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一九　

鎌
倉
時
代
に
記
さ
れ
た
『
禁
秘
抄
』
で
は
、『
枕
草
子
』
の
記
述
を
雪
山
の

初
例
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
こ
の
章
段
が
後
世
に
よ
く
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

二〇　

目
崎
徳
衛
「
王
朝
の
雪
」（『
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学　

歴
史
編
』
山
中
裕

編
一
九
八
一
年　
吉
川
弘
文
館　
所
収
）
に
詳
し
い
解
説
が
あ
る
。

二一　

三
巻
本
勘
物
が
引
く
『
小
右
記
』
に
、「
入
内
事
無
所
見
、
若
密
議
歟
」
と

あ
る
。
藤
原
実
資
が
一
月
七
日
に
職
御
曹
司
を
訪
問
し
た
時
、
中
宮
定
子
が

不
在
だ
っ
た
た
め
、
内
裏
参
入
が
秘
密
裏
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
す
る
記
述
で
あ
る
。

二二　

池
田
亀
鑑
『
全
講
枕
草
子
』（
一
九
六
三
年　
至
文
堂
）
に
記
さ
れ
、
以
来
、

度
々
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

二三　

津
島
知
明
『
動
態
と
し
て
の
枕
草
子
』（
二
〇
〇
五
年　
お
う
ふ
う
）
に
言
及

が
あ
る
。

二四　

津
島
氏
（
前
掲
注
五
）
は
、
雪
山
の
段
の
最
終
場
面
に
お
い
て
、
定
子
と
清

少
納
言
の
信
頼
関
係
の
破
綻
が
生
じ
て
い
る
と
読
む
。
本
稿
で
は
、『
枕
草

子
』
が
描
い
て
き
た
定
子
後
宮
世
界
の
破
綻
と
い
う
方
向
か
ら
読
む
。

二五　

定
子
の
唐
物
趣
味
に
つ
い
て
は
、
河
添
房
江
『
光
源
氏
が
愛
し
た
王
朝
ブ
ラ

ン
ド
品
』（
二
〇
〇
八
年　
角
川
書
店
）
に
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。

二六　
『
栄
花
物
語
』
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。

二七　

最
初
の
一
首
は
『
後
拾
遺
集
』
哀
傷
巻
の
巻
頭
に
、
二
首
目
も
そ
れ
に
続
い

て
採
録
さ
れ
て
い
る
。『
後
拾
遺
集
』
の
伝
本
に
よ
っ
て
は
三
首
目
を
載
せ

る
も
の
も
あ
る
。

本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
十
二
月
十
三
日
に
本
学
で
開
催
し
た
市
民
公
開
講
座

「
文
芸
世
界
へ
の
招
待
状
―
四
季
物
語
：
冬
の
章　

王
朝
文
学
の
冬
の
風
景
―
清

少
納
言
の
見
た
雪
」
で
の
講
演
内
容
を
踏
ま
え
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
考
察
を
進
め

て
論
文
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
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五　
「〈
大
雪
〉
を
描
く
『
枕
草
子
』―〈
雪
と
中
宮
と
私
〉
と
い
う
肖
像
―
」（『
日

本
文
学
』
二
〇
一
三
年
五
月
／
『
枕
草
子
論
究
―
日
記
回
想
段
の
〈
現
実
〉

構
成
』
二
〇
一
四
年　
翰
林
書
房　
所
収
）

六　

小
森
潔
氏
は
、
初
出
仕
を
描
く
当
該
章
段
の
前
半
に
つ
い
て
、
清
少
納
言
の

新
参
者
意
識
が
主
家
賛
美
の
方
法
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

さ
ら
に
章
段
全
体
に
枕
草
子
の
始
発
を
読
み
取
る
。（「
枕
草
子
の
始
発
―

「
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
」
の
段
を
め
ぐ
っ
て
」『
む
ら
さ
き
』

一
九
九
〇
年
一
二
月
」
／
『
枕
草
子　

逸
脱
の
ま
な
ざ
し
』
一
九
九
八
年　

笠
間
書
院　
所
収
）

七　

永
井
和
子
氏
は
、「
宮
廷
と
い
う
異
文
化
と
の
出
会
い
の
衝
撃
を
里
人
と
し

て
意
識
化
し
、
選
択
的
に
明
示
し
た
も
の
」
と
論
述
す
る
。（「
清
少
納
言
―

基
点
と
し
て
の
「
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
」（『
国
文
学　
解
釈
と

鑑
賞
』
二
〇
〇
〇
年
八
月
）

八　

宮
中
以
外
の
雪
で
は
、「
あ
は
れ
な
る
も
の
」〔
一
一
五
段
〕
と
し
て
挙
げ
ら

れ
た
「
山
里
の
雪
」、「
正
月
に
寺
に
籠
り
た
る
は
、
い
み
じ
う
寒
く
、
雪
が

ち
に
氷
り
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
」〔
一
一
六
段
〕
が
あ
る
。

九　

中
田
幸
司
氏
は
、
冒
頭
段
の
最
後
を
「
わ
ろ
し
」
と
評
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
作
者
の
心
情
に
内
在
す
る
「
負
の
要
素
」
を
読
み
取
る
。（「『
枕
草
子
』

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
を
学
ぶ
―
清
少
納
言
の
叙
述
感
覚
―
」『（
専
修
大
学
附

属
高
等
学
校
）
紀
要
』
20　

一
九
九
九
年
三
月
）

一〇　

中
島
和
歌
子
氏
は
、
清
少
納
言
へ
の
評
価
は
、
白
詩
を
利
用
し
た
定
子
の
問

い
掛
け
の
意
味
を
瞬
時
に
判
断
し
て
応
じ
た
機
転
に
対
す
る
も
の
と
す
る
。

（「
枕
草
子
「
香
炉
峯
の
雪
」
の
段
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
白
詩
受
容
の
一
端

―
」『
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
』
一
九
九
一
年
三
月
）
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な

機
転
も
含
め
て
、
漢
詩
受
容
を
積
極
的
に
勧
め
る
定
子
後
宮
文
化
を
評
価
し

た
も
の
と
考
え
る
。

一一　

こ
の
句
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
下
巻
の
「
交
友
」
の
詩
群
に
も
採
録
さ
れ
、
四

季
折
々
の
風
趣
美
を
表
す
「
月
雪
花
」
の
語
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
。

一二　

大
江
維
時
は
、
醍
醐
・
朱
雀
・
村
上
三
朝
の
侍
読
を
務
め
た
承
平
・
天
暦
期

を
代
表
す
る
漢
学
者
。
こ
の
漢
詩
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
春
上
巻
の
「
梅
」
の

次
に
位
置
す
る
「
柳
」
の
詩
群
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
粉
粧
」
は
白
粉
で

化
粧
し
た
よ
う
な
白
梅
の
花
を
指
す
。
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
』
に
よ
る
。

一三　
『
枕
草
子
』
に
村
上
朝
の
事
例
を
引
い
た
も
の
と
し
て
は
、
清
涼
殿
で
中
宮

定
子
が
語
っ
た
宣
耀
殿
女
御
芳
子
の
逸
話
〔
二
一
段
〕
が
有
名
で
、
定
子
が

村
上
朝
を
文
化
的
模
範
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一四　　

矢
作
武
氏
は
「
清
少
納
言
に
と
っ
て
白
氏
文
集
・
朗
詠
の
詩
句
・
章
句
・

類
書
・
雑
纂
等
は
自
ら
の
文
学
の
新
し
い
方
法
発
見
へ
の
決
定
的
な
跳
躍
台

に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
指
摘
す
る
。（「
枕
草
子
の
源

泉
―
中
国
文
学
」（『
枕
草
子
講
座
（
四
）』
一
九
七
六
年　
有
精
堂　
所
収
）

一五　

た
と
え
ば
、「
頭
の
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
」〔
七
八
段
〕
で

も
、
斉
信
か
ら
の
白
詩
の
返
事
に
漢
句
を
返
す
こ
と
を
躊
躇
し
た
清
少
納
言

が
和
歌
の
下
句
を
返
し
て
評
判
に
な
っ
た
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。

一六　

永
井
氏
（
前
掲
注
七
）
は
『
枕
草
子
』
の
描
く
定
子
に
つ
い
て
、「
単
な
る

概
念
的
な
中
宮
で
は
な
く
、
更
に
人
間
と
し
て
の
定
子
の
、
自
ら
の
才
幹
に

よ
っ
て
立
つ
姿
を
造
型
し
た
」
と
指
摘
さ
れ
る
。

一七　
『
台
記
』
久
安
二
年
（
一
一
四
七
）
十
二
月
二
十
日
条
に
、
藤
原
頼
長
が
一

日
半
を
か
け
て
高
さ
一
丈
八
尺
（
約
五
、五
メ
ー
ト
ル
）
も
の
雪
山
を
制
作

し
た
記
録
が
あ
る
。『
枕
草
子
』
の
雪
山
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
に
し

ろ
、
人
の
背
丈
以
上
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

一八　

金
内
仁
志
「
枕
草
子
『
雪
山
』
の
段
に
つ
い
て
」（『
立
教
高
等
学
校
研
究
紀

要
』
一
九
八
二
年
一
二
月
）
が
提
出
さ
れ
、
以
降
も
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き

た
。
金
内
氏
は
当
該
章
段
前
半
に
登
場
す
る
「
常
陸
の
介
」
に
つ
い
て
も
、

一
条
天
皇
と
定
子
の
連
絡
役
で
あ
る
右
近
の
内
侍
を
登
場
さ
せ
る
役
割
を

担
っ
て
い
た
と
考
証
し
、
章
段
全
体
に
定
子
入
内
を
暗
示
さ
せ
る
構
成
を
読

む
。
本
稿
も
そ
の
説
に
概
ね
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。

―（11）―
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雪
の
降
り
し
き
る
日
だ
っ
た
。
定
子
の
遺
骸
は
六
波
羅
蜜
寺
に
安
置
さ
れ
た
後
、

十
二
月
二
十
七
日
に
洛
南
の
葬
送
地
鳥
辺
野
に
埋
葬
さ
れ
た
。
ふ
た
た
び
『
栄
花

物
語
』
か
ら
掲
げ
よ
う
。

そ
の
夜
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
黄
金
づ
く
り
の
御
糸
毛
の
御
車
に
て
お
は
し
ま

さ
せ
た
ま
ふ
。
帥
殿
よ
り
は
じ
め
、
さ
る
べ
き
殿
ば
ら
み
な
仕
う
ま
つ
ら
せ

た
ま
へ
り
。
今
宵
し
も
雪
い
み
じ
う
降
り
て
、
お
は
し
ま
す
べ
き
屋
も
み
な

降
り
埋
み
た
り
。
お
は
し
ま
し
着
き
て
払
は
せ
た
ま
ひ
て
、
内
の
御
し
つ
ら

ひ
あ
べ
き
事
ど
も
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
や
が
て
御
車
を
か
き
下
ろ
さ
せ
た
ま
ひ

て
、
そ
れ
な
が
ら
お
は
し
ま
さ
す
。
今
は
ま
か
で
た
ま
ふ
と
て
、
殿
ば
ら
、

明
順
、
道
順
な
ど
い
ふ
人
々
も
、
い
み
じ
う
泣
き
ま
ど
ふ
。
を
り
し
も
雪
、

片
時
に
お
は
し
所
も
見
え
ず
な
り
ぬ
れ
ば
、
帥
殿
、

　
　
　

誰
も
み
な
消
え
の
こ
る
べ
き
身
な
ら
ね
ど
ゆ
き
隠
れ
ぬ
る
君
ぞ
悲
し
き

中
納
言
、

　
　
　

白
雪
の
降
り
つ
む
野
辺
は
跡
絶
え
て
い
づ
く
を
は
か
と
君
を
た
づ
ね
む

僧
都
の
君
、

　
　
　

故
里
に
ゆ
き
も
帰
ら
で
君
と
と
も
に
同
じ
野
辺
に
て
や
が
て
消
え
な
ん

な
ど
の
た
ま
ふ
も
、
い
み
じ
う
悲
し
。
…
…

暁
に
み
な
人
々
帰
り
た
ま
ひ
て
、
宮
に
は
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
待
ち
迎
へ
た
る

気
色
、
い
と
こ
と
わ
り
に
見
え
た
り
。
お
は
し
ま
し
所
、
雪
の
か
き
た
れ
降

る
に
、
う
ち
か
へ
り
み
つ
つ
こ
な
た
ざ
ま
に
お
は
せ
し
御
心
地
ど
も
、
い
と

悲
し
く
思
さ
れ
た
り
。

金
色
に
装
飾
さ
れ
た
、
い
わ
ば
霊
柩
車
に
乗
せ
ら
れ
、
定
子
の
遺
骸
は
運
ば
れ

て
い
っ
た
。
定
子
の
親
族
の
男
性
た
ち
が
車
に
付
き
添
っ
て
現
地
に
赴
き
、
御
霊

屋
に
降
り
積
も
っ
た
雪
を
払
っ
て
葬
送
の
作
法
を
執
り
行
う
。
葬
儀
が
終
わ
る

と
、
定
子
の
母
方
の
お
じ
で
あ
る
明
順
、
道
順
た
ち
は
こ
ら
え
き
れ
ず
に
涙
を
流

し
、
同
母
兄
弟
の
帥
殿
伊
周
、
中
納
言
隆
家
、
僧
都
隆
円
が
、
そ
れ
ぞ
れ
和
歌
を

詠
ん
だ
。
兄
弟
た
ち
の
和
歌
に
は
、
誰
よ
り
も
早
く
来
世
へ
旅
立
っ
た
定
子
へ
の

惜
別
の
思
い
と
共
に
、
雪
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

『
栄
花
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
日
は
大
雪
で
、
特
に
山
間
の
鳥
辺
野
の
地
は

深
い
雪
に
覆
わ
れ
た
と
い
う
。
雪
深
い
景
色
は
定
子
を
偲
ぶ
人
々
の
心
象
風
景
そ

の
も
の
だ
っ
た
。
去
り
際
に
、
降
雪
で
見
え
な
く
な
っ
て
い
く
御
霊
屋
を
何
度
も

振
り
返
り
つ
つ
都
に
戻
る
人
々
、
ま
た
、
彼
ら
が
戻
る
暁
ま
で
一
睡
も
せ
ず
待
っ

て
い
た
三
条
宮
の
人
々
の
、
定
子
を
恋
い
慕
う
気
持
ち
が
痛
切
に
感
じ
ら
れ
る
。

清
少
納
言
も
、
葬
送
の
当
日
に
鳥
辺
野
を
思
い
や
り
、
悲
嘆
に
く
れ
た
人
々
の
中

に
い
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
女
は
定
子
の
御
霊
屋
に
降
り
積
も
る
雪
を
思
い
浮
か
べ

な
が
ら
、
何
を
考
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

『
栄
花
物
語
』
は
物
語
と
し
て
の
脚
色
を
加
え
て
後
に
書
か
れ
た
作
品
だ
が
、

定
子
の
死
が
彼
女
の
身
近
に
い
た
人
々
に
与
え
た
衝
撃
の
強
さ
は
想
像
に
難
く
な

い
。
そ
の
中
の
一
人
だ
っ
た
清
少
納
言
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
無
念
の
思
い
を

定
子
に
下
命
さ
れ
た
『
枕
草
子
』
の
執
筆
完
成
に
込
め
、
定
子
の
遺
志
を
継
ご
う

と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、『
枕
草
子
』
に
書
か
れ
な
か
っ
た

最
後
の
雪
景
色
、
定
子
葬
送
の
日
の
記
憶
は
、
書
か
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
作
品

生
成
の
原
動
力
と
な
っ
た
と
考
え
る
。「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
に
始
ま
る
『
枕
草
子
』

は
、
ま
さ
し
く
冬
の
雪
景
色
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

注

一　

田
中
新
一
氏
は
、
春
と
秋
の
二
元
的
四
季
観
を
持
つ
平
安
朝
文
学
の
中
で
、

『
枕
草
子
』
は
例
外
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。『
平
安
朝
文
学
に
見
る
二
元
的
四

季
観
』（
風
間
書
房　

一
九
九
〇
）

二　
『
枕
草
子
』
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
三
巻
本
）
に
よ
る
。
ま

た
、
本
文
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
適
宜
、
能
因
本
本
文
も
対
照
す
る
。

三　
『
校
本
枕
冊
子
』
俯
巻
二
五
頁
に
、「
第
四
〇
段
・
又
一
本
」
の
本
文
と
し
て

載
る
。

四　
「『
枕
草
子
』
風
土
攻
―
〈
雪
〉
の
叙
述
と
機
能
―
」（『
平
安
宮
廷
文
学
と
歌

謡
』
二
〇
一
二
年　
笠
間
書
院　
所
収
）

―（10）―
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し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
大
宰
大
弐
だ
っ
た
源
有
国
が
中
間
搾
取
し
た
た
め
だ
と
い

う
。
そ
の
間
の
経
緯
を
事
細
か
く
述
べ
た
定
子
は
、
問
題
解
決
の
た
め
に
高
階
明

順
を
召
問
す
る
よ
う
行
成
に
命
じ
て
い
る
。

こ
の
記
事
の
日
付
は
長
保
二
年
八
月
二
十
四
日
で
、
そ
れ
は
定
子
が
第
三
子
を

懐
妊
し
、
二
度
目
の
三
条
宮
滞
在
中
に
、
一
時
、
今
内
裏
に
参
入
し
た
期
間
（
八

月
八
日
～
二
十
七
日
）
の
こ
と
に
な
る
。
后
の
立
場
で
直
接
行
成
に
命
じ
、
自
分

で
事
の
始
末
を
つ
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
彼
女
の
身
辺
の
雑
事
を
処
理
す
る
人
物

が
居
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
そ
の
よ
う
な
待

遇
に
も
屈
す
る
こ
と
な
く
、
果
敢
に
行
動
す
る
定
子
の
人
物
像
を
窺
う
こ
と
も
で

き
る
。

こ
の
時
、
定
子
が
宋
の
商
人
か
ら
買
い
上
げ
た
雑
物
は
何
だ
っ
た
の
か
。『
枕

草
子
』
の
栄
華
期
の
章
段
の
中
に
は
、
定
子
が
華
や
か
な
唐
物
の
衣
装
を
纏
う
場

面
が
度
々
描
か
れ
て
い
る
。

宮
は
、
白
き
御
衣
ど
も
に
、
紅
の
唐
綾
を
ぞ
上
に
奉
り
た
る
。
御
髪
の
か
か

ら
せ
た
ま
へ
る
な
ど
、
絵
に
か
き
た
る
を
こ
そ
、
か
か
る
事
は
見
し
に
、
う

つ
つ
に
は
ま
だ
知
ら
ぬ
を
夢
の
心
地
ぞ
す
る
。 

〔
一
七
七
段
〕

ま
だ
、
御
裳
、
唐
の
御
衣
奉
り
な
が
ら
お
は
し
ま
す
ぞ
い
み
じ
き
。
紅
の
御

衣
ど
も
よ
ろ
し
か
ら
む
や
は
。
中
に
唐
綾
の
柳
の
御
衣
、
葡
萄
染
の
五
重
襲

の
織
物
に
、
赤
色
の
唐
の
御
衣
、
地
摺
の
唐
の
薄
物
に
象
眼
か
さ
ね
た
る
御

裳
な
ど
奉
り
て
、
物
の
色
な
ど
は
、
さ
ら
に
な
べ
て
の
に
似
る
べ
き
や
う
も

な
し
。 

〔
二
六
〇
段
〕

紅
梅
襲
の
色
目
が
好
き
だ
っ
た
定
子
は
、
清
少
納
言
と
始
め
て
対
面
し
た
時
も

紅
の
唐
綾
を
着
用
し
て
お
り
、
ま
た
中
関
白
家
一
同
が
勢
揃
い
し
た
積
善
寺
供
養

の
折
に
は
、
身
に
つ
け
た
衣
装
を
唐
物
で
揃
え
て
い
る
二
五
。
栄
華
期
に
最
先
端

の
舶
来
品
を
身
に
纏
い
、
漢
詩
文
を
自
在
に
操
る
先
進
的
な
後
宮
文
化
を
創
り
上

げ
て
い
た
定
子
は
、
そ
の
誇
り
を
最
後
ま
で
捨
て
ず
、
自
分
の
趣
味
に
合
う
品
物

を
取
り
寄
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
定
子
だ
か
ら
、
い
よ
い
よ

最
期
を
迎
え
る
時
に
は
死
後
の
こ
と
ま
で
差
配
す
る
べ
く
遺
言
を
残
し
て
い
た
。

『
栄
花
物
語
』
に
記
さ
れ
た
遺
詠
も
定
子
の
人
柄
を
示
し
て
い
る
二
六
。

宮
は
御
手
習
を
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
御
帳
の
紐
に
結
び
つ
け
さ
せ
た
ま
へ
り

け
る
を
、
今
ぞ
、
御
方
々
な
ど
取
り
て
見
た
ま
ひ
て
、「
こ
の
た
び
は
限
り

の
た
び
ぞ
、
そ
の
後
す
べ
き
や
う
」
な
ど
書
か
せ
た
ま
へ
り
。
い
み
じ
う
あ

は
れ
な
る
御
手
習
ど
も
の
、
内
裏
わ
た
り
の
御
覧
じ
き
こ
し
め
す
や
う
な
ど

や
と
思
し
け
る
に
や
と
ぞ
見
ゆ
る
。

　
　
　

よ
も
す
が
ら
契
り
し
こ
と
を
忘
れ
ず
は
恋
ひ
ん
涙
の
色
ぞ
ゆ
か
し
き

ま
た
、

　
　
　

知
る
人
も
な
き
別
れ
路
に
今
は
と
て
心
細
く
も
急
ぎ
た
つ
か
な

ま
た
、

　
　
　

煙
と
も
雲
と
も
な
ら
ぬ
身
な
り
と
も
草
葉
の
露
を
そ
れ
と
な
が
め
よ

な
ど
、
あ
は
れ
な
る
事
ど
も
多
く
書
か
せ
た
ま
へ
り
。

一
条
天
皇
に
宛
て
た
一
首
目
、
死
へ
の
覚
悟
を
詠
ん
だ
二
首
目
、
土
葬
を
示
唆

し
た
三
首
目
二
七
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
か
ら
は
、
定
子
が
死
の
間
際
ま
で
自
分
の

置
か
れ
た
状
況
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
、
今
、
何
を
す
べ
き
か
を
考
え
ら
れ
る
人

だ
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
土
葬
を
願
っ
た
の
は
、
こ
の
世
に
残
す
皇
子
た

ち
の
行
く
末
を
見
守
り
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
た

上
で
一
首
目
を
詠
む
と
、
一
条
天
皇
と
夜
も
す
が
ら
契
っ
た
事
は
、
皇
子
即
位
の

約
束
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。

中
関
白
家
の
長
女
と
し
て
、
一
条
天
皇
の
第
一
后
と
し
て
、
一
族
の
未
来
を
一

身
に
背
負
っ
て
孤
軍
奮
闘
し
て
い
た
定
子
で
あ
る
。
そ
の
責
任
感
と
プ
ラ
イ
ド
を

最
後
ま
で
保
ち
続
け
、
現
世
に
心
を
残
し
て
逝
っ
た
人
は
、
見
届
け
ら
れ
な
か
っ

た
皇
子
の
皇
位
継
承
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
の
事
を
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
、『
枕
草
子
』
を
完
成
さ
せ
て
公
表
し
、

中
関
白
家
の
威
光
を
世
に
示
す
よ
う
清
少
納
言
に
指
示
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る

だ
ろ
う
。

清
少
納
言
が
雪
の
日
に
始
め
て
出
会
っ
た
女
主
人
と
の
別
れ
の
時
は
、
や
は
り

―（ 9 ）―
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ろ
う
。

こ
の
章
段
は
、
清
少
納
言
の
賭
け
の
成
り
行
き
に
読
者
の
興
味
を
引
き
つ
け
な

が
ら
、
清
少
納
言
が
勝
ち
も
せ
ず
負
け
も
し
な
い
こ
と
で
、
最
終
的
に
定
子
と
一

条
天
皇
に
焦
点
を
当
て
る
構
図
に
な
っ
て
い
る
。『
枕
草
子
』
で
は
、
定
子
の
政

治
的
立
場
が
最
も
危
う
く
な
っ
た
長
保
年
間
の
記
事
に
、
定
子
と
天
皇
が
同
席
す

る
場
面
が
集
中
的
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
妃
と
し
て
の
定
子
の
立
場
を

顕
示
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
考
え
る
と
、
雪
山
の
段
の
最
終
場
面

は
、
第
一
皇
子
の
母
と
し
て
の
定
子
の
立
場
を
示
す
も
の
と
読
め
る
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
雪
山
の
賭
け
に
勝
利
し
た
は
ず
の
清
少
納
言
は
、
雪
の
歌
を
携
え
意
気

揚
々
と
参
内
す
る
と
い
う
目
論
見
を
覆
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
場
で
定
子
か
ら

雪
山
除
去
の
内
情
を
知
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
清
少
納
言
の
立
場
を
慮
っ
た
行
為
だ
っ

た
と
し
て
も
、
定
子
の
気
持
ち
を
受
け
入
れ
る
余
裕
を
持
て
な
い
程
落
胆
し
て
し

ま
う
。
本
来
な
ら
雪
で
小
山
を
作
り
、
村
上
朝
の
兵
衛
の
蔵
人
が
「
雪
月
花
の

時
」
と
答
え
た
風
雅
を
踏
襲
す
る
は
ず
だ
っ
た
。
清
新
の
風
雅
を
実
演
し
て
称
賛

す
る
の
が
、『
枕
草
子
』
が
栄
華
期
に
描
い
て
き
た
定
子
後
宮
の
あ
る
べ
き
姿
だ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
雪
山
が
消
え
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
『
枕
草
子
』
が
発
信
し
て
き
た
定
子
後
宮
文
化
が
、
も
は

や
存
在
し
な
い
こ
と
を
図
ら
ず
も
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

か
つ
て
年
若
い
一
条
天
皇
を
巻
き
込
ん
で
後
宮
文
化
を
創
り
上
げ
て
い
た
定
子

だ
っ
た
が
、
道
長
側
の
圧
力
が
強
ま
っ
た
こ
の
時
期
は
、
天
皇
と
会
う
こ
と
さ
え

難
し
く
な
っ
て
い
た
。
職
御
曹
司
は
後
宮
文
化
を
標
榜
す
る
の
に
相
応
し
い
場
所

で
は
な
い
。
つ
ま
り
清
少
納
言
は
賭
け
の
最
初
の
段
階
か
ら
、
す
で
に
実
態
と
し

て
消
失
し
て
い
た
後
宮
文
化
を
演
出
す
る
た
め
の
茶
番
を
演
じ
た
こ
と
に
な
ろ

う
。
そ
れ
は
ま
た
、
天
皇
と
中
宮
が
同
席
す
る
こ
と
が
、
歴
史
上
に
お
い
て
は
勿

論
、『
枕
草
子
』
の
世
界
に
と
っ
て
も
何
物
に
も
替
え
難
い
重
大
事
と
な
っ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
綻
び
を
抱
え
な
が
ら
、
村
上
朝
の
文
化
を

継
承
す
る
職
御
曹
司
の
雪
山
は
、
宮
廷
文
化
の
先
導
者
と
し
て
の
定
子
の
位
置
を

示
し
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
段
が
、
第
一
皇
子
の
母
后
と
な
る
定
子
の
立
場
も
誇

示
し
て
い
た
と
論
じ
る
た
め
に
は
、
執
筆
時
期
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
る

ま
い
。
本
稿
で
は
『
枕
草
子
』
に
は
定
子
崩
御
の
後
、
敦
康
親
王
の
皇
位
継
承
が

可
能
で
あ
っ
た
期
間
に
書
か
れ
た
記
事
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
詳
し
い
考
証

は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

五
、
鳥
辺
野
に
降
り
積
も
る
雪

定
子
は
一
条
天
皇
の
三
人
目
の
御
子
を
出
産
し
た
直
後
、
長
保
二
年
十
二
月

十
六
日
未
明
に
二
十
四
歳
で
崩
じ
た
。
道
長
の
栄
華
を
テ
ー
マ
に
歴
史
を
物
語
る

『
栄
花
物
語
』
に
、
定
子
崩
御
の
記
事
を
大
き
く
扱
っ
て
い
る
の
は
、
後
世
に
ま

で
続
く
世
間
一
般
の
定
子
に
対
す
る
愛
惜
の
情
を
、
編
者
が
無
視
で
き
な
か
っ
た

か
ら
に
相
違
な
い
。
定
子
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
枕
草
子
』
が
描
い
た
職
御
曹
司
時
代
の
定
子
は
、
女
房
た
ち
の
背
後
で
後

宮
統
率
者
と
し
て
の
位
置
を
し
っ
か
り
保
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
、
定
子
が

置
か
れ
た
歴
史
的
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
没
落
し
た
一
族
の
后
が
か
つ
て
の
勢
い
を

保
て
る
は
ず
が
な
く
、『
枕
草
子
』
に
は
作
品
世
界
の
演
出
が
多
分
に
施
さ
れ
て

い
る
と
い
う
見
方
で
こ
れ
ま
で
考
察
を
進
め
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
清
少
納

言
初
出
仕
か
ら
職
御
曹
司
時
代
ま
で
の
雪
に
関
わ
る
記
事
を
検
討
し
て
い
く
中

で
、
改
め
て
定
子
本
人
の
存
在
を
強
く
感
じ
、
彼
女
は
最
後
ま
で
自
ら
積
極
的
に

行
動
す
る
強
い
后
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

『
枕
草
子
』
に
は
記
さ
れ
な
い
、
亡
く
な
る
四
ヵ
月
前
の
定
子
の
様
子
を
伝
え

る
記
事
が
『
権
記
』
に
載
る
。

皇
后
宮
仰
云
、
大
宗
商
客
仁
聡
在
越
前
國
之
時
、
所
令
献
之
雑
物
代
、
以
金

下
遣
之
間
、
仁
聡
目
越
前
向
太
宰
之
後
、
令
愁
申
於
公
家
、
以
未
給
所
進
物

直
之
由
云
々
…
（
以
下
略
：
本
文
は
『
史
料
纂
集
』
に
よ
る
）

こ
こ
に
は
藤
原
行
成
が
皇
后
定
子
か
ら
聞
い
た
話
の
内
容
が
長
々
と
記
さ
れ
て

い
る
が
、
あ
ま
り
長
い
の
で
後
半
の
大
部
を
省
略
し
た
。
概
略
は
、
宋
の
商
人
仁

聡
が
、
献
上
し
た
雑
物
の
代
金
の
支
払
い
が
履
行
さ
れ
て
い
な
い
と
朝
廷
に
愁
訴

―（ 8 ）―
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十
四
日
の
夜
中
ま
で
消
え
残
っ
て
い
た
雪
は
、
十
五
日
の
早
朝
、
突
如
消
失
し

て
し
ま
っ
て
い
た
。
実
は
、
定
子
が
取
り
除
か
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
な

ぜ
、
定
子
は
雪
山
を
除
去
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
清
少
納
言

が
一
人
勝
ち
し
て
他
の
女
房
た
ち
か
ら
恨
ま
れ
な
い
よ
う
に
し
た
定
子
の
心
遣
い

を
読
み
取
る
説
が
あ
る
二
二
。
二
年
前
、
清
少
納
言
は
同
僚
女
房
た
ち
か
ら
道
長

方
の
ス
パ
イ
容
疑
を
か
け
ら
れ
里
に
籠
っ
て
い
た
と
い
う
経
歴
が
あ
る
の
で
、
後

宮
統
率
者
と
し
て
の
定
子
が
気
を
配
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
た
だ
、

そ
う
だ
と
し
た
ら
、
本
文
の
最
後
に
定
子
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
や
称
賛
の
評
語
が

記
さ
れ
て
よ
さ
そ
う
な
の
に
、
そ
れ
が
な
い
二
三
。

そ
の
疑
問
を
指
摘
し
、〈
入
内
成
功
譚
〉
と
し
て
の
本
章
段
の
考
察
を
深
め
た

津
島
知
明
氏
は
、
雪
山
の
賭
け
の
日
に
ち
が
定
子
入
内
の
日
を
予
想
し
た
（
願
っ

た
）
も
の
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
正
月
一
日
に
降
っ
た
新
雪
を
定
子
が
取
り
除
か

せ
た
の
は
、
雪
山
消
失
の
日
す
な
わ
ち
入
内
の
日
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
の
逆
行
を

阻
止
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
雪
山
の
賭
け
は
そ
の

開
始
時
点
か
ら
、
最
も
遠
い
日
に
ち
を
予
想
し
た
清
少
納
言
と
定
子
と
の
間
に
意

思
の
疎
通
が
生
じ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
二
四
。

本
稿
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
雪
山
の
賭
け
を
発
案
し
た
定
子
は
、
自

ら
の
内
裏
復
帰
を
そ
の
余
興
に
か
け
た
。
定
子
の
意
図
を
察
し
た
清
少
納
言
は
、

誰
よ
り
も
遠
い
期
日
を
掲
げ
て
、
定
子
入
内
の
願
い
を
込
め
た
。
定
子
が
一
日
に

降
っ
た
新
雪
を
取
り
除
い
た
の
は
、
賭
け
の
公
正
を
期
す
る
た
め
で
、
そ
の
時
、

定
子
の
許
に
は
、
す
で
に
二
日
後
の
内
裏
参
入
実
現
の
情
報
が
入
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
雪
山
に
か
け
た
願
い
は
叶
い
、
定
子
は
内
裏
に
参
入
し
た
が
、
消

え
残
っ
た
雪
山
と
そ
れ
に
執
着
す
る
清
少
納
言
が
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

も
し
、
そ
の
ま
ま
清
少
納
言
の
勝
ち
負
け
が
語
り
続
け
ら
れ
た
な
ら
、
こ
の
章

段
は
清
少
納
言
が
主
役
の
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
勝
負
の
行

方
を
定
子
が
取
り
上
げ
、
有
耶
無
耶
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
清
少
納
言
の
主

役
と
し
て
の
位
置
が
失
わ
れ
た
。
内
裏
復
帰
を
果
た
し
た
定
子
は
、
賭
け
の
真
の

勝
者
と
し
て
、
願
い
を
託
し
た
雪
山
を
自
ら
の
手
で
除
去
す
る
こ
と
に
し
た
の
だ

年

月
日

枕
草
子
記
事

定子
清女

歴
史
的
事
項

職御曹司内裏
職御曹司内裏里邸内裏

一
三
日　

東
三
条
院
参
内

長
徳
四
年

（
九
九
八
）
一
二
月
中
旬

雪
山
制
作
・
賭
け
開
始

一
六
日　

脩
子
、
職
曹
司

よ
り
参
内

一
七
日　

脩
子
、
登
華
殿

に
て
着
袴

一
二
月
二
〇
日
降
雨
・
白
山
に
祈
る

常
陸
の
介
雪
山
に
登
る

二
〇
日　

東
三
条
院
退
出

一
二
月
三
〇
日

長
保
元
年

（
九
九
九
）　

一
月　

一
日

　

一
月　

三
日

　

一
月　

七
日

　

一
月
一
四
日

　

一
月
一
五
日

　

一
月
二
〇
日

定
子
が
新
雪
を
除
去

定
子
参
内

清
女
里
下
が
り

降
雨
・
雪
山
確
認

雪
山
消
失

清
女
出
仕

一
条
と
定
子
同
席

七
日　

実
資
、
職
曹
司
訪

問
時
に
中
宮
不
在

一
三
日　

改
元
・
大
赦

二
月
九
日　

彰
子
着
裳

表 3：雪山の賭と歴史背景
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た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
く
一
八
。
中
関
白
家
没
落
の
史
実
を
語
ら
な
い
と
さ
れ
る

『
枕
草
子
』
が
、
あ
る
意
味
、
雄
弁
に
史
実
を
主
張
し
て
い
る
章
段
だ
と
い
え

る
。
栄
華
の
時
代
に
宮
廷
生
活
の
風
雅
を
演
出
し
て
い
た
雪
景
色
が
、
こ
こ
で
は

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
そ
も
そ
も
職
御
曹

司
に
雪
山
が
作
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

雪
山
が
貴
族
の
邸
宅
に
作
ら
れ
始
め
た
の
は
平
安
中
期
か
ら
で
、
そ
の
初
例
は

村
上
朝
に
あ
る
と
さ
れ
る
一
九
。『
河
海
抄
』（
朝
顔
巻
）
の
「
雪
ま
ろ
ば
し
」
の

注
記
に
は
、『
天
暦
御
記
』
の
逸
文
と
見
ら
れ
る
次
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
二
〇
。

応
和
三
年
閏
十
二
月
廿
日
令
右
衛
門
志
飛
鳥
部
常
則
堆
雪
作
蓬
莱
山
於
女
房

小
庭
、
今
日
功
了
、
給
常
則
及
画
所
雑
色
役
人
三
人
禄
有
差

 
（
本
文
は
『
源
氏
物
語
古
注
釈
大
成
』
に
よ
る
）

村
上
朝
の
応
和
三
年
（
九
六
三
）
閏
十
二
月
、
勅
命
に
よ
っ
て
飛
鳥
部
常
則
が
宮

中
に
雪
山
を
制
作
し
た
。
そ
れ
は
た
だ
の
雪
山
で
な
く
、
当
代
き
っ
て
の
画
師
と

画
所
の
雑
色
役
人
た
ち
の
手
に
よ
る
蓬
莱
山
を
象
っ
た
雪
の
彫
刻
で
あ
っ
た
。

村
上
朝
と
い
え
ば
、
清
少
納
言
が
漢
句
で
の
即
答
を
模
倣
し
た
兵
衛
の
蔵
人
の

時
代
で
あ
る
。
職
御
曹
司
の
雪
山
制
作
も
、
村
上
朝
に
始
ま
る
雪
山
作
り
を
意
識

す
る
こ
と
で
、
文
化
の
発
信
源
と
し
て
の
定
子
後
宮
の
姿
を
世
間
に
ア
ピ
ー
ル
し

よ
う
と
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
権
力
の
後
押
し
の
な
い
定
子
後
宮

に
、
村
上
朝
の
よ
う
な
高
度
な
技
巧
を
凝
ら
し
た
雪
山
制
作
を
依
頼
す
る
手
立
て

は
な
い
。
そ
こ
で
、
定
子
自
身
の
威
光
で
集
め
ら
れ
る
だ
け
の
人
員
を
招
集
し
、

大
き
さ
を
誇
る
雪
山
を
作
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

職
御
曹
司
に
雪
山
が
作
ら
れ
た
十
二
月
中
旬
は
、
折
し
も
、
二
年
前
に
定
子
の

産
ん
だ
第
一
皇
女
脩
子
が
着
袴
の
儀
式
を
迎
え
る
時
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。『
権

記
』
に
よ
れ
ば
、
脩
子
は
十
二
月
十
六
日
に
職
御
曹
司
か
ら
内
裏
に
参
入
し
、

十
七
日
に
登
華
殿
で
着
袴
の
儀
を
行
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
期
間
に
東
三
条

院
詮
子
が
内
裏
に
滞
在
し
て
い
る
の
は
、
孫
娘
の
晴
れ
姿
を
見
る
た
め
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
母
親
の
定
子
が
同
席
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
機
に
定
子

の
内
裏
参
入
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
女
房
た
ち
に
も
定
子
後
宮
の
存
在
を
誇
示
し

た
い
と
い
う
特
別
な
思
い
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
職
御
曹
司
の
雪
山

作
り
は
、
王
朝
文
化
を
積
極
的
に
継
承
す
る
定
子
後
宮
の
価
値
を
世
間
に
知
ら
し

め
、
そ
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
定
子
の
内
裏
参
入
を
促
す
狙
い
が

あ
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
完
成
し
た
雪
山
が
い
つ
消
え
る
か
を
賭
け
る
余
興
を
提
案
し
た

の
は
、
他
な
ら
ぬ
定
子
だ
っ
た
。
女
房
た
ち
が
す
ぐ
さ
ま
反
応
し
て
年
内
の
期
日

を
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
る
中
、
清
少
納
言
一
人
だ
け
が
翌
年
の
正
月
中
旬
の
期
日
を
や

や
強
引
に
予
想
し
た
。
雪
山
は
消
え
残
っ
た
ま
ま
年
が
明
け
、
年
内
に
期
日
を
予

想
し
た
他
の
女
房
た
ち
は
す
べ
て
負
け
に
な
っ
た
。
残
す
と
こ
ろ
は
清
少
納
言
の

勝
負
の
行
方
の
み
と
な
り
、
全
員
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
定
子
の
内

裏
参
入
が
決
ま
り
、
一
同
は
し
ば
ら
く
職
御
曹
司
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。

長
保
元
年
正
月
三
日
、『
枕
草
子
』
の
み
が
語
る
定
子
の
内
裏
参
入
二
一
は
、
同

年
十
一
月
七
日
の
皇
子
誕
生
の
結
果
と
な
っ
て
表
れ
る
。
一
条
天
皇
の
第
一
皇
子

誕
生
は
中
関
白
家
一
族
が
切
望
し
て
い
た
慶
事
だ
っ
た
が
、
一
方
、
そ
の
直
前
の

十
一
月
一
日
に
彰
子
を
入
内
さ
せ
、
政
権
掌
握
を
狙
う
道
長
に
と
っ
て
最
も
歓
迎

さ
れ
な
い
事
態
だ
っ
た
。

当
時
の
社
会
情
勢
の
中
で
政
治
的
に
非
常
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
な
事
実
を
『
枕
草

子
』
が
書
き
記
す
に
は
、
相
当
な
困
難
を
伴
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ

で
も
書
き
留
め
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
そ
の
解
決
策
が
雪
山
の
賭
け
の
余

興
に
託
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
内
裏
参
入
の
期
日
は
賭
け
に
即
し
た
日
付
の
進
行
に

う
ま
く
紛
れ
て
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
表
３
参
照
）

そ
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
長
保
元
年
の
正
月
、
清
少
納
言
は
三
日
に
定
子
と
共
に

参
内
し
、
七
日
に
里
下
が
り
し
て
い
る
。
里
に
下
が
っ
て
い
る
間
に
雪
山
の
賭
け

の
期
日
で
あ
る
一
月
十
五
日
を
迎
え
、
雪
が
消
失
し
て
い
る
こ
と
に
落
胆
し
て
再

出
仕
し
た
の
が
一
月
二
十
日
。
そ
の
時
、
定
子
は
一
条
天
皇
と
同
席
し
て
い
る
。

こ
こ
で
定
子
の
動
静
を
確
認
す
る
と
、
正
月
三
日
か
ら
二
十
日
ま
で
の
十
七
日
間

は
内
裏
に
留
ま
り
一
条
天
皇
と
共
に
過
ご
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
間
、

同
時
進
行
し
て
い
た
雪
山
の
賭
け
の
結
末
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。

―（ 6 ）―
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が
御
簾
を
上
げ
て
定
子
に
見
せ
た
雪
景
色
は
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
だ
っ
た
。
女

性
の
主
体
的
な
文
化
活
動
を
先
導
し
て
い
た
の
は
、
中
宮
定
子
そ
の
人
だ
っ
た
だ

ろ
う
一
六
。

『
枕
草
子
』
に
は
、
雪
の
降
る
夜
、
後
宮
女
房
た
ち
が
集
ま
っ
て
取
り
と
め
も

な
い
話
を
す
る
場
面
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
宮
廷
な
ら
で
は
の
女
性
同
士

の
交
流
が
あ
り
、
時
に
文
化
的
な
会
話
も
交
わ
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
雪
の
い
と
高
う
降
り
積
も
り
た
る
夕
暮
よ
り
、
端
近
う
、
同
じ
心

な
る
人
、
二
、三
人
ば
か
り
、
火
桶
を
中
に
す
ゑ
て
、
物
語
な
ど
す
る
ほ
ど

に
、
暗
う
な
り
ぬ
れ
ど
、
こ
な
た
に
は
火
も
と
も
さ
ぬ
に
、
お
ほ
か
た
の
雪

の
光
、
い
と
白
う
見
え
た
る
に
、
火
箸
し
て
灰
な
ど
か
き
す
さ
み
て
、
あ
は

れ
な
る
も
を
か
し
き
も
、
言
ひ
合
は
せ
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。

宵
も
や
過
ぎ
ぬ
ら
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
沓
の
音
近
う
聞
ゆ
れ
ば
、
あ
や
し

と
見
出
だ
し
た
る
に
、
時
々
か
や
う
の
を
り
に
、
お
ぼ
え
な
く
見
ゆ
る
人
な

り
け
り
。「
今
日
の
雪
を
い
か
に
と
思
ひ
や
り
き
こ
え
な
が
ら
、
何
で
ふ
事

に
さ
は
り
て
、
そ
の
所
に
暮
し
つ
る
」
な
ど
言
ふ
。「
け
ふ
来
む
」
な
ど
や

う
の
筋
を
ぞ
言
ふ
ら
む
か
し
。
昼
あ
り
つ
る
事
ど
も
な
ど
う
ち
は
じ
め
て
、

よ
ろ
づ
の
事
を
言
ふ
。
… 
〔
一
七
四
段
〕

　

同
僚
女
房
た
ち
と
共
に
火
桶
を
と
り
囲
ん
で
座
り
、
火
箸
で
炭
を
返
し
な
が

ら
様
々
な
こ
と
を
語
り
合
っ
た
時
間
は
、
清
少
納
言
の
後
宮
に
お
け
る
日
常
生
活

の
一
駒
で
あ
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
雪
見
舞
い
の
男
性
は
、
初
出
仕
の
際
に
伊
周

が
定
子
に
対
し
て
引
用
し
た
、
あ
の
「
山
里
は
雪
降
り
積
み
て
道
も
な
し
」
の
和

歌
を
引
い
て
語
り
か
け
て
い
る
。
そ
ん
な
男
性
の
訪
問
を
受
け
応
対
す
る
清
少
納

言
は
、
宮
仕
え
当
初
は
別
世
界
と
見
え
た
後
宮
文
化
に
す
っ
か
り
溶
け
込
み
、
自

ら
そ
の
体
現
者
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
職
御
曹
司
の
雪
山

清
少
納
言
が
憧
れ
同
化
し
た
定
子
後
宮
の
華
や
か
な
文
化
は
、
中
関
白
道
隆
の

薨
去
で
突
然
、
色
を
失
い
、
さ
ら
に
そ
の
一
年
後
に
勃
発
し
た
長
徳
の
変
に
よ

り
、
風
前
の
灯
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
清
少
納
言
の
初
出
仕
か
ら
わ
ず
か
三

年
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
定
子
周
辺
が
最
も
不
穏
な
時
期
に
、
清
少
納
言
自
身
も
一

時
、
自
身
の
進
退
を
逡
巡
す
る
が
、
結
局
、
最
後
ま
で
定
子
に
仕
え
る
決
心
を
し

た
。
そ
の
後
、
定
子
は
一
条
天
皇
の
第
一
皇
子
を
産
み
、
道
長
の
圧
力
を
受
け
な

が
ら
辛
う
じ
て
后
の
位
置
を
保
ち
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
中
関
白
家
の
没
落
に
関
わ
る
歴
史
的
事
実
が
『
枕
草
子
』
に
直
接

記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
定
子
後
宮
の
出
来
事
を
扱
っ
た
章
段
群
は
、
歴
史
背
景

か
ら
切
り
離
さ
れ
、
作
品
内
に
時
系
列
と
は
無
関
係
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
常
に
後
宮
の
指
導
者
で
あ
り
続
け
る
中
宮
定
子
の
存
在
が
描
か
れ
、
歴
史
的

事
実
を
直
接
見
聞
き
し
承
知
し
て
い
る
同
時
代
の
読
者
に
対
し
て
、
定
子
が
い
か

に
変
わ
ら
ぬ
姿
で
後
宮
文
化
を
維
持
し
て
い
た
か
を
提
示
し
て
い
る
。
職
御
曹
司

を
舞
台
と
す
る
章
段
群
は
、
そ
ん
な
定
子
の
姿
を
書
き
留
め
た
代
表
的
な
も
の

で
、
そ
の
中
で
最
も
長
い
章
段
に
、
雪
山
の
段
が
あ
る
。

師
走
の
十
余
日
の
ほ
ど
に
、
雪
い
み
じ
う
降
り
た
る
を
、
女
官
ど
も
な
ど

し
て
、
縁
に
い
と
お
ほ
く
置
く
を
、「
同
じ
く
は
、
庭
に
ま
こ
と
の
山
を
作

ら
せ
は
べ
ら
む
」
と
て
、
侍
召
し
て
、
仰
せ
言
に
て
言
へ
ば
、
あ
つ
ま
り
て

作
る
。
主
殿
の
官
人
の
、
御
き
よ
め
に
ま
ゐ
り
た
る
な
ど
も
、
み
な
寄
り

て
、
い
と
高
う
作
り
な
す
。
宮
司
な
ど
も
ま
ゐ
り
あ
つ
ま
り
て
、
言
加
へ
興

ず
。
三
四
人
ま
ゐ
り
つ
る
主
殿
寮
の
者
ど
も
、
二
十
人
ば
か
り
に
な
り
に
け

り
。 

〔
八
三
段
〕

長
徳
四
年
十
二
月
中
旬
、
京
に
大
雪
が
降
り
、
中
宮
定
子
が
滞
在
す
る
大
内
裏

の
職
御
曹
司
の
庭
で
雪
山
作
り
が
行
わ
れ
た
。
男
性
官
人
を
動
員
し
て
二
十
人
ば

か
り
で
作
っ
た
と
い
う
か
ら
、
か
な
り
の
規
模
の
雪
山
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
一
七
。

大
き
な
雪
山
は
い
つ
ま
で
も
つ
の
か
、
雪
山
が
消
え
る
日
を
賭
け
る
余
興
が
定
子

後
宮
で
始
ま
っ
た
。

す
で
に
考
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
章
段
で
は
、
歴
史
資
料
に
残
ら
な
い

定
子
の
内
裏
参
入
が
雪
山
の
賭
け
の
背
後
で
準
備
さ
れ
、
賭
け
の
途
中
で
実
現
し

―（ 5 ）―
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高
く
上
げ
た
れ
ば
、
笑
は
せ
た
ま
ふ
。
人
々
も
「
さ
る
事
は
知
り
、
歌
な
ど

に
さ
へ
う
た
へ
ど
、
思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。
な
ほ
こ
の
宮
の
人
に
は
さ

べ
き
な
め
り
」
と
言
ふ
。 

〔
二
八
〇
段
〕

女
房
た
ち
が
炭
櫃
に
集
ま
っ
て
雑
談
し
て
い
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
宮
中
と
も

職
御
曹
司
と
も
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
章
段
の
記
事
が
い
つ
の
こ
と
を
扱
っ
た

の
か
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
主
題
の
所
在
は
明
ら
か
で
、
最
後
の
「
な

ほ
こ
の
宮
の
人
に
は
さ
べ
き
な
め
り
」
と
い
う
一
文
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
定
子
か
ら
の
問
い
に
反
応
し
即
座
に
御
簾
を
巻
き
上
げ
た
清
少
納
言
の
行
動

が
後
宮
女
房
と
し
て
相
応
し
い
も
の
だ
と
い
う
賛
辞
で
あ
る
。
そ
の
賛
辞
は
、
単

に
機
知
あ
る
行
為
に
対
し
て
の
も
の
で
な
く
、
定
子
後
宮
女
房
の
模
範
に
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
評
価
だ
っ
た
一
〇
。
で
は
、
こ
の
章
段
が
書
か
れ
た
意
図
に
つ
い

て
考
え
て
い
こ
う
。

『
枕
草
子
』
に
は
、
雪
の
漢
詩
に
関
わ
る
逸
話
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
話
が
記

さ
れ
て
い
る
。

村
上
天
皇
の
先
帝
の
御
時
に
、
雪
の
い
み
じ
う
降
り
た
り
け
る
を
、
様
器

に
盛
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
梅
の
花
を
さ
し
て
、
月
の
い
と
明
か
き
に
、「
こ
れ

に
歌
よ
め
。
い
か
が
言
ふ
べ
き
」
と
兵
衛
の
蔵
人
に
給
は
せ
た
り
け
れ
ば
、

「
雪
月
花
の
時
」
と
奏
し
た
り
け
る
を
こ
そ
、
い
み
じ
う
め
で
さ
せ
た
ま
ひ

け
れ
。「
歌
な
ど
よ
む
は
世
の
常
な
り
。
か
く
を
り
に
あ
ひ
た
る
事
な
む
言

ひ
が
た
き
」
と
ぞ
仰
せ
ら
れ
け
る
。 

〔
一
七
五
段
〕

兵
衛
の
蔵
人
と
い
う
天
皇
側
近
の
女
官
が
村
上
天
皇
に
詠
歌
を
命
じ
ら
れ
、
即

座
に
漢
詩
の
一
句
を
答
え
て
褒
め
ら
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
兵
衛
の
蔵
人
が
引

用
し
た
の
は
、『
白
氏
文
集
』
第
五
十
五
に
載
る
「
寄
殷
協
律
」
の
詩
の
一
句
「
雪

月
花
時
最
憶
君
」
で
一
一
、
こ
れ
は
設
定
さ
れ
た
「
雪
」「
花
」「
月
」
の
景
物
に

合
致
し
、「
最
も
君
を
憶お

も

ふ
」
で
天
皇
へ
の
思
い
を
暗
に
示
す
答
え
に
も
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
回
答
が
折
に
あ
っ
た
秀
句
と
し
て
、
天
皇
か
ら
和
歌
よ
り

も
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。

こ
れ
と
同
様
な
趣
向
を
、
清
少
納
言
自
身
が
一
条
朝
で
再
現
し
た
章
段
が
あ
る
。

殿
上
よ
り
、
梅
の
花
散
り
た
る
枝
を
、「
こ
れ
は
い
か
が
」
と
言
ひ
た
る

に
、
た
だ
、「
早
く
落
ち
に
け
り
」
と
い
ら
へ
た
れ
ば
、
そ
の
詩
を
誦
じ
て
、

殿
上
人
黒
戸
に
い
と
お
ほ
く
ゐ
た
る
、
上
の
御
前
に
聞
こ
し
め
し
て
、「
よ

ろ
し
き
歌
な
ど
よ
み
て
出
だ
し
た
ら
む
よ
り
は
、
か
か
る
事
は
ま
さ
り
た
り

か
し
。
よ
く
い
ら
へ
た
る
」
と
仰
せ
ら
れ
き
。 

〔
一
〇
一
段
〕

こ
こ
で
清
少
納
言
が
借
用
し
た
の
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
に
載
る
大
江
維
時
の

詩
句
「
大た

い
ゆ
う
れ
い

庾
嶺
の
梅
は
早
く
落
ち
ぬ
。
誰
か
粉ふ
ん
さ
う粧
を
問
は
ん
」
一
二
で
あ
る
。
清

少
納
言
の
返
答
を
聞
い
た
一
条
天
皇
は
、
並
み
の
出
来
栄
え
の
和
歌
を
無
難
に
詠

む
よ
り
も
、
そ
の
場
に
適
合
し
た
漢
句
を
用
い
て
答
え
た
こ
と
を
評
価
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、
和
歌
よ
り
漢
詩
の
方
が
勝
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
折
に
合
う

即
答
が
最
も
素
晴
ら
し
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
が
、
兵
衛
の
蔵
人
の
逸
話
を
重
ね

て
み
る
と
、
別
の
意
味
合
い
が
生
じ
て
こ
よ
う
。

天
暦
の
治
と
仰
が
れ
る
村
上
朝
で
、
漢
句
を
答
え
て
天
皇
の
称
賛
を
得
た
兵
衛

の
蔵
人
の
逸
話
を
、
一
条
朝
で
清
少
納
言
自
ら
が
再
現
す
る
。
そ
こ
に
は
、
女
性

が
漢
詩
を
使
用
す
る
こ
と
が
公
認
さ
れ
る
文
化
を
継
承
し
、
積
極
的
に
喧
伝
し
よ

う
と
い
う
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
一
三
。

大
歌
人
の
子
と
し
て
の
自
負
を
持
つ
清
少
納
言
は
、
新
し
い
文
学
創
出
の
方
法
と

し
て
漢
詩
を
利
用
し
、
定
子
後
宮
で
自
己
実
現
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
る
一
四
。

始
め
に
掲
げ
た
香
炉
峰
の
雪
の
段
も
、
清
少
納
言
が
漢
詩
を
高
度
に
利
用
す
る
実

例
を
示
す
と
共
に
、
定
子
後
宮
文
化
の
気
風
を
提
示
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
よ

う
。
そ
れ
は
、
女
性
が
漢
詩
・
漢
籍
の
知
識
を
修
得
し
、
所
作
や
趣
向
、
あ
る
い

は
和
歌
に
改
変
し
て
披
露
す
る
こ
と
を
評
価
し
た
、
理
知
的
で
清
新
な
文
化
で

あ
っ
た
一
五
。

定
子
の
母
高
階
貴
子
は
漢
詩
人
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
中
関
白
家
一
族
は
男
女

を
問
わ
ず
子
供
達
が
漢
詩
文
に
親
し
む
家
庭
に
育
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
環
境
で
成
長
し
た
定
子
だ
か
ら
、
漢
詩
・
漢
籍
は
女
性
に
必
要
な
い
と
さ
れ

て
い
た
当
時
の
世
間
的
常
識
に
拘
る
こ
と
な
く
、
理
知
的
な
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て

使
用
す
る
女
性
な
ら
で
は
の
漢
文
化
を
作
り
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
清
少
納
言

―（ 4 ）―
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ゐ
ざ
り
か
く
る
る
や
お
そ
き
と
、
上
げ
散
ら
し
た
る
に
、
雪
降
り
に
け

り
。
登
華
殿
の
御
前
は
立
蔀
近
く
て
せ
ば
し
。
雪
、
い
と
を
か
し
。

 

〔
一
七
七
段
〕

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
生
ま
れ
て
初
め
て
参
上
し
た
宮
廷
で
、
こ
れ
か

ら
主
人
と
仰
ぐ
中
宮
定
子
の
眩
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
緊
張
感
に
身
動
き
も
ま
ま
な

ら
ず
言
葉
も
発
せ
ら
れ
な
い
清
少
納
言
の
状
況
で
あ
る
。
長
い
夜
が
明
け
て
退
出

が
許
さ
れ
、
よ
う
や
く
我
を
取
り
戻
し
た
清
少
納
言
、
そ
の
目
に
飛
び
込
ん
で
き

た
の
が
登
華
殿
の
庭
の
雪
景
色
だ
っ
た
。
外
で
は
雪
が
降
り
積
も
っ
て
い
る
ほ
ど

寒
か
っ
た
の
に
、
そ
れ
さ
え
感
じ
な
い
ほ
ど
緊
張
し
て
い
た
の
だ
。
定
子
と
の
初

対
面
の
時
の
記
憶
が
、
宮
廷
の
雪
景
色
と
共
に
作
品
内
に
く
っ
き
り
と
刻
み
込
ま

れ
た
場
面
で
あ
る
六
。

そ
の
翌
日
、
今
度
は
定
子
の
兄
の
大
納
言
伊
周
が
雪
景
色
を
背
景
に
華
々
し
く

登
場
す
る
。

大
納
言
殿
の
ま
ゐ
り
た
ま
へ
る
な
り
け
り
。
御
直
衣
、
指
貫
の
紫
の
色
、

雪
に
映
え
て
い
み
じ
う
を
か
し
。
柱
も
と
に
ゐ
た
ま
ひ
て
、「
昨
日
今
日
、

物
忌
に
侍
り
つ
れ
ど
、
雪
の
い
た
く
降
り
は
べ
り
つ
れ
ば
、
お
ぼ
つ
か
な
さ

に
な
む
」
と
ぞ
御
い
ら
へ
あ
る
。
う
ち
笑
ひ
た
ま
ひ
て
、「『
あ
は
れ
』
と
も

や
御
覧
ず
る
と
て
」
な
ど
の
た
ま
ふ
御
あ
り
さ
ま
ど
も
、
こ
れ
よ
り
何
事
か

は
ま
さ
ら
む
。
物
語
に
い
み
じ
う
口
に
ま
か
せ
て
言
ひ
た
る
に
、
た
が
は
ざ

め
り
と
お
ぼ
ゆ
。 

〔
一
七
七
段
〕

関
白
道
隆
の
嫡
子
伊
周
は
宮
中
で
も
平
服
を
許
さ
れ
て
お
り
、
優
雅
な
直
衣
姿

で
現
れ
る
。
ま
だ
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
の
貴
公
子
が
身
に
纏
う
高
貴
な
紫
色
の
衣
装

が
、
真
っ
白
な
雪
を
背
景
に
一
段
と
引
き
立
ち
、
ま
る
で
物
語
の
主
人
公
の
よ
う

で
あ
る
。
そ
ん
な
伊
周
が
、「
山
里
は
雪
降
り
積
み
て
道
も
な
し
今
日
来
む
人
を
あ

は
れ
と
は
見
む
」（『
拾
遺
集
』
冬
・
平
兼
盛
）
の
一
句
を
引
用
し
な
が
ら
中
宮
定

子
と
会
話
を
交
わ
す
光
景
に
、
新
参
者
の
清
少
納
言
は
感
嘆
せ
ざ
る
を
え
な
い
七
。

宮
廷
に
降
り
積
も
っ
た
雪
を
背
景
に
浮
か
び
上
が
っ
て
見
え
た
の
は
、
こ
の
世
の

も
の
と
は
思
え
な
い
物
語
世
界
の
よ
う
な
情
景
だ
っ
た
。

白
い
雪
に
映
え
る
若
い
男
性
貴
族
の
衣
装
に
つ
い
て
は
、
次
の
随
想
段
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
詳
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。

雪
高
う
降
り
て
、
今
も
な
ほ
降
る
に
、
五
位
も
四
位
も
、
色
う
る
は
し
く

若
や
か
な
る
が
、
う
へ
の
衣
の
色
い
と
き
よ
ら
に
て
、
革
の
帯
の
か
た
つ
き

た
る
を
、
宿
直
姿
に
ひ
き
は
こ
へ
て
、
紫
の
指
貫
も
雪
に
冴
え
映
え
て
、
濃

さ
ま
さ
り
た
る
を
着
て
、
あ
こ
め
の
紅
な
ら
ず
は
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
山

吹
を
出
だ
し
て
、
か
ら
か
さ
を
さ
し
た
る
に
、
風
の
い
た
う
吹
き
て
、
横
さ

ま
に
雪
を
吹
き
か
く
れ
ば
、
す
こ
し
か
た
ぶ
け
て
歩
み
来
る
に
、
深
き
沓
、

半
靴
な
ど
の
は
ば
き
ま
で
、
雪
の
い
と
白
う
か
か
り
た
る
こ
そ
を
か
し
け

れ
。 

〔
二
三
〇
段
〕

五
位
や
四
位
の
上
流
階
級
の
若
者
た
ち
が
身
に
着
け
て
い
る
衣
装
の
中
で
、
特

に
紫
色
の
指
貫
が
雪
に
映
え
て
い
る
描
写
が
、
伊
周
の
登
場
場
面
と
似
通
っ
て
い

る
。
華
や
か
な
色
を
身
に
纏
っ
て
宮
中
に
出
入
り
す
る
高
貴
な
人
物
を
引
き
立
た

せ
る
背
景
と
し
て
、
真
っ
白
な
雪
景
色
が
効
果
を
発
し
て
い
る
。

宮
中
生
活
と
結
び
つ
く
雪
と
し
て
は
、
他
に
も
、
正
月
の
除
目
の
頃
に
任
官
申

請
の
手
紙
を
持
っ
て
雪
の
中
を
歩
く
四
位
五
位
の
貴
族
た
ち
の
様
子
〔
三
段
「
こ

ろ
は
」〕、
宮
中
の
細
殿
に
雪
や
霰
が
風
と
一
緒
に
入
り
込
ん
で
く
る
様
子
〔
七
三

段
「
う
ち
の
局
」〕
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
八
。『
枕
草
子
』
の
雪
景
色
が
宮
中
生

活
と
結
び
つ
き
、
上
流
貴
族
世
界
と
共
に
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
確
認
す
る
時
、

冒
頭
段
の
冬
の
風
景
は
、
作
品
世
界
へ
の
導
入
部
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
改
め

て
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
九
。

三
、
香
炉
峰
の
雪

『
枕
草
子
』
の
中
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
章
段
に
、
香
炉
峰
の
雪
の
段
が
あ
る
。

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
、
例
な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
り
て
、
炭
櫃
に
火

お
こ
し
て
、
物
語
な
ど
し
て
あ
つ
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ
に
、「
少
納
言
よ
。
香
炉

峰
の
雪
い
か
な
ら
む
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御
格
子
上
げ
さ
せ
て
、
御
簾
を

―（ 3 ）―
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ら
え
、
初
出
仕
の
段
に
そ
の
叙
述
の
進
化
を
指
摘
す
る
四
。
ま
た
、
津
島
氏
は

『
枕
草
子
』
が
実
態
以
上
の
〈
大
雪
〉
を
表
現
す
る
場
面
に
、〈
雪
と
中
宮
と
私
〉

を
描
く
構
図
を
と
ら
え
る
五
。
本
稿
で
は
、
両
氏
が
着
目
さ
れ
る
、
雪
と
宮
廷
も

し
く
は
中
宮
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
確
認
し
つ
つ
、『
枕
草
子
』
の
雪
景
色
が
提

示
す
る
さ
ら
な
る
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ち
な
み
に
、
雪
に
は
早

春
の
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
冬
の
景
物
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
を

断
っ
て
お
く
。

二
、
宮
廷
で
見
た
雪

ま
ず
、
冒
頭
段
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
に
記
さ
れ
る
冬
の
描
写
を
見
て
み
よ
う
。

冬
は
つ
と
め
て
。
雪
の
降
り
た
る
は
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
、
霜
の
い
と

白
き
も
、
ま
た
さ
ら
で
も
い
と
寒
き
に
、
火
な
ど
い
そ
ぎ
お
こ
し
て
、
炭
持

て
わ
た
る
も
、
い
と
つ
き
づ
き
し
。
昼
に
な
り
て
、
ぬ
る
く
ゆ
る
び
も
て
い

け
ば
、
火
桶
の
火
も
、
白
き
灰
が
ち
に
な
り
て
わ
ろ
し
。 

〔
一
段
〕

冬
に
ふ
さ
わ
し
い
時
間
と
し
て
、
寒
さ
が
最
も
身
に
し
み
る
早
朝
を
挙
げ
る
の

は
、「
冬
は
い
み
じ
う
寒
き
」〔
一
二
一
段
〕
と
啖
呵
を
切
る
『
枕
草
子
』
ら
し
い

選
択
で
あ
る
。
冬
の
朝
は
雪
が
降
っ
て
い
る
の
が
最
高
に
い
い
が
、
霜
で
白
い
の

も
い
い
し
、
そ
う
で
な
く
て
も
非
常
に
寒
い
こ
と
が
条
件
で
、
そ
の
寒
さ
を
凌
ぐ

た
め
に
暖
房
の
準
備
を
す
る
風
景
が
、
い
か
に
も
冬
ら
し
い
の
で
あ
る
。

春
か
ら
秋
ま
で
自
然
の
風
景
を
取
り
上
げ
て
き
た
作
者
の
筆
は
、
冬
で
初
め
て

人
間
を
登
場
さ
せ
る
。
雪
の
降
り
積
も
っ
た
寒
い
早
朝
、
炭
を
急
い
で
熾
し
持
っ

て
来
る
の
は
女
官
だ
ろ
う
。
火
桶
の
炭
火
が
昼
時
ま
で
観
察
さ
れ
て
い
る
場
所
は

宮
中
に
ち
が
い
な
い
。『
枕
草
子
』
に
描
か
れ
て
い
く
後
宮
生
活
の
始
ま
り
で
あ

る
。先

に
挙
げ
た
「
降
る
も
の
は
」
の
段
の
続
き
に
は
、
雪
の
降
る
場
所
を
特
定
し

て
、「
雪
は
、
檜
皮
葺
、
い
と
め
で
た
し
」
と
し
、
ま
た
、「
に
げ
な
き
も
の
（
不

釣
り
合
い
な
も
の
）」
と
し
て
、「
下
衆
の
家
に
雪
の
降
り
た
る
」〔
四
三
段
〕
と

記
さ
れ
て
い
る
。『
枕
草
子
』
が
好
む
雪
は
、
寝
殿
造
り
の
檜
皮
葺
の
屋
根
に
降

る
雪
で
、
宮
中
生
活
と
結
び
つ
く
雪
な
の
で
あ
る
。

清
少
納
言
が
宮
中
で
初
め
て
目
に
し
た
雪
景
色
は
、
初
出
仕
の
思
い
出
の
中
に

記
さ
れ
て
い
る
。

宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
、
物
の
は
づ
か
し
き
事
の
数
知
ら
ず
、

涙
も
落
ち
ぬ
べ
け
れ
ば
、
夜
々
ま
ゐ
り
て
、
三
尺
の
御
几
帳
の
う
し
ろ
に
候

ふ
に
、
絵
な
ど
取
り
出
で
て
見
せ
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
手
に
て
も
え
さ
し
出
づ

ま
じ
う
わ
り
な
し
。
…

…
「
い
か
で
か
は
筋
か
ひ
御
覧
ぜ
ら
れ
む
」
と
て
、
な
ほ
臥
し
た
れ
ば
、
御

格
子
も
ま
ゐ
ら
ず
。
女
官
ど
も
ま
ゐ
り
て
、「
こ
れ
は
な
た
せ
た
ま
へ
」
な

ど
言
ふ
を
聞
き
て
、
女
房
の
は
な
つ
を
、「
ま
な
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
笑

ひ
て
帰
り
ぬ
。
物
な
ど
問
は
せ
た
ま
ひ
、
の
た
ま
は
す
る
に
、
久
し
う
な
り

ぬ
れ
ば
、「
お
り
ま
ほ
し
う
な
り
に
た
ら
む
。
さ
ら
ば
は
や
。
夜
さ
り
は
と

く
」
と
仰
せ
ら
る
。

表 １：四季の語の使用数
作品名 春 夏 秋 冬

（古今集：部立歌数） （134） （34） （145） （29）
古今集 71 8 108 7
後撰集 72 14 131 12
伊勢物語 14 2 16 1
源氏物語 119 21 130 11
枕草子 19 18 18 18

表 ２：雪月花の使用数
作品名 花 月 雪

古今集 146 28 39
後撰集 132 46 33
伊勢物語 23 12 9
源氏物語 273 201 86
枕草子 64 39 50

『日本古典対照分類語彙表』
（2014笠間書院）による
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一
、『
枕
草
子
』
の
季
節

冒
頭
句
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
が
浸
透
し
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
、『
枕
草
子
』
に

は
春
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
ま
と
う
。
し
か
し
、
冒
頭
段
全
体
を
思
い
浮
か
べ
て
み

れ
ば
、
こ
の
章
段
が
春
だ
け
で
な
く
、
四
季
す
べ
て
の
情
景
を
平
等
に
扱
っ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
平
安
文
学
に
お
け
る
『
枕
草
子
』
の
特
徴
と

も
な
っ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、『
古
今
集
』
は
季
節
の
歌
を
重
視
し
、
春
夏
秋
冬
の
巻
を
初

め
に
置
く
が
、
そ
の
歌
数
に
お
い
て
四
季
は
平
等
で
は
な
い
。『
古
今
集
』
の
歌

が
詠
ま
れ
る
季
節
は
春
と
秋
に
集
中
し
、
夏
と
冬
の
歌
は
極
端
に
少
な
い
の
で
あ

る
。
試
み
に
、『
古
今
集
』
で
使
用
さ
れ
て
い
る
四
季
の
語
の
数
を
比
較
し
て
み

る
と
、
四
季
の
巻
の
歌
数
と
同
じ
く
、
多
い
順
に
、
秋
、
春
、
夏
、
冬
と
な
る
。

（
表
１
参
照
）
春
の
部
立
の
全
歌
数
に
比
し
て
春
の
語
の
使
用
数
が
少
な
い
の

は
、
梅
や
桜
な
ど
の
春
の
花
を
詠
む
こ
と
で
季
節
を
表
す
歌
が
多
い
た
め
で
あ

る
。
四
季
の
語
の
出
現
数
の
割
合
に
つ
い
て
は
、『
古
今
集
』
と
同
じ
傾
向
が
『
後

撰
集
』
に
も
、
ま
た
散
文
の
『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』
に
も
見
ら
れ
る
。
そ

れ
ら
の
中
で
、『
枕
草
子
』
だ
け
は
四
季
の
語
の
使
用
数
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。

『
枕
草
子
』
が
四
季
を
平
等
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
学
の
指
摘
が

あ
る
が
一
、一
般
的
に
平
安
朝
文
学
で
あ
ま
り
扱
わ
れ
な
い
夏
と
冬
を
春
秋
同
等

に
取
り
上
げ
る
の
は
、『
枕
草
子
』
が
好
む
風
物
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
四
季
の
中
で
も
最
も
文
学
的
な
題
材
の
少
な
い
冬
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
。

動
植
物
が
眠
り
に
つ
く
冬
に
、
唯
一
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
風
物
と
い
え
ば
雪

で
あ
る
。
雪
は
『
古
今
集
』
の
冬
の
部
二
九
首
中
、
二
三
首
に
詠
み
こ
ま
れ
て
い

る
。『
枕
草
子
』
で
も
、「
降
る
も
の
は
」
で
第
一
番
に
挙
げ
る
の
が
「
雪
」
で
、

次
に
「
霰あ

ら
れ」、
そ
し
て
「
霙み
ぞ
れは
に
く
け
れ
ど
、
白
き
雪
の
ま
じ
り
て
降
る
を
か
し
」

〔
二
三
三
段
〕
と
続
く
二
。
ま
た
、
三
巻
本
系
諸
本
逸
文
三
に
は
「
本
意
な
き
も
の

（
残
念
な
も
の
）」
と
い
う
章
段
が
あ
り
、「
冬
の
雪
降
ら
ぬ
」
と
い
う
一
文
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
清
少
納
言
は
雪
を
特
に
好
ん
で
い
た
と
推
察

さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
古
来
、
季
節
を
代
表
す
る
風
物
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
「
雪
月
花
」
の
、

「
雪
」「
月
」「
花
」
の
語
に
つ
い
て
、
再
び
『
古
今
集
』
以
下
の
五
作
品
に
お
け

る
出
現
数
を
比
較
し
て
み
よ
う
。（
表
２
参
照
）

ま
ず
、
五
作
品
と
も
「
月
雪
花
」
の
中
で
「
花
」
の
使
用
数
が
最
も
多
い
こ
と

が
分
か
る
。
特
に
『
古
今
集
』
で
は
、
他
の
二
語
に
対
す
る
「
花
」
の
使
用
割
合

の
高
さ
が
際
立
ち
、『
後
撰
集
』『
伊
勢
物
語
』
も
そ
れ
に
次
い
で
「
花
」
の
使
用

割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
月
の
使
用
数
が
大
幅
に
増
え
る
。

そ
れ
は
、
恋
愛
を
テ
ー
マ
に
し
た
物
語
の
主
要
場
面
が
、
月
夜
を
多
く
扱
っ
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、『
枕
草
子
』
で
は
、「
雪
」
の
使
用

割
合
が
「
花
」
に
次
い
で
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、『
枕
草
子
』
は
冬
の
風
物

で
あ
る
雪
を
特
に
多
く
扱
う
文
学
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
枕
草
子
』
の
雪
を
扱
っ
た
先
行
研
究
に
は
、
最
近
の
も
の
で
中
田
幸
司
氏
、

津
島
知
明
氏
の
論
が
あ
る
。
中
田
氏
は
『
枕
草
子
』
の
雪
に
宮
廷
化
の
属
性
を
と

　『＊

枕
草
子
』
の
雪
景
色
　
―
作
品
生
成
の
原
風
景
―

赤
＊
＊

　
間
　
恵
都
子
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