で
は
な
く
、
前
時
代
に
活
躍
し
た
伊
勢
の
時
代
を
舞
台
背

景
に
し
て
い
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。「
准
拠
」
の
問
題
で
あ
る
。

四
辻
善
成
『
河
海
抄
』
巻
一
「
料
簡
」
に
、

物
語
の
時
代
は
醍
醐
・
朱
雀
・
村
上
三
代
に
准
ズ
ル
歟
。
桐
壺

御
門
は
延
喜
、
朱
雀
院
は
天
慶
、
冷
泉
院
は
天
暦
、
光
源
氏
は

西
宮
左
大
臣
、
如
此
相
当
ス
ル
也
。
桐
壺
巻
に
、
最
初
に
両
所

ま
で
と
り
わ
き
て
亭
子
院
の
御
事
を
載
た
り
。
是
御先

皇
ノ
儀
也

遺
誡
也
。

〈「
こ
の
こ
ろ
あ
け
く
れ
御
ら
ん
ず
る
長
恨
哥
の
御
絵
、
亭
子
院

の
か
ゝ
せ
給
へ
る
を
ぞ
枕
ご
と
に
せ
さ
せ
給
云
々
」
又
「
こ
ま

う
と
を
宮
の
う
ち
に
め
さ
ん
こ
と
は
宇
多
の
御
門
の
御
い
ま
し

め
あ
れ
ば
と
云
々
」〉
又
絵
合
巻
に
、
朱
雀
院
の
御
事
を
「
延

喜
の
御
手
づ
か
ら
こ
と
の
心
か
ゝ
せ
給
へ
る
」
と
い
へ
り
。
又

昭
宣
公
の
母
は
寛
平
法
皇
の
皇
女
、
延
喜
ノ
帝ミ
カ
ドノ
御
妹イ
モ
ト
也
。
致

仕
大
臣
の
母
も
桐
壺
御
門
ノ
御
腹
と
あ
り
。
此
外
も
其
証
お
ほ

し
。
難
者
云
以
前
の
准
拠
誠
に
其
寄例

イ

あ
り
と
い
へ
ど
も
、
此
物

語
は
光
源
氏
を
む
ね
と
す
る
歟
。
…（

９
）…

と
「
准
拠
」
の
語
を
用
い
て
詳
述
し
た
の
を
端
緒
と
し
て
（
さ
ら
に

古
く
『
弘
安
源
氏
論
義
』『
紫
明
抄
』
に
用
例
を
見
出
す
）、『
源
氏

物
語
』
の
隅
か
ら
隅
ま
で
諸
家
に
よ
っ
て
「
准
拠
」
と
い
う
名
の
先

蹤
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
来
た
。
特
に
右
の
「
物
語
の
時
代
は
醍
醐
・

朱
雀
・
村
上
三
代
に
准
ズ
ル
」
は
、
ほ
ぼ
鉄
案
の
如
く
、『
源
氏
物
語
』

が
当
代
を
背
景
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
歴
史
小
説
」「
時
代
小
説
」

と
理
解
す
べ
き
根
拠
と
し
て
引
か
れ
て
き
た
。

現
在
、『
源
氏
物
語
』
の
「
准
拠
」
に
対
し
て
、
二
方
向
の
把
握
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の
さ
れ
方
が
あ
る
。《
一
》
は
『
河
海
抄
』
の
方
法
に
倣
っ
て
、「
時

代
を
特
定
で
き
る
史
実
を
物
語
に
描
き
込
む
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
の

物
語
に
は
な
い
『
源
氏
物
語
』
独
自
の
方
法
」）

（1
（

と
認
識
し
、
こ
の
物

語
が
「
典
拠
と
し
た
史
実
や
先
例
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
」
す
る
方

法
論
。
一
方
、
そ
の
《
二
》
は
、
こ
の
問
題
に
早
く
に
取
り
組
ん
だ

清
水
好
子
が
「
物
語
の
人
物
や
事
件
を
史
上
実
際
の
そ
れ
に
あ
て
は

め
て
考
え
う
る
場
合
、
古
注
は
史
実
の
そ
れ
ら
を
準
拠
と
呼
ん
だ）

（（
（

」

と
い
い
、
さ
ら
に
「
物
語
の
人
物
や
事
件
が
歴
史
上
実
在
の
そ
れ
を

も
と
に
、
あ
て
は
め
な
ず
ら
え
て
書
い
て
い
る
と
解
す
る
と
き
、
そ

れ
ら
の
史
実
を
物
語
の
準
拠
と
い
う
の
で
あ
る）

（1
（

」
と
い
う
よ
う
に
、

物
語
作
者
が
そ
の
よ
う
に
「
書
い
て
い
る
」
と
い
う
創
作
上
の
指
摘

な
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
よ
う
に
「
書
い
て
い
る
と
解
す
る
」
と
い

う
注
釈
家
た
ち
の
用
語
に
過
ぎ
な
い
、
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

《
一
》
は
明
快
で
あ
る
。
物
語
の
行
文
中
か
ら
典
拠
を
有
す
る
箇

所
を
探
し
出
し
、
そ
の
典
拠
が
引
か
れ
る
蓋
然
性
を
論
ず
れ
ば
成
立

す
る
議
論
で
あ
る
。『
河
海
抄
』
よ
り
遡
っ
て
『
紫
明
抄
』『
弘
安
源

氏
論
義
』
以
来
の
方
法
論
で
あ
り
、
現
在
も
盛
ん
に
諸
家
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
准
拠
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
光
源

氏
の
須
磨
下
向
の
准
拠
と
し
て
古
注
釈
の
中
で
小
野
篁
・
在
原
行
平
・

菅
原
道
真
・
源
高
明
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
果
て
は
当
代
の
藤
原

伊
周
が
挙
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
最
も
妥
当
な
の
が
遠
く
中
国
古
代
の
周

公
旦
だ
な
ど
と
い
う
の
で
あ
れ
ば）

（1
（

、「
物
語
の
時
代
は
醍
醐
・
朱
雀
・

村
上
三
代
に
准
ズ
ル
」
と
い
う
の
は
一
体
何
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
現
在
も
い
ろ
い
ろ
な
准
拠
説
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
説
に
は
蓋
然
性
が
主
張
さ
れ
る
も
の
の
、
蓋
然
性
の
濃
淡
を
超

え
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、《
二
》
で
は
、「
こ
の
物
語
が
、
そ
の
時
代

0

0

を
ど
こ
に

置
い
た
、
と
い
ふ
言
ひ
方
は
実
は
一
面
し
か
言
は
な
い
。
こ
の
物
語

は
、
そ
の
世
界

0

0

を
、
歴
史
上
一
定
の
時
処
に
重
ね
た
の
で
あ
る
…
…

か
う
い
ふ
源
氏
物
語
の
方
法
を
、
旧
注
は
准
拠
と
言
ふ
言
葉
で
言
ひ

あ
ら
は
し
た
の
で
あ
る）

（1
（

」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
し
、「
中
世
以
来
の

源
氏
物
語
の
よ
み

0

0

手
た
ち
の
訓
み
0

0

の
表
現
空
間
の
中
で
用
い
ら
れ
た

こ
と
ば
」
が
「
准
拠
」
の
語
で
あ
り
、「
か
れ
ら
は
、
自
ら
の
よ
み

0

0

の
必
要
性
に
応
じ
て
、こ
の
こ
と
ば
を
用
い
た）
（1
（

」
の
で
あ
る
か
ら
「
作

者
の
方
法
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
古
注
釈
家
が
作
者
の
方
法
を
さ

し
て
い
っ
た
言
葉
だ
」
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。「
准
拠
」
に
対

し
て
作
者
が
責
任
を
も
つ
謂
れ
は
な
い
、と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

指
摘
さ
れ
る
史
実
を
検
討
す
れ
ば
、「
源
氏
物
語
が
歴
史
書
あ
る
い

は
史
実
と
深
く
関
係
し
つ
つ
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
虚
構
の
世
界
で

あ
る
と
い
う
、
全
く
平
凡
な
結
論
に
落
ち
着
く）

（1
（

」
と
さ
れ
る
の
は
、

い
わ
ば
当
た
り
ま
え
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

昔
話
の
「
昔
む
か
し
あ
る
所
に
…
…
」
と
い
う
定
型
は
、「
昔
」

も
「
あ
る
所
」
も
抽
象
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、実
際
に
存
在
し
た
「
時

処
」
な
の
だ
と
い
う
見
立
て
の
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
平
安
時
代
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の
物
語
の
冒
頭
「
今
は
昔
…
…
」
も
ま
た
同
様
で
あ
る
と
い
う）
（1
（

。「
い

づ
れ
の
御
時
に
か
…
…
」
は
そ
れ
を
顕
在
化
さ
せ
た
も
の
に
他
な
ら

な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
「
准
拠
」
は
見
立
て
で
あ
り
、
意
匠
と
い
う

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
は
、『
源
氏
物
語
』
研
究
の
常
識
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
今

更
事
改
め
て
論
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
物
語
に
描

か
れ
て
い
る
人
物
の
装
束
を
復
元
す
る
と
な
れ
ば
、
当
該
作
品
が
表

現
す
る
世
界
の
歴
史
的
時
間
軸
が
那
辺
に
あ
る
か
見
定
め
て
お
か
ね

ば
な
る
ま
い
。『
源
氏
物
語
』が
成
立
時
に
既
に「
時
代
小
説
」で
あ
っ

た
な
ど
と
い
う
初
歩
的
議
論
か
ら
距
離
を
お
く
た
め
の
所
業
で
あ

る
。
諒
と
せ
ら
れ
た
い
。

三
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
を
め
ぐ
っ
て

絵
画
と
文
学
と
い
う
領
域
に
差
異
は
あ
る
け
れ
ど
も
、『
源
氏
物

語
絵
巻
』
に
描
か
れ
る
世
界
は
『
源
氏
物
語
』
と
並
列
し
う
る
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。
右
に
概
観
し
た
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
成
立
は

一
〇
一
〇
年
前
後
。
国
宝
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
成
立
に
つ
い
て
は

諸
説
あ
る
が
、
一
二
世
紀
初
頭
か
ら
半
ば
こ
ろ
ま
で
と
す
る
こ
と
で

ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。

源
師
時
（
一
〇
七
七
～
一
一
三
六
）
の
日
記
『
長
秋
記
』
の
元
永

二
年
（
一
一
一
九
）
一
一
月
二
七
日
条
の
記
事
「
源
氏
絵
間
紙
可
調

進
、
申
承
由
、
又
上
皇
（
白
河
院
）
仰
云
、
画
図
可
進
者
、
同
申
承

由
」
を
め
ぐ
っ
て
、

「
絵
巻
の
成
立
を
…
…
一
一
一
〇
―
三
〇
位
の
間
に
定
位
し
う

る
と
す
れ
ば
、
こ
の
一
一
一
九
年
末
に
、
白
河
院
を
中
心
に
開

始
さ
れ
た
源
氏
絵
制
作
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、

甚
だ
適
当
で
あ
る
」（
秋
山
光
和）

（1
（

）

こ
れ
と
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
源
氏
秘
義
抄
』
巻
末
の
雑
載
部
分
の
記

事
に
「
ゑ
に
か
ゝ
む
と
す
れ
ば
…
…
つ
ゞ
め
て
二
十
く
わ
ん
と
す
」

と
あ
る
の
を
繋
ぎ
合
わ
せ
、

「
二
十
巻
本
絵
巻
は
現
存
絵
巻
と
同
一
で
あ
り
」（
稲
賀
敬
二）

（1
（

）

「
現
存
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
は
、『
長
秋
記
』『
源
氏
秘
義
抄
』

の
二
つ
の
記
事
に
該
当
」（
徳
川
義
宣）

11
（

）

な
ど
に
対
し
て
、
詞
書
筆
者
の
一
人
に
藤
原
教
長
（
一
一
〇
九
～

一
一
八
〇
）
を
比
定
し
、

「
保
元
の
乱
（
一
一
五
六
）
以
前
…
…
近
衛
天
皇
の
一
一
四
一

～
五
五
年
あ
た
り
に
推
定
し
て
大
過
な
い
」（
小
松
茂
美）

1（
（

）

と
す
る
意
見
も
あ
る
。
諸
説
の
間
に
前
後
四
五
年
の
幅
が
あ
る
が
、

だ
か
ら
こ
そ
『
源
氏
物
語
』
原
作
か
ら
は
お
よ
そ
一
〇
〇
年
か
ら

一
四
五
年
の
間
隔
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

服
飾
界
の
一
〇
〇
年
の
間
隔
は
大
き
い
。
紫
式
部
が
見
聞
し
た
時

代
（
九
七
四
こ
ろ
～
一
〇
一
九
こ
ろ
）
や
藤
原
道
長
の
存
生
時

（
九
六
六
～
一
〇
二
八
）
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
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連
載
第
二
稿
（
本
誌
一
〇
〇
号
）
で
も
言
及
し
た
。
す
な
わ
ち
、
万

寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
正
月
の
大
饗
の
際
、
皇
太
后
妍
子
（
道
長
二

女
）
は
女
房
た
ち
に
重
袿
を
二
一
枚
も
着
せ
て
道
長
や
頼
通
の
顰
蹙

を
買
っ
た
と
い
う
し
、そ
れ
以
降
も
妍
子
の
「
過
差
」
は
止
ま
な
か
っ

た
と
も
い
う
。
さ
ら
に
次
代
も
次
々
代
も
過
差
の
禁
制
が
頻
発
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
な
か
か
ら
重
袿
の
「
五
つ
衣
」
の
概
念
も
登
場
し
て

い
る
。
現
代
装
束
に
継
承
さ
れ
て
い
る
「
五
つ
衣
」（
略
称
「
五
つ
」）

の
概
念
は
、
当
然
紫
式
部
の
時
代
に
は
存
在
し
な
い
し
重
袿
も
形
態

を
異
に
す
る
。と
す
れ
ば
、一
〇
〇
年
以
上
も
経
過
し
て
変
化
が
あ
っ

た
は
ず
の
時
代
に
作
成
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
図
像
は
、
復

元
作
業
に
は
借
用
し
が
た
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
本

連
載
で
は
絵
巻
の
そ
れ
を
無
批
判
で
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
既

に
第
一
稿
（
本
誌
九
九
号
）
に
前
提
と
し
て
言
及
し
て
い
る
。

し
か
も
、『
源
氏
物
語
絵
巻
』
に
描
か
れ
る
装
束
に
つ
い
て
は
、

先
学
に
既
に
詳
細
な
指
摘
が
あ
る
。
た
と
え
ば
男
性
装
束
に
関
し
て

で
は
あ
る
が
、
蓬
生
の
図
に
末
摘
花
の
邸
を
訪
う
場
面
、
従
者
の
惟

光
像
に
対
し
て
鈴
木
敬
三
は
「
狩
衣
の
頸く

び

上か
み

は
、
直
衣
の
そ
れ
と
同

様
に
高
く
、
当あ

て

腰こ
し

の
細
い
の
も
古
様
で
あ
る）
11
（

」
と
し
、
さ
ら
に
、

武
藤
金
太
氏
所
蔵
久
能
寺
什
物
法
華
経
残
闕
薬
草
喩
品
の
見
返

絵
に
対
比
す
る
と
、
見
返
絵
は
銀
砂
子
地
に
金
箔
禾
を
散
し
た

上
に
、
冬
の
冠
直
衣
姿
の
公
達
が
、
萌
葱
の
狩
衣
に
立
烏
帽
子

姿
の
従
者
を
し
て
唐
傘
を
差
し
か
け
さ
せ
、
し
と
ど
降
る
雨
を

避
け
な
が
ら
池
の
畔
を
進
む
有
様
で
あ
り
、
此
の
光
景
は
徳
川

本
源
氏
物
語
絵
の
蓬
生
に
類
似
し
て
居
る
が
、
此
の
服
飾
に
於

い
て
、
見
返
絵
の
両
人
の
下
半
身
が
土
坡
で
隠
れ
、
殊
に
公
達

の
後
頭
部
の
破
損
が
甚
だ
し
い
た
め
に
詳
細
な
比
較
は
出
来
な

い
が
、
見
返
絵
の
従
者
の
狩
衣
か
ら
見
る
と
総
体
に
古
様
で
は

あ
る
が
、
源
氏
絵
の
惟
光
の
狩
衣
よ
り
頸
上
な
ど
も
低
く
な
っ

て
新
様
さ
を
増
し
て
居
る
。

し
た
が
っ
て
此
の
薬
草
喩
品
の
奥
書
の
右
兵
衛
尉
資
経
は
明

瞭
で
な
い
が
、
同
類
の
久
能
寺
経
残
闕
及
び
久
能
寺
什
物
法
華

経
廿
八
品
目
録
に
見
え
る
名
称
か
ら
し
て
、
此
の
経
の
成
立
が

永
治
元
年
と
認
め
ら
れ
て
居
る
事
か
ら
擦
れ
ば
、
源
氏
物
語
絵

詞
は
永
治
の
頃
よ
り
な
お
古
い
服
飾
様
式
を
画
い
て
居
る
こ
と

が
知
ら
れ
る）

11
（

。

と
い
う
よ
う
な
具
体
的
事
例
を
あ
げ
て
絵
巻
の
図
様
を
「
古
様
」
を

説
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
女
房
装
束
に
関
し
て
は
、「
宿
木
一
図
」
の
、
今
上
と
薫

が
囲
碁
を
打
っ
て
い
る
の
を
障
子
の
隙
間
か
ら
窺
っ
て
い
る
女
房
に

つ
い
て
、
鈴
木
は
、

厨
子
際
の
女
房
は
…
…
内
懐
か
ら
右
手
を
出
し
て
胸
に
当
て
居
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り
、
裾
先
に
僅
か
に
紅
の
袴
を
見
せ
て
居
る
。
唐
衣
の
左
右
の

襟
先
か
ら
見
え
る
銀
地
に
よ
る
白
の
紐
を
諸
羂
に
結
び
下
げ
て

居
る
の
は
裳
紐
で
あ
り
、
後
世
の
小
腰
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代

以
降
の
様
に
形
式
化
さマ

ぬマ

古
様
さ
を
示
し
、
後
辺
に
引
い
た
白

の
裳
も
、
古
く
正
面
に
ま
で
め
ぐ
ら
し
て
居
た
の
を
蹴
廻
し
を

宜
く
す
る
た
め
に
、
両
端
を
短
く
し
た
だ
け
の
所
謂
ア
ガ
チ
ノ

を
附
け
た
様
を
示
し
て
居
る
。）

11
（

と
指
摘
す
る
。「
裳
」の「
古
様
」に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
述
し
た
い
。

前
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
は
「
准
拠
」

を
め
ぐ
っ
て
、
物
語
の
描
く
「
時
代
」
が
問
題
視
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
場
合
は
原
作
と
の
時
代
の
懸
隔
に

よ
り
、可
視
化
さ
れ
た
図
像
が
制
作
さ
れ
た
「
現
在
」
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
遡
り
う
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
が
常
に
課
題
と
し
て

意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
鈴

木
は
こ
と
さ
ら
個
々
の
「
古
様
」
を
指
摘
す
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら

に
ま
た
鈴
木
は
、
絵
巻
か
ら
装
束
等
を
読
み
取
る
に
際
し
て
の
注
意

点
と
し
て
、

但
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
画
材
に
相
応
し

て
、
執
筆
当
時
の
風
俗
よ
り
も
殊
更
に
古
様
に
画
く
傾
向
の
多

い
こ
と
で
あ
る
。
か
の
源
氏
物
語
絵
詞
の
大
部
分
が
専
ら
詞
書

の
内
容
を
忠
実
に
表
現
す
る
た
め
に
物
語
の
時
代
を
髣
髴
す
る

に
努
め
て
居
る
…
…）

11
（

と
注
意
を
促
し
、
別
の
論
で
も
、

源
氏
物
語
絵
巻
は
…
…
各
段
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
を
有
し
、
同
じ

服
飾
、
同
じ
調
度
を
描
き
な
が
ら
そ
の
表
現
方
法
は
ま
ち
ま
ち

で
あ
り
、
全
く
独
自
の
別
様
式
の
も
の
さ
え
描
出
し
た
も
の
も

あ
る
故
、
相
当
数
の
画
人
が
参
加
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑

う
べ
く
も
な
い
。
そ
し
て
そ
の
中
の
主
要
な
画
人
が
最
初
の
構

図
配
置
や
描
き
起
し
の
仕
上
げ
に
携
つ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る

が
、
こ
の
中
心
人
物
が
一
人
で
な
か
つ
た
…
…
そ
れ
故
、
画
面

の
風
俗
も
一
概
に
規
定
出
来
な
い
が
、
総
じ
て
本
文
の
文
意
を

尊
重
し
て
、
本
文
中
の
風
俗
関
係
の
記
事
に
対
し
て
は
、
執
筆

当
時
の
知
識
を
も
つ
て
、
こ
の
よ
う
で
あ
つ
た
も
の
と
推
測
し

て
表
現
し
て
い
る
の
で
、
執
筆
当
時
の
風
俗
よ
り
も
幾
分
古
風

に
描
か
れ
て
い
る）

11
（

。

と
述
べ
て
い
る
。
後
学
た
る
我
々
は
、
こ
う
し
た
鈴
木
の
見
解
を
服

膺
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
あ
え
て
批
判
的
検
証
を
抜
き
に
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
と
思
う
が
、
先
学
の
見
識
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
指
摘
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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四
『
天
神
縁
起
絵
巻
』
に
お
け
る
「
袴
」

以
上
は
、
今
回
の
復
元
作
業
の
前
提
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

斯
界
に
は
常
識
と
い
う
べ
き
事
項
で
は
あ
ろ
う
が
、
前
記
の
《
判
断

の
基
準
に
、可
能
な
限
り
典
拠
を
求
め
る
》《
確
証
の
な
い
も
の
に
は
、

傍
証
を
博
索
す
る
》
を
実
践
す
る
た
め
に
、
必
要
な
手
続
き
で
あ
っ

た
と
我
々
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
考
え
て
い
る
。

平
安
期
女
房
装
束
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
際
、し
ば
し
ば
「
典
拠
」

と
混
同
さ
れ
る
も
の
に
『
雅
亮
装
束
抄
』（「
満
佐
須
計
装
束
抄
」
と

表
記
す
る
場
合
も
あ
る
）
が
あ
る
。「
雅
亮
」
の
名
は
、
平
安
末
か

ら
鎌
倉
前
期
の
故
実
家
・
源
雅
亮
（
生
没
年
未
詳
・
平
安
末
～
鎌
倉

初
期
の
人
）
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
雅
亮
は
醍
醐
源
氏
、
二
品
兵
部

卿
・
有
明
親
王
の
第
四
子
（『
尊
卑
分
脈
』）
従
四
位
上
弾
正
大
弼
守

清
の
六
代
の
孫
、
正
四
位
下
甲
斐
守
・
雅
職
の
男
。『
尊
卑
分
脈
』

に
は
雅
職
に
「
装
束
師
」
の
片
付
が
あ
る
。
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）

五
月
一
八
日
六
位
蔵
人
に
補
せ
ら
れ
（『
蔵
人
補
任
』）、
大
舎
人
助
・

近
衛
将
監
・
鳥
羽
院
判
官
代
・
皇
后
宮
少
進
を
経
て
、
嘉
応
元
年

（
一
一
六
九
）伊
賀
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
徳
大
寺
実
定
の
家
人
に
な
っ

た
と
い
う
（『
平
安
時
代
史
事
典
』）。

『
雅
亮
装
束
抄
』
は
斯
界
の
最
も
古
い
伝
書
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、

雅
亮
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
既
に
柔
装
束
と
強
装
束
が

交
錯
す
る
時
代
の
書
で
あ
る
た
め
、
平
安
中
期
の
装
束
復
元
を
目
指

す
我
々
に
と
っ
て
十
全
の
信
を
措
き
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ

以
後
の
「
装
束
抄
」
と
称
す
る
伝
書
は
数
多
く
存
す
る
が
、
中
世
か

ら
近
世
の
成
立
で
あ
り
、
絵
入
本
と
し
て
残
さ
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん

ど
が
近
世
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
記
述
の
な
か
に
伝
統
と
変
遷
の
区

別
が
難
し
い
。

こ
う
し
た
際
に
最
も
頼
り
に
な
る
の
が
絵
画
史
料
で
あ
る
こ
と
は

上
記
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
、
た
と
え
ば
「
袴
」

―
申
す
ま
で
も

な
く
「
切
袴
」
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
長
袴
」
の
こ
と
だ
が
、
古

く
は
「
長
袴
」
の
語
は
な
か
っ
た

―
の
よ
う
な
身
近
な
衣
裳
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
現
代
装
束
と
同
一

視
し
て
よ
い
も
の
か
否
か
、
着
装
も
現
代
と
同
様
に
捉
え
て
よ
い
も

の
か
否
か
。
装
束
を
「
一
」
か
ら
検
証
す
る
こ
と
を
考
え
る
我
々
に

と
っ
て
、
自
明
な
も
の
ほ
ど
陥
穽
が
あ
る
と
思
え
る
。

国
宝
『
源
氏
物
語
絵
巻
』「
夕
霧
」
図
は
、
画
面
右
側
に
夫
婦
の

様
子
を
う
か
が
う
女
房
二
人
、
左
側
に
一
条
御
息
所
か
ら
届
い
た
手

紙
を
拡
げ
る
夕
霧
と
、
そ
の
背
後
か
ら
忍
び
寄
る
雲
井
雁
の
姿
が
描

か
れ
て
い
る
（
図
１
）。
雲
井
雁
の
立
ち
姿
は
正
面
に
近
い
角
度
か

ら
見
る
こ
と
が
で
き
、『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
中
で
も
明
確
に
袴
を

視
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
図
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
半
分
以
上
は
単

に
隠
さ
れ
て
袴
の
形
態
全
体
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

同
絵
巻
「
橋
姫
」
図
に
は
、
廊
か
ら
庭
に
向
か
っ
て
こ
ぼ
れ
出
る

女
童
の
袴
の
裾
、
室
内
に
あ
っ
て
琵
琶
の
撥
で
月
を
招
く
姿
の
中
の
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（図１）国宝『源氏物語絵巻』夕霧（五島美術館蔵）

君
、
ま
た
、
同
「
東
屋
一
」
図
左
上
の
物
語
絵
に
見
入
る
浮
舟
、「
東

屋
二
」
図
の
弁
の
尼
の
と
、
そ
れ
ぞ
れ
袴
の
裾
が
見
え
る
が
、
い
ず

れ
も
断
片
的
な
部
分
で
あ
る
。

一
三
世
紀
後
半
の
作
と
さ
れ
る
『
小
野
雪
見
御
幸
絵
巻
』（
東
京

藝
術
大
学
美
術
館
蔵
）
は
、『
今
鏡
』「
す
べ
ら
ぎ
の
中
第
二
」・『
十

訓
抄
』
七
・『
古
今
著
聞
集
』
巻
一
四
遊
覧
第
二
二
に
見
え
る

―

白
河
院
の
不
意
の
雪
見
の
訪
問
に
対
し
て
、
従
者
の
急
報
に
よ
り
皇

太
后
歓
子
の
機
転
に
よ
り
、
無
事
歓
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

―
逸
話
を
も
と
と
す
る
重
要
文
化
財
の
絵
巻
で
あ
る
。
そ
の
第
一

段
、
白
河
院
の
車
が
小
野
の
皇
太
后
邸
内
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
詞
書

で
は
「
わ
ら
は
の
か
ざ
み
の
す
が
た
、
ま
こ
と
に
い
ふ
な
る
が
、
色

ど
り
た
る
お
し
き
に
、
か
ね
の
さ
か
づ
き
、
紺
瑠
璃
の
御
さ
ら
に
大

柑
子
ば
か
り
御
さ
か
な
に
て
も
ち
て
、
は
し
よ
り
雪
の
う
へ
に
を
り

た
り
け
り
」）

11
（

と
い
う
場
面
の
女
童
の
、雪
の
上
に
降
り
立
つ
姿
に
は
、

袴
の
下
半
分
が
よ
く
見
え
る
。

さ
ら
に
同
絵
巻
の
第
三
段
、「
裳
唐
衣
す
が
た
な
る
女
房
、
あ
ふ

ぎ
さ
し
…
…
松
の
枝
に
く
れ
な
ゐ
に
て
つ
ゝ
み
た
る
物
を
つ
け
て
、

雪
の
う
へ
に
お
り
て
、御
車
の
も
と
へ
ま
い
り
た
る
」
と
い
う
場
面
、

こ
れ
も
第
一
段
と
ほ
ぼ
同
様
の
構
図
で
あ
り
、
と
も
に
斜
め
前
方
か

ら
の
角
度
で
緋
色
の
袴
を
か
な
り
明
瞭
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
例

で
は
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
と
同
様
、
腰

周
り
、
腹
部
の
紐
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
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全
体
を
検
討
す
る
材
料
と
し
て
は
隔
靴
掻
痒
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。こ

う
し
て
袴
の
古
態
の
形
姿
を
求
め
て
い
た
我
々
に
と
っ
て
、

願
っ
て
も
な
い
図
像
の
あ
る
こ
と
が
『
天
神
縁
起
絵
巻
』
に
見
出
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
弘
安
本
『
天
神
縁
起
絵
巻
』、
そ
の
模
写
本

で
あ
る
『
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
』（
以
下
「
松
崎
本
」
と
略
す
）
の

二
者
で
あ
っ
た
。

『
天
神
縁
起
絵
巻
』
は
写
本
類
本
多
く
、
鎌
倉
期
か
ら
江
戸
期
ま

で
書
写
・
制
作
さ
れ
続
け
「
現
存
す
る
絵
巻
物
中
最
大
の
一
群
」）

11
（

を

な
し
て
お
り
、
詞
書
に
よ
っ
て
甲
乙
丙
の
三
分
類
さ
れ
る
な
か
、
当

該
の
弘
安
本
は
「
丙
類
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
丙
類
の
弘
安
本
は
、

北
野
天
満
宮
蔵
本
末
尾
に
「
于
時
聖
暦
戊
午
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）

夏
六
月
の
こ
ろ
微
功
を
お
ふ
」
と
あ
り
、
甲
類
を
代
表
す
る
北
野
天

満
宮
所
蔵
の
国
宝
承
久
本
（
い
わ
ゆ
る
「
根
本
縁
起
」）
の
承
久
元

年
（
一
二
一
九
）
よ
り
は
遅
れ
、
乙
類
の
津
田
天
満
社
蔵
本
の
永
仁

六
年
（
一
二
九
八
）
と
は
ほ
ぼ
雁
行
す
る
が
、
図
様
も
そ
れ
ぞ
れ
の

系
統
で
差
異
を
見
せ
て
い
る
。

弘
安
本
は
、
右
記
の
「
北
野
天
満
宮
蔵
本
」
は
零
本
二
巻
で
、
他

の
部
分
は
東
京
国
立
博
物
館
・
大
東
急
記
念
文
庫
・
サ
ン
リ
ツ
服
部

美
術
館
・
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
・
シ
ア
ト
ル
美
術
館
な
ど
に

断
簡
と
し
て
分
蔵
さ
れ
て
い
る
。
我
々
が
袴
の
形
姿
を
参
照
し
た
の

は
、「
松
崎
本
」
で
い
え
ば
、

①�

巻
四
・
第
五
段
…
…
待
賢
門
院
の
ひ
と
り
の
女
房
が
、
あ
る
時
、

装
束
の
盗
難
の
冤
罪
を
被
り
、
北
野
の
天
神
に
参
籠
し
て
和
歌

で
訴
え
た
と
こ
ろ
、
敷
島
と
い
う
端
者
が
半
狂
乱
に
な
り
、
自

ら
盗
ん
だ
装
束
を
捧
げ
て
鳥
羽
院
の
前
に
差
し
出
し
た
と
い
う

事
件
《
待
賢
門
院
女
房
霊
験
》

②�

巻
四
・
第
六
段
…
…
世
尊
寺
阿
闍
梨
仁
俊
が
、
鳥
羽
院
の
女
房

の
た
め
に
女
色
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
北
野
に
参
籠
し
て
和
歌

を
詠
ん
で
祈
誓
し
た
と
こ
ろ
、
当
の
女
房
が
半
裸
で
錫
杖
を
持

ち
、
仁
俊
の
女
色
が
冤
罪
で
あ
る
こ
と
を
口
走
り
つ
つ
、
仁
俊

の
前
に
現
れ
た
と
い
う
事
件
《
阿
闍
梨
仁
俊
霊
験
》

こ
の
二
つ
の
霊
験
譚
に
現
れ
る
女
房
が
、
物
狂
い
の
状
態
で
出
現
す

る
た
め
、
肌
着
で
あ
る
長
袴
の
全
体
像
が
観
察
で
き
る
例
な
の
で
あ

る
。①

を
（
図
２
）、
②
を
（
図
３
）
と
し
て
掲
げ
て
お
こ
う
。

こ
の
①
②
は
現
存
の
多
く
の
絵
巻
に
共
有
さ
れ
る
場
面
で
あ
る

が
、
弘
安
本
の
系
統
を
除
く
他
の
写
本
で
は
図
様
が
異
な
り
、
必
ず

し
も
我
々
の
求
め
る
構
図
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
弘
安
本
か

ら
の
模
写
と
考
え
ら
れ
る
諸
本
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
さ
れ

る）
11
（

。「
松
崎
本
」
山
口
県
・
防
府
天
満
宮
蔵
、
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）

「（�

佐
太
）
文
安
本
」
大
阪
府
・
佐
太
天
神
社
蔵
、
文
安
三
年
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（図２）弘安本『天神縁起絵巻』断簡（大東急記念文庫蔵）

（図３）弘安本『天神縁起絵巻』断簡（東京国立博物館蔵）
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（
一
四
四
六
）

「
根
津
本
」
東
京
都
・
根
津
美
術
館
蔵

「
宮
内
庁
六
巻
本
」
東
京
都
・
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵

「
光�

信
本
」
京
都
府
・
北
野
天
満
宮
蔵
、
土
佐
光
信
画
、
文
亀
三

年
（
一
五
〇
三
）

「
光�

起
本
」
京
都
府
・
北
野
天
満
宮
蔵
、
土
佐
光
起
画
、
寛
延
三

年
（
一
七
五
〇
）

「
茂
木
甲
本
」
個
人
蔵
、「
宮
内
庁
六
巻
本
」
の
模
写
か

「
茂
木
乙
本
」
個
人
蔵
、「
光
信
本
」
の
模
写
か

個
人
蔵
の
二
写
本
を
除
く
六
本
の
図
様
は
須
賀
み
ほ
『
天
神
縁
起

の
系
譜
』
図
版
篇
（
注
29
参
照
）
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
構
図
の
一

致
な
ど
か
ら
、
い
ず
れ
も
弘
安
本
か
ら
の
図
様
の
模
写
あ
る
い
は
そ

れ
に
き
わ
め
て
近
似
す
る
書
写
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
装
束
の
形
姿
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
そ

れ
ら
の
図
様
の
淵
源
た
る
弘
安
本
を
探
る
の
が
順
当
で
あ
る
。

た
だ
し
、
弘
安
本
の
当
該
場
面
は
断
簡
し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、

②
（
第
六
段
）
は
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
。
剥
落
が
あ
り
、
巻
物

特
有
の
巻
皺
が
顕
著
で
は
あ
る
が
、
十
分
に
検
討
に
耐
え
ら
れ
る
画

像
と
見
な
せ
る
。
次
節
に
詳
細
に
検
討
し
た
い
。
一
方
、
①
（
第
五

段
）
は
大
東
急
記
念
文
庫
に
現
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、（
図
２
）
に
見

る
ご
と
く
、
損
傷
甚
だ
し
く
詳
細
な
観
察
を
困
難
に
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
欠
を
補
う
の
が
、他
の
弘
安
本
系
の
写
本
で
あ
る
は
ず
だ
が
、

「
模
写
」
と
い
う
も
の
の
実
際
の
問
題
で
あ
る
。

古
典
の
世
界
で
の
「
書
写
」
は
、
現
代
人
が
字
義
か
ら
連
想
す
る

よ
う
な
寸
分
違
わ
ぬ
コ
ピ
ー
と
考
え
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
こ
と

は
常
識
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
本
文（
絵
巻
の
場
合
で
は
詞
書
）

の
書
写
に
お
い
て
も
、
漢
字
・
か
な
書
き
の
区
別
、
字
母
の
選
択
、

字
句
の
用
法
な
ど
、奥
書
や
識
語
に
「
本
の
如
く
」「
一
字
も
違
へ
ず
」

と
記
さ
れ
て
い
て
も
、
一
字
一
句
・
機
械
に
か
け
た
よ
う
な
「
複
写
」

を
期
待
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
現
代
人
の
感
覚
で
は
大
ま
か
な
情

報
が
伝
わ
れ
ば
「
本
の
如
く
」
な
の
で
あ
る）

11
（

。
絵
画
の
場
合
で
も
同

様
に
見
な
す
べ
き
点
が
あ
る
。

松
原
茂
は
、
松
崎
本
に
つ
い
て
、

顕
著
な
特
徴
は
、
細
部
表
現
の
徹
底
で
あ
る
。
公
卿
や
女
房
の

装
束
、
各
種
調
度
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
細
緻
な
文
様
を
あ
く
こ
と

の
な
い
執
拗
さ
を
も
っ
て
描
き
き
っ
て
い
る
。
…
…
逆
に
、
画

中
画
の
小
画
面
は
、
こ
の
賀
歌
に
と
っ
て
腕
の
ふ
る
い
ど
こ
ろ

と
な
っ
た
と
思
わ
れ
、「
弘
安
本
」
な
ど
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、

独
自
の
画
面
を
形
成
す
る
。「
大
戒
論
序
執
筆
」の
段
に
み
え
る
、

梅
竹
に
金
泥
で
土
坡
を
あ
し
ら
っ
た
装
飾
性
の
強
い
杉
戸
、
時

平
邸
や
清
涼
殿
の
唐
絵
の
障
子
、「
女
房
盗
衣
」
の
段
に
描
か

れ
る
景
物
画
の
屏
風
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
絵
画
史
上
貴
重
な
資
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料
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。）
1（
（

と
指
摘
す
る
。
本
稿
に
関
係
深
い
「
女
房
盗
衣
」（
本
稿
で
い
う
と

こ
ろ
の
《
待
賢
門
院
女
房
霊
験
》）
の
段
が
例
に
ひ
か
れ
る
よ
う
に
、

人
物
の
配
置
・
姿
態
な
ど
は
重
要
視
し
て
踏
襲
す
る
も
の
の
、
背
景

な
ど
に
絵
師
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
露
頭
し
て
も
「
模
写
」
と
し
て

問
題
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
小
松
茂
美
は
、
専
門
の
書
跡
の
例
を
あ
げ
た
後
、
次
の
よ

う
に
指
摘
す
る
。

画
の
場
合
の
〝
写
し
〟
は
、
原
本
そ
の
ま
ま
の
忠
実
な
模
写
も

あ
る
が
、
大
ま
か
な
図
様
を
原
本
に
倣
う
や
り
か
た
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
海
田
采
女
佑
源
相
保
（
一
四
九
〇
年
代
に
活
躍
の

絵
師
）
が
描
い
た
「
西
行
物
語
絵
巻
」（
四
巻
。
原
本
は
佚
亡
）

を
、
俵
屋
宗
達
（
…
…
）
が
模
し
た
「
西
行
物
語
絵
巻
」（
防

府
市
毛
利
家
旧
蔵
、
現
在
は
出
光
美
術
館
蔵
…
…
）
に
よ
る
相

違
が
好
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
原
本
の
構
図
は
、
そ
の
ま
ま
を

踏
襲
し
な
が
ら
も
、
描
線
や
彩
色
は
宗
達
独
自
の
個
性
に
よ
っ

て
描
い
て
い
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
な
ど
は
「
本
歌
取
り
」
と
も

い
う
べ
き
技
法
の
模
写
で
あ
る）

11
（

。

こ
う
し
た
指
摘
に
拠
り
つ
つ
、弘
安
本
と
松
崎
本
を
比
較
す
れ
ば
、

概
括
と
し
て
は
前
者
か
ら
後
者
へ
の
踏
襲
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
細

部
に
お
い
て
は
慎
重
な
吟
味
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
描
写

も
優
秀
…
…
絵
巻
物
史
上
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
作
例
」）

11
（

と
、
松
崎

本
に
独
自
の
存
在
意
義
が
論
評
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

五
「
袴
」
の
着
装
実
験
を
通
し
て

弘
安
本
②
の
場
面
は
、
物
狂
い
の
女
房
の
姿
は
や
や
誇
張
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
る
が
、
袴
の
全
体
像
が
捉
え
や
す
い
図

様
と
思
わ
れ
る
。（
図
３
）
の
人
物
と
袴
を
拡
大
し
た
の
が
（
図
４
）

で
あ
る
。
錫
杖
を
持
つ
女
房
は
、
画
面
右
側
を
向
き
、
や
や
斜
め
で

は
あ
る
が
、
体
の
右
側
側
面
を
絵
巻
読
者
に
見
せ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
現
代
装
束
の
い
わ
ゆ
る
「
長
袴
」
と
比
較
す
る
と
、
袴
の
形
状

そ
の
も
の
に
大
き
な
相
違
は
な
い
か
に
思
わ
れ
る
。

（
図
５
）
に
は
現
代
の
「
長
袴
」
の
写
真
を
あ
げ
て
お
い
た
。
こ

れ
と
比
較
し
た
場
合
、
絵
巻
の
女
房
の
場
合
、
腰
紐
の
結
び
が
右
側

側
面
で
あ
る
こ
と
、
脇
の
い
わ
ゆ
る
股
立
が
見
え
な
い
こ
と
に
違
和

感
を
お
ぼ
え
る
。
現
代
装
束
の
場
合
は
、
前
紐
が
長
く
後
紐
が
短
い

た
め
、絵
図
の
よ
う
な
結
び
方
に
す
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。

し
か
も
二
本
と
も
紐
の
先
が
幅
広
に
な
る
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
て
あ

り
、
先
端
に
「
立り

ゆ
う

鼓ご

」
と
い
う
装
飾
（
飾
り
綴
じ
）
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
絵
巻
の
場
合
は
、
現
代
の
も
の
の
よ
う
に
腰
紐
の
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（図４）弘安本『天神縁起絵巻』断簡・女房像

（図５）現代装束の「長袴」（永井とも子撮影）
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（図６）弘安本天神絵巻・部分拡大

先
端
部
に
向
か
っ
て
幅
広
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
し
、

「
立
鼓
」
も
見
え
な
い
。

絵
巻
の
図
様
と
い
う
と
、
絵
画
の
技
法
と
し
て
の
デ
フ
ォ
ル
メ
、

誇
張
、
省
略
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
る
向
き
も
あ
ろ
う

―
た
し
か

に
後
代
の
図
様
に
は
そ
の
よ
う
な
歪
み
・
崩
れ
を
見
出
す
場
合
も
あ

る

―
が
、
古
代
・
中
世
の
絵
画
は
、
先
述
の
ご
と
く
『
絵
巻
物
に

よ
る
日
本
常
民
生
活
絵
引
』
な
ど
の
資
料
集
が
産
み
出
さ
れ
る
土
壌

で
あ
り
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
「
写
実
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
る
ま
い
。
も
と
よ
り
、
対
象
と
す
る
絵
画
史
料
を
ま
る
ま

る
そ
の
ま
ま
真
実
と
鵜
呑
み
に
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
り
と
て
歪

み
・
崩
れ
、
あ
る
い
は
定
型
化
な
ど
を
殊
更
強
調
し
て
こ
れ
を
避
け

る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

絵
巻
の
図
様
が
「
写
実
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
腰
紐
の
結
び

の
様
相
も
等
閑
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
袴
の
腹
部
の
あ
た
り
、

紐
の
結
び
部
分
を
さ
ら
に
拡
大
し
た
の
が
（
図
６
）
で
あ
る
。

右
脇
腹
に
大
き
く
輪
を
え
が
く
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
紐

の
結
び
目
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
腰
紐
が
左
脇
腹
か
ら
腹
の
前
を

通
っ
て
結
び
目
に
行
き
着
い
て
い
る
の
が
看
取
で
き
る
。
こ
う
し
た

結
び
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、

《
後
紐
を
腹
部
か
ら
左
脇
を
通
り
》

↓

《
後
腰
に
ま
わ
し
》

↓

《
右
脇
で
前
紐
と
結
ぶ
》

と
い
う
作
業
が
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
弘
安
本
よ
り
一
年
前
に
「
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
丁

丑
二
月
廿
五
日
」
の
奥
書
を
有
す
る
建
治
本
が
あ
り
、
同
系
統
の
図
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（図 7-1）�「袴」着装実験（結びの様相を
再現して）

（図 7-2）�「袴」着装実験

様
が
確
認
で
き
る
が
、
結
び
目
が
判
然
と
せ
ず）
11
（

、
ど
の
よ
う
に
し
て

袴
の
紐
を
締
め
た
の
か
不
明
と
い
う
し
か
な
い
。
結
び
目
が
ど
こ
に

な
る
か
、
ど
の
よ
う
な
形
に
な
る
か
は
別
と
し
て
、
必
ず
外
側
に
目

視
で
き
る
形
に
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
見
え
な
い
と
い
う

こ
と
は
「
写
実
」
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
、
一
旦

留
保
し
て
お
き
た
い
。

現
代
装
束
の
「
長
袴
」
は
い
わ
ゆ
る
「
か
た
か
ぎ
（
片
鉤
）
結
び
」

で
結
ぶ
が
、弘
安
本
の
図
様
は
、こ
れ
ま
た
現
代
の
男
性
装
束
の
「
表

袴
の
三
段
に
な
る
結
び
方
」
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
類
推
す
る
。

前
の
（
図
６
）
を
再
現
す
る
た
め
に
、
着
装
実
験
を
行
っ
た
結
果
で

あ
る
。
左
に
そ
の
実
験
の
さ
ま
を
一
部
紹
介
し
て
お
こ
う
（
図
７–

１
～
６
）。

こ
う
し
た
実
験
は
現
代
装
束
を
も
と
と
し
て
の
試
行
錯
誤
で
あ

り
、
精
密
な
意
味
で
の
再
現
の
模
索
に
は
な
り
得
な
い
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
、
絵
巻
の
図
様
を
追
試
す
る
意
義
は
少
な
く
な
い
と
思

わ
れ
る
。
循
環
論
法
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
危
惧
は
あ
る
が
、
こ

う
し
た
実
験
は
、
絵
巻
が
決
し
て
荒
唐
無
稽
な
絵
様
を
示
し
て
い
る

の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
研
究
素
材
と
し
て
の
可
能
性
を
探
る
糸
口

と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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（図 7-3）�「袴」着装実験（結びの模索）

（図 7-5）�「袴」着装実験（右手の輪を右
脇に垂らす）

（図 7-6）�「袴」着装実験（結びの再現終了）

（図 7-4）�「袴」着装実験（結び、輪を作る）
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六

暫
定
的
な
結
び
と
し
て

以
上
、「
袴
」（
現
代
装
束
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
長
袴
」）
と
い
う
、

か
つ
て
は
身
近
そ
の
も
の
の
「
肌
着
」
に
は
、
案
外
的
確
な
資
料
が

見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
端
を
発
し
て
、
絵
画
史
料
を
模
索
し
た
。

国
宝
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
を
は
じ
め
と
す
る
物
語
絵
巻
、
説
話
絵
巻

に
は
公
家
の
女
房
の
登
場
場
面
に
は
数
多
く
見
出
す
が
、「
袴
」
全

体
の
形
態
を
う
か
が
う
こ
と
の
可
能
な
画
像
が
な
か
な
か
存
し
な
い

こ
と
、
そ
し
て
か
ろ
う
じ
て
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
の
奥
書
を
有

す
る
『
天
神
縁
起
絵
巻
』、
そ
の
「
模
写
」
と
し
て
応
長
元
年

（
一
三
一
一
）の『
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
』に
辿
り
つ
い
た
の
で
あ
る
。

現
状
で
は
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
三
〇
〇
年
ほ
ど
経
過
し
た
こ
れ
ら

の
史
料
に
依
拠
す
る
ほ
か
な
い
。

こ
れ
ら
の
絵
巻
の
図
様
を
、
現
行
の
袴
等
と
比
較
し
、
全
体
の
形

状
の
差
異
、
紐
の
結
び
目
な
ど
を
検
討
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
問
題

点
を
剔
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑴

�

腰
紐
の
形
態
が
現
代
装
束
と
異
な
る
こ
と
（
紐
の
本
か
ら
先

ま
で
同
じ
幅
、
紐
先
に
立
鼓
〈
飾
り
綴
じ
〉
が
な
い
）

⑵

�

腰
紐
の
結
び
方
が
異
な
る
こ
と
（
後
紐
を
左
脇
に
通
し
て
後

腰
を
回
り
、
右
脇
で
前
紐
と
結
ん
で
い
る
）

⑶

�

股
立
が
見
え
な
い
こ
と
（
現
代
の
袴
の
よ
う
に
大
き
く
開
か

れ
て
お
ら
ず
、
狭
い
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
判
別
し
に
く

い
）。

こ
う
し
た
差
異
は
さ
さ
や
か
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
見
え
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
装
束
の
構
成
要
素
の
一
点
一
点
に
知
見
を
積
み
重
ね
て

ゆ
く
と
、
そ
の
総
体
は
平
安
期
と
い
う
古
態
の
女
房
装
束
全
体
の
理

解
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
安
易
に
後
代
の

形
態
や
慣
習
に
囚
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

な
お
、
松
崎
本
の
巻
四
・
第
五
段
の
「
女
房
盗
衣
」《
待
賢
門
院

女
房
霊
験
》
に
あ
た
る
弘
安
本
（
さ
ら
に
松
崎
本
）
の
図
様
の
解
析

が
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
暫
定
的
な
結
び
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
く

ゆ
え
ん
で
あ
る
。�

（
続
）

注（
１
）�絵
入
本
学
会
『
絵
入
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

資
料
集
』（
実
践
女

子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
、二
〇
二
二
年
一
二
月
）。
同
資
料
集
は
、

研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.jissen.ac.jp/bungei/

event/r28lrh0000003rho-att/eiri8.pdf

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
る
。

（
２
）�黒
田
日
出
男
「「
肩
衣
」
の
誕
生
考

―
絵
画
史
料
論
者
の
仮
説
」

（『
宗
教
社
会
史
研
究
Ⅲ
』
東
洋
書
院
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
刊
所

収
）。
稿
者
た
ち
の
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
も
、『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中

世
史

―
絵
図
と
絵
巻
の
風
景
か
ら
』（
平
凡
社
イ
メ
ー
ジ
リ
ー
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デ
ィ
ン
グ
叢
書
、
一
九
八
六
年
五
月
刊
）、『
境
界
の
中
世

象
徴

の
中
世
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
九
月
刊
）、『「
絵
巻
」

子
ど
も
の
登
場

―
中
世
社
会
の
子
ど
も
像
』（
河
出
書
房
新
社
、

一
九
八
九
年
七
月
刊
）、『
王
の
身
体

王
の
肖
像
』（
平
凡
社
イ

メ
ー
ジ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
叢
書
、
一
九
九
三
年
三
月
刊
）、『
謎
解
き

洛
中
洛
外
図
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
六
年
二
月
刊
）、『
謎
解
き

日
本
史
・
絵
画
史
料
を
読
む
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
九

年
一
月
刊
）、『
中
世
荘
園
絵
図
の
解
釈
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
〇
年
七
月
刊
）、『
謎
解
き
伴
大
納
言
絵
巻
』（
小
学
館
、

二
〇
〇
二
年
七
月
刊
）、『
絵
画
史
料
で
歴
史
を
読
む
』（
筑
摩
書
房
、

ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
四
年
）、『
吉
備
大
臣
入
唐

絵
巻
の
謎
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
刊
）、『
江
戸
図
屏

風
の
謎
を
解
く
』（
角
川
選
書
、
二
〇
一
〇
年
六
月
刊
）、『
国
宝

神
護
寺
三
像
と
は
何
か
』（
角
川
選
書
、二
〇
一
二
年
六
月
刊
）、『
豊

国
祭
礼
図
を
読
む
』（
角
川
選
書
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
刊
）、『
岩

佐
又
兵
衛
と
松
平
忠
直

―
パ
ト
ロ
ン
か
ら
迫
る
又
兵
衛
絵
巻
の

謎
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
六
月
刊
）、『
岩
佐
又
兵
衛
風
絵

巻
の
謎
を
解
く
』（
角
川
選
書
、
二
〇
二
〇
年
四
月
刊
）
そ
の
他

夥
し
い
業
績
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
美
術
史
学
か
ら
の
批
判

と
日
本
史
学
か
ら
の
反
批
判
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
３
）
藤
原

重
雄
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）�藤
原
良
章
「
絵
画
史
料
論
」（『
岩
波
講
座�

日
本
通
史�

別
巻
３
〈
史

料
論
〉』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
一
二
月
刊
、
所
収
）、
藤
原
重

雄
「
中
世
絵
画
と
歴
史
学
」（『
日
本
の
時
代
史
30�

歴
史
と
素
材
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
刊
、
所
収
）
な
ど
。

（
４
）�池
田
亀
鑑
選
集『
物
語
文
学
Ⅰ
』（
至
文
堂
、一
九
六
八
年
四
月
刊
）、

九
七
頁
。

（
５
）�増
田
繁
夫
『
評
伝�

紫
式
部

―
世
俗
執
着
と
出
家
願
望
』（
和
泉

書
院
、
二
〇
一
四
年
五
月
刊
）、
一
二
一
頁
。

（
６
）�岡
一
男
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
増
訂
版
（
東
京
堂
出
版
、

一
九
六
六
年
一
一
月
刊
）、
四
一
一
頁
。

（
７
）�今
井
源
衛
『
人
物
叢
書

紫
式
部
』（
吉
川
弘
文
館
、
の
ち
『
今

井
源
衛
著
作
集
３
紫
式
部
の
生
涯
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
七

月
刊
、
所
収
）、

（
８
）�稲
賀
敬
二
『
源
氏
の
作
者�

紫
式
部
』（
新
典
社
、
一
九
八
二
年

一
一
月
刊
）、
二
〇
七
頁
。

（
９
）�天
理
図
書
館
蔵
文
禄
五
年
奥
書
本
を
底
本
と
す
る
『
紫
明
抄
・
河

海
抄
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
六
月
刊
）
に
よ
る
。〈

〉
内

は
細
字
割
注
二
行
書
き
の
部
分
を
示
す
。

（
10
）�加
藤
洋
介
「
じ
ゅ
ん
き
ょ
【
準
拠
】」（
林
田
・
原
岡
ほ
か
『
源
氏

物
語
事
典
』
大
和
書
房
、二
〇
〇
二
年
五
月
刊
所
収
）、二
二
〇
頁
。

（
11
）�清
水
好
子
『
源
氏
物
語
論
』（
塙
書
房
、
一
九
六
六
年
一
月
刊
）、

八
四
頁
。

（
12
）�清
水
好
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
準
拠
」（『
源
氏
物
語
の
文
体
と
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方
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
六
月
刊
所
収
）、
二
七
六

頁
。

（
13
）�阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
五
九
年
四
月
刊
）、
第
二
篇
第
一
章
第
二
節
。

（
14
）�石
田
穣
二
「
朱
雀
院
の
こ
と
と
准
拠
の
こ
と
」（『
源
氏
物
語
論
集
』

桜
楓
社
、
一
九
七
一
年
一
一
月
刊
、
所
収
）。

（
15
）�野
村
精
一
「
訓
み
0

0

の
表
現
空
間

―
源
氏
物
語
に
お
け
る
準
拠
と

来
歴
」（
山
中
裕
編
『
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学

文
学
編
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
一
一
月
刊
所
収
）、
五
〇
～
五
二
頁
。

（
16
）�篠
原
昭
二
「
桐
壺
の
巻
の
基
盤
に
つ
い
て

―
準
拠・歴
史・
物
語
」

（『
源
氏
物
語
の
論
理
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
五
月
刊
、

所
収
）、
三
三
頁
。

（
17
）�三
谷
栄
一
『
物
語
文
学
史
論
』（
有
精
堂
、
一
九
五
二
年
五
月
刊
）、

『
物
語
史
の
研
究
』（
有
精
堂
、
一
九
六
七
年
七
月
刊
）。

（
18
）�秋
山
光
和
「
源
氏
物
語
絵
巻
に
つ
い
て
の
新
知
見
」（『
美
術
研
究
』

第
一
七
四
号
、
一
九
五
四
年
三
月
。
の
ち
に
『
平
安
時
代
世
俗
画

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
三
月
刊
、
所
収
）。

（
19
）�稲
賀
敬
二
「「
源
氏
秘
義
抄
」
附
載
の
仮
名
陳
状

―
法
成
寺
殿
・

花
園
左
府
等
筆
廿
巻
本
源
氏
物
語
絵
巻
に
つ
い
て
」（『
国
語
と
国

文
学
』
第
四
一
巻
第
六
号
、
一
九
六
四
年
六
月
。
の
ち
に
『
源
氏

物
語
注
釈
史
と
享
受
史
の
世
界
』
新
典
社
、
二
〇
〇
二
年
八
月
刊
、

所
収
）、
一
三
四
頁
。

（
20
）�徳
川
義
宣
「「
源
氏
物
語
絵
巻
」
成
立
の
背
景
と
そ
の
形
態
」（
日

本
絵
巻
大
成
１
『
源
氏
物
語
絵
巻

寝
覚
物
語
絵
巻
』
中
央
公
論

社
、
一
九
七
七
年
五
月
刊
）、
一
五
八
頁
。

（
21
）�小
松
茂
美
「「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
成
立
」（
日
本
の
絵
巻
１
『
源

氏
物
語
絵
巻

寝
覚
物
語
絵
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
四

月
刊
、
所
収
）、
一
二
八
頁
。

（
22
）�鈴
木
敬
三
『
初
期
絵
巻
物
の
風
俗
史
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
〇
年
四
月
刊
）、
三
〇
頁
。

（
23
）�鈴
木
、
前
掲
注
（
22
）
書
、
四
三
六
頁
。
当
該
部
分
の
初
出
「
風

俗
か
ら
見
た
源
氏
物
語
絵
詞
」（『
美
術
研
究
』
第
一
七
四
号
、

一
九
五
四
年
三
月
）
も
参
照
。

（
24
）�鈴
木
、
前
掲
注
（
22
）
書
、
七
二
～
七
三
頁
。

（
25
）�鈴
木
、
前
掲
注
（
22
）
書
、
三
七
〇
頁
。

（
26
）�鈴
木
敬
三
「
服
飾
に
つ
い
て
」（
新
修
日
本
絵
巻
全
集・
第
二
巻
『
源

氏
物
語
絵
巻
』
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
六
月
刊
、
所
収
）、

四
三
頁
。

（
27
）�続
日
本
の
絵
巻
15
『
住
吉
物
語
絵
巻

小
野
雪
見
御
幸
絵
巻
』（
中

央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
刊
）
に
よ
る
。

（
28
）�真
保
亨
『
北
野
聖
廟
絵
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、

一
九
九
四
年
二
月
刊
）、
九
頁
。

（
29
）�須
賀
み
ほ
『
天
神
縁
起
の
系
譜
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
〇
〇
四
年
四
月
刊
）。
図
版
篇
の
図
が
小
さ
く
、
本
研
究
の
よ
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う
な
微
細
な
点
の
問
題
解
決
に
援
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ

た
。

（
30
）�浅
田
徹「「
不
違
一
字
」的
書
写
態
度
に
つ
い
て
」（
井
上
宗
雄
編『
中

世
和
歌

資
料
と
論
考
』
明
治
書
院
、
一
九
九
二
年
一
月
〇
刊
、

所
収
）、
横
井
孝
「
源
氏
物
語
本
文
臆
見

―
「
一
字
不
違
」
の

近
辺
と
外
周
と
」（『
実
践
国
文
学
』第
六
三
号
、二
〇
〇
三
年
三
月
）

な
ど
。

（
31
）�松
原
茂
「「
松
崎
天
神
縁
起
」
小
考
」（
続
日
本
絵
巻
大
成
16
『
松

崎
天
神
縁
起
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
三
月
刊
、
所
収
）、

九
三
頁
。

（
32
）�小
松
茂
美「「
松
崎
天
神
縁
起
」
―
従
五
位
下
土
師
信
定
の
勧
進
」

（
続
日
本
の
絵
巻
22
『
松
崎
天
神
縁
起
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二

年
一
〇
月
刊
、
所
収
）、
八
〇
頁
。

（
33
）�真
保
亨
前
掲
（
28
）
書
、
二
六
二
頁
。

（
34
）�真
保
亨
『
日
本
の
美
術・
第
二
九
九
号
〈
絵
巻
＝
北
野
天
神
縁
起
〉』

（
至
文
堂
、
一
九
九
一
年
四
月
）、
七
二
頁
。

（
た
か
く
ら

な
が
よ
し
・
実
践
女
子
大
学
客
員
教
授 

・
衣
紋
道
髙
倉
流
二
十
六
世
宗
家
） 

（
な
が
い

と
も
こ
・
実
践
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
・ 
  

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
儀
礼
文
化
教
育
研
究
所
理
事
長
） 

（
さ
と
う

さ
と
る
・
実
践
女
子
大
学
教
授
） 

（
よ
こ
い

た
か
し
・
実
践
女
子
大
学
名
誉
教
授
）




