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『枕草子』道隆の登場

　
　

序

　
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
の
章
段
は
、
複
数
の
逸
話
が
組
み
合
わ
せ
ら

れ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
定
子
に
よ
る
各
逸
話
と
、
逸
話
の
き
っ
か
け
と
な

る
場
面
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
表
現
的
な
分
析
の
み
で
留
ま
っ
て
い
る
。
各

逸
話
の
背
景
を
読
み
込
み
、章
段
の
よ
り
深
い
理
解
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
本
稿
で
は
、
章
段
前
半
部
の
清
少
納
言
の
歌
と
藤
原
道

隆
の
逸
話
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
当
章
段
で
作
品
上
に
初
登
場
す
る（

（
（

道
隆

が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
【
場
面
１
】
は
章
段
冒
頭
で
、
章
段
年
時
は
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
の
春

と
考
え
ら
れ
る
。
道
隆
が
亡
く
な
る
前
年
な
が
ら
、
数
か
月
後
に
は
定
子
の

兄
藤
原
伊
周
が
内
大
臣
に
昇
進
す
る
。
中
関
白
家
の
絶
頂
期
で
あ
る
。

【
場
面
１
】

　
　

�　

清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
、
北
の
へ
だ
て
な
る
御
障
子
は
、
荒
海
の
か

た
、
生
き
た
る
物
ど
も
の
お
そ
ろ
し
げ
な
る
、
手
長
足
長
な
ど
を
ぞ
か

き
た
る
。上
の
御
局
の
戸
を
押
し
開
け
た
れ
ば
、常
に
目
に
見
ゆ
る
を
、

に
く
み
な
ど
し
て
笑
ふ
。
ア
高
欄
の
も
と
に
青
き
か
め
の
大
き
な
る
を

す
ゑ
て
、
桜
の
、
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
き
枝
の
五
尺
ば
か
り
な
る
を
、

い
と
お
ほ
く
さ
し
た
れ
ば
、
高
欄
の
外
ま
で
咲
き
こ
ぼ
れ
た
る
昼
方
、

（
四
九
頁（

（
（

）
　
【
場
面
１
】
傍
線
部
ア
で
は
、
高
欄
附
近
に
青
い
花
瓶
が
置
い
て
あ
り
、

桜
が
こ
ぼ
れ
る
ほ
ど
生
け
て
あ
る
状
況
が
写
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
状
況
を
前
提
と
し
て
、【
場
面
２
】
が
描
か
れ
て
い
る
。

【
場
面
２
】

　
　

�　

陪
膳
つ
か
う
ま
つ
る
人
の
、
を
の
こ
ど
も
な
ど
召
す
ほ
ど
も
な
く
わ

た
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
イ「
御
硯
の
墨
す
れ
」
と
仰
せ
ら
る
る
に
、
目
は

そ
ら
に
て
、
た
だ
お
は
し
ま
す
を
の
み
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
ほ
と
ど
つ

ぎ
め
も
は
な
ち
つ
べ
し
。
白
き
色
紙
押
し
た
た
み
て
、
ウ「
こ
れ
に
た

だ
い
ま
お
ぼ
え
む
古
き
こ
と
一
つ
づ
つ
書
け
」
と
仰
せ
ら
る
る
。
外
に

ゐ
た
ま
へ
る
に
、「
こ
れ
は
い
か
が
」
と
申
せ
ば
、「
と
う
書
き
て
ま
ゐ

ら
せ
た
ま
へ
。を
の
こ
は
言
加
へ
さ
ぶ
ら
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」と
て
、

さ
し
入
れ
た
ま
へ
り
。
御
硯
取
り
お
ろ
し
て
、「
と
く
と
く
た
だ
思
ひ

ま
は
さ
で
、
難
波
津
も
何
も
、
ふ
と
お
ぼ
え
む
こ
と
を
」
と
責
め
さ
せ

た
ま
ふ
に
、
な
ど
さ
は
臆
せ
し
に
か
、
す
べ
て
面
さ
へ
赤
み
て
ぞ
思
ひ

乱
る
る
や
。

　
　

�　

春
の
歌
、
花
の
心
な
ど
、
さ
い
ふ
い
ふ
も
、
上
臈
二
つ
三
つ
ば
か
り

書
き
て
、「
こ
れ
に
」
と
あ
る
に
、

　
　

�　
エ
年
経
れ
ば
よ
は
ひ
は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
物
思

ひ
も
な
し

　
　

�　

と
い
ふ
こ
と
を
、「
君
を
し
見
れ
ば
」
と
書
き
な
し
た
る
、
御
覧
じ

村
田
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く
ら
べ
て
、
オ「
た
だ
こ
の
心
ど
も
の
ゆ
か
し
か
り
つ
る
ぞ
」
と
仰
せ

ら
る
る
つ
い
で
に
、「
円
融
院
の
御
時
に
、
カ
『
草
子
に
歌
一
つ
書
け
』

と
殿
上
人
に
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
い
み
じ
う
書
き
に
く
う
、
す
ま
ひ
申

す
人
々
あ
り
け
る
に
、『
さ
ら
に
た
だ
手
の
あ
し
さ
よ
き
、
歌
の
、
を

り
に
あ
は
ざ
ら
む
も
知
ら
じ
』
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
わ
び
て
み
な
書
き

け
る
中
に
、
た
だ
い
ま
の
関
白
殿
、
三
位
中
将
と
聞
え
け
る
と
き
、

　
　

�　
キ
し
ほ
の
満
つ
い
つ
も
の
浦
の
い
つ
も
い
つ
も
君
を
ば
深
く
思
ふ
は

や
わ
が

　
　

�　

と
い
ふ
歌
の
、
末
を
、『
た
の
む
は
や
わ
が
』
と
書
き
た
ま
へ
り
け

る
を
な
む
、
ク
い
み
じ
う
め
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
」
な
ど
仰
せ
ら
る
る

に
も
、
す
ず
ろ
に
汗
あ
ゆ
る
心
地
ぞ
す
る
。
年
若
か
ら
む
人
、
は
た
、

さ
も
え
書
く
ま
じ
き
事
の
さ
ま
に
や
な
ど
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。
例
、
い
と
よ

く
書
く
人
も
、
あ
ぢ
き
な
う
み
な
つ
つ
ま
れ
て
、
書
き
け
が
し
な
ど
し

た
る
あ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
一
頁
）

　

突
如
、
傍
線
部
イ
「
御
硯
の
墨
す
れ
」
と
指
示
が
あ
り
、
傍
線
部
ウ
「
こ

れ
に
た
だ
い
ま
お
ぼ
え
む
古
き
こ
と
一
つ
づ
つ
書
け
」
と
の
命
令
が
、
定
子

か
ら
女
房
達
へ
下
さ
れ
る
。
突
然
の
命
令
に
女
房
た
ち
は
困
惑
す
る
。

　

清
少
納
言
も
同
様
に
困
惑
す
る
も
の
の
、
傍
線
部
エ
「
年
経
れ
ば
よ
は
ひ

は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
物
思
ひ
も
な
し
」
の
第
四
句
「
花

を
し
見
れ
ば
」
を
「
君
を
し
見
れ
ば
」
に
差
し
替
え
て
、
定
子
と
い
う
主
君

を
讃
え
る
歌
に
詠
み
替
え
、
提
出
す
る
。「
詠
み
替
え
」
と
は
、
こ
の
「
年

経
れ
ば
」
の
元
の
歌
が
、
摂
政
の
藤
原
良
房
が
娘
の
染
殿
后
明
子
を
鍾
愛
し

て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
を
主
君
称
賛
に
替
え
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
詠
み
替
え
に
感
心
し
た
定
子
は
、
傍
線
部
オ
「
た
だ
こ
の
心
ど
も
の
ゆ

か
し
か
り
つ
る
ぞ
」
と
そ
の
機
転
を
喜
び
、
似
た
よ
う
な
話
と
し
て
、
父
道

隆
が
三
位
中
将
で
あ
っ
た
頃
の
手
柄
話
を
披
露
す
る
。
そ
れ
が
傍
線
部
キ
で

「
し
ほ
の
満
つ
い
つ
も
の
浦
の
い
つ
も
い
つ
も
君
を
ば
深
く
思
ふ
は
や
わ

が
」
の
第
五
句
目
「
思
ふ
は
や
わ
が
」
を
「
た
の
む
は
や
わ
が
」
に
詠
み
替

え
て
、
円
融
の
激
賞
を
買
っ
た
逸
話
だ
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
永
観
二
年

（
九
八
四
）
の
話
で
、
こ
の
章
段
の
時
点
よ
り
一
〇
年
前
に
な
る
。

　

さ
て
こ
こ
に
は
、
清
少
納
言
の
「
君
を
し
見
れ
ば
」
と
、
道
隆
の
「
た
の

む
は
や
わ
が
」
と
い
う
、
二
つ
の
古
歌
の
詠
み
替
え
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
必
ず
し
も
主
君
を
讃
え
る
歌
で
は
な
か
っ
た
古
歌
を
主
君
を
讃
え
る
歌

に
仕
立
て
直
し
た
、
と
い
う
趣
旨
で
共
通
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
語
句
を

入
れ
替
え
た
清
少
納
言
の
機
智
を
褒
め
る
の
に
適
し
た
逸
話
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
語
句
の
入
れ
替
え
を
褒
め
る
た
め
だ
け
に
わ
ざ
わ
ざ
道
隆
の
逸

話
を
語
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
逸
話
に
よ
っ
て
、
作
品
上
に
初

登
場
す
る
道
隆
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

一
、
清
少
納
言
の
歌
（
一
）　
良
房
歌
の
背
景

　

ま
ず
、
定
子
が
語
る
き
っ
か
け
と
な
る
清
少
納
言
の
歌
か
ら
検
討
す
る
。

清
少
納
言
は
何
故
こ
の
歌
を
詠
み
替
え
て
ま
で
献
上
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
歌
の
元
と
な
っ
た
良
房
歌
を
以
下
に
示
す
。

　
　
　
　

染
殿
の
后
の
お
前
に
、
花
瓶
に
桜
の
花
を
さ
さ
せ

　
　
　
　

た
ま
へ
る
を
見
て
よ
め
る　
　
　
　

前
太
政
大
臣

　
　

�

年
ふ
れ
ば
よ
は
ひ
は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
物
思
ひ
も

な
し　

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一　

春
歌
上　

五
二
番
歌　

四
八
頁（

3
（

）

　

も
ち
ろ
ん
、
良
房
歌
の
詞
書
が
【
場
面
１
】
の
情
景
と
近
似
し
て
い
る
た

め
、
清
少
納
言
は
こ
の
歌
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う（

4
（

。
ま
た
、
良
房
歌
は
娘
明
子

に
対
す
る
父
と
し
て
の
立
場
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
定
子
は
こ
の
時
（8
歳
で
、

清
少
納
言
は
そ
れ
よ
り
も
一
回
り
程
度
の
年
長
と
み
ら
れ
る
が
、
定
子
に
仕
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『枕草子』道隆の登場

え
る
女
房
の
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
良
房
と
同
じ
立
場
に
清
少
納
言

が
立
つ
と
定
子
に
対
し
て
失
礼
に
あ
た
る
。
そ
の
た
め
、「
花
を
し
見
れ
ば
」

を
「
君
を
し
見
れ
ば
」
に
差
し
替
え
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
清
少
納
言

は
立
場
を
替
え
て
ま
で
詠
ん
だ
こ
の
歌
に
よ
っ
て
、
主
上
と
並
ぶ
若
く
美
し

い
中
宮
定
子
を
讃
え
た
の
だ
。

　

そ
の
称
賛
の
句
「
君
を
し
見
れ
ば
物
思
ひ
も
な
し
」
は
、
ま
さ
に
中
関
白

家
全
盛
期
の
満
足
感
を
表
す
表
現
だ
と
し
て
疑
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、「
物
思
ひ
」
が
な
い
こ
と
が
「
花
を
し
見
れ
ば
」
と
い
う
、
順

接
の
確
定
条
件
で
表
さ
れ
る
の
は
、「
君
」や「
花
」が
な
か
っ
た
な
ら
ば「
物

思
ひ
」
が
あ
っ
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、こ
れ
ら
の
歌
は
単
な
る
満
足
で
は
な
く
、「
君
」や「
花
」に
よ
っ

て
「
物
思
ひ
」
が
無
く
な
っ
た
満
足
感
を
詠
ん
だ
歌
と
捉
え
ら
れ
る
。
す
る

と
同
時
に
打
ち
消
し
の
形
で
「
物
思
ひ
」
と
い
う
背
景
を
作
品
内
に
呼
び
込

む
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

ま
ず
良
房
歌
に
お
け
る「
物
思
ひ
」の
背
景
を
探
る
。「
よ
は
ひ
は
老
い
ぬ
」

と
あ
る
よ
う
に
「
物
思
ひ
」
は
寿
命
で
あ
る
が
。
だ
が
、
寿
命
と
い
う
「
物

思
ひ
」
は
単
に
明
子
を
見
る
こ
と
で
解
消
さ
れ
は
し
な
い
。「
花
」
に
た
と

え
ら
れ
る
明
子
の
立
場
が
重
要
で
あ
る
。
詞
書
か
ら
は
、
后
と
呼
ば
れ
る
時

代
の
明
子
が
老
齢
の
太
政
大
臣
の
良
房
と
同
席
し
た
春
の
日
で
、「
花
を
し

見
れ
ば
物
思
ひ
も
な
し
」
の
心
境
に
ふ
さ
わ
し
い
時
に
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
明
子
の
協
力
に
よ
っ
て
良
房
の
ど
ん
な
「
物
思
ひ
」
が
「
な

し
」
と
な
っ
た
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
期
間
を
確
認
す
る
。

　

清
水
好
子
氏（

5
（

は
以
下
の
よ
う
に
年
代
推
定
を
し
て
い
る
。

　
　

�　
「
花
を
し
見
れ
ば
物
思
ひ
も
な
し
」と
い
う
歌
意
か
ら
、文
徳
帝
即
位
、

染
殿
后
明
子
腹
の
惟
仁
親
王
が
立
太
子
後
の
こ
と
と
見
た
い
。
嘉
祥
三

年
（
八
五
〇
）
以
後
の
こ
と
に
な
る
。
時
に
良
房
四
十
七
歳
。
そ
の
死

は
天
安
二
年
（
八〔
マ
マ
〕
五
七
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
作
で
あ
る
。

　
「
花
を
し
見
れ
ば
物
思
ひ
も
な
し
」
と
い
う
満
足
感
に
惟
仁
親
王
（
後
の

清
和
天
皇
）
が
関
わ
る
こ
と
は
、
明
子
の
協
力
と
い
う
点
で
も
頷
け
る
。
嘉

祥
三
年（
八
五
〇
）の
良
房
は
従
二
位
右
大
臣
で
47
歳
、天
安
二
年（
八
五
八
）

の
良
房
は
従
一
位
摂
政
太
政
大
臣
55
歳
で
あ
る
。た
し
か
に
、官
位
を
極
め
、

初
老
で
あ
る
40
歳
も
過
ぎ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
文
徳
天
皇
と
の
仲
を
考
え
る
と
、
文
徳
崩
御
後
で
清
和
即
位
後

の
こ
と
を
詠
ん
だ
可
能
性
が
高
い
。
立
太
子
は
即
位
を
前
提
と
す
る
が
、「
年

ふ
れ
ば
よ
は
ひ
は
老
い
ぬ
」
と
老
齢
を
嘆
く
良
房
が
立
太
子
だ
け
で
安
心
し

た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
だ
。

　
『
吏
部
王
記
』
承
平
元
年
（
九
三
一
）
九
月
四
日
条（
６
（は

、
藤
原
忠
平
か
ら

聞
い
た
話
を
藤
原
実
頼
が
重
明
親
王
に
語
っ
た
記
事
で
あ
る
。

　
　

�　

四
日
、
夕
参
議
実
頼
朝
臣
来
也
、
談
及
古
事
、
陳
云
、
文
徳
天
皇
最

愛
惟
喬
親
王
、
于
時
太
子
幼
冲
、
帝
欲
先
暫
立
惟
喬
親
王
、
而
太
子
長

壮
時
還
継
洪
基
、
其
時
先
太
政
大
臣
作
太
子
祖
父
、
為
朝
重
臣
、
帝
憚

未
発
、
太
政
大
臣
憂
云
、
欲
使
太
子
辞
譲
、
是
時
藤
原
三
仁
又
善
天
文
、

諫
大
臣
曰
、
懸
象
無
変
事
、
必
不
遂
焉
、
爰
帝
召
信
大
臣
清
談
良
久
、

乃
命
以
立
惟
喬
親
王
之
趣
、
信
大
臣
奏
曰
、
太
子
若
有
罪
須
廃
点
更
不

還
立
、
若
無
罪
亦
不
可
立
他
人
、
臣
不
敢
奉
詔
、
帝
甚
不
悦
、
事
遂
無

変
、
無
幾
帝
崩
、
太
子
継
位
、（
中
略
）
此
等
事
皆
左
相
公
所
語
也
、

※
太
子
＝
惟
仁
親
王　

先
太
政
大
臣
＝
良
房　

信
大
臣
＝
源
信　

左
相
公
＝
忠
平

こ
こ
か
ら
文
徳
に
は
皇
太
子
惟
仁
を
辞
退
さ
せ
、
長
男
惟
喬
親
王
を
帝
位
に

付
け
た
い
と
の
希
望
が
あ
っ
た
と
目
崎
徳
衛
氏（
７
（は

説
明
し
て
い
る
。
こ
の
記

事
の
他
に
も
、
惟
喬
の
外
舅
の
紀
有
常
の
官
位
昇
進
が
無
い
事
や（

8
（

、
紀
氏
出

身
の
僧
正
真
済
が
引
退
に
追
い
込
ま
れ
る（

（
（

な
ど
惟
喬
の
勢
力
へ
の
圧
力
が
確

認
で
き
、
良
房
と
文
徳
と
の
間
で
皇
位
継
承
争
い
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る（
（1
（

。
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河
内
祥
輔
氏（
（（
（

は
、
天
皇
制
の
皇
統
・
血
統
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、「
帝

欲
先
暫
立
惟
喬
親
王
」
の
箇
所
等
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。「
暫
」
と
あ
る

よ
う
に
、
文
徳
自
身
も
惟
仁
の
即
位
を
拒
む
意
志
は
な
く
、
従
来
の
慣
習
ど

お
り
に
幼
な
い
た
め
惟
喬
を
「
傍
系
」
と
し
て
帝
位
に
つ
け
、
惟
仁
の
成
長

を
待
つ
発
言
だ
っ
た
と
解
し
て
い
る
。『
吏
部
王
記
』
の
読
み
と
皇
位
継
承

の
慣
行
の
解
明
に
は
頷
け
る
。
た
し
か
に
、
文
徳
の
意
志
は
源
信
ら
の
発
言

に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
。源
信
の
発
言
が
良
房
に
慮
っ
た
も
の
と
解
し
て
も
、

文
徳
の
直
系
を
維
持
す
る
た
め
に
危
機
感
を
感
じ
て
惟
仁
の
即
位
を
急
い
だ

と
し
て
も
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
惟
喬
の
即
位
に
危
険
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
の
危
険
性
の
内
実
は
目
崎
氏
の
い
う
よ
う
な
良
房
の
動
き
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
良
房
自
身
も
高
齢
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
自
覚
し
て
お
り
、
存
命
中
に
惟
仁
の
即
位
を
画
策
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

は
目
に
見
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
惟
仁
立
太
子
前
後
の
期
間
は

良
房
に
と
っ
て
安
心
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歌
に
い
う
「
物
思
ひ
」

の
渦
中
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

即
位
後
に
つ
い
て
は
、
明
子
は
清
和
と
共
に
住
み
続
け
て
お
り
、
国
母
と

し
て
祖
父
良
房
と
協
力
し
て
政
治
に
関
わ
っ
て
い
た
と
目
崎
氏
は
指
摘
し
て

い
る
。こ
の
明
子
と
の
協
力
を
も
っ
て
、有
力
な
外
祖
父
と
な
っ
た
良
房
に
、

歌
に
詠
ま
れ
た
「
思
ふ
事
な
し
」
の
感
想
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
。

【
表
１
】
清
和
即
位
前
後
の
年
表

嘉
祥
三（
８
５
０
（年　

三
月
二
一
日

仁
明
天
皇
崩
、
文
徳
天
皇
践
祚（
良
房
47
歳
）

　
　
　
　
　

三
月
二
五
日

惟
仁
親
王
（
清
和
）
誕
生

　
　
　
　

一
一
月
二
五
日

惟
仁
親
王
立
太
子

仁
寿
元（

８
５
１
（年一
一
月　

七
日

良
房
正
二
位
に
叙
さ
ら
れ
る

（
48
歳
）

斉
衡
二（

８
５
５
（年　

正
月　

七
日

紀
有
常
、
従
五
位
上

（
5（
歳
）

　
　

三（
８
５
６
（年一

一
月
二
五
日

文
徳
、
郊
天
祭
祀
を
行
う

（
53
歳
）

天
安
元（

８
５
７
（年　

二
月
一
九
日

良
房
太
政
大
臣
と
な
る

（
54
歳
）

　
　

二（
８
５
８
（年　

八
月

真
済
、
文
徳
の
看
病
す
る
も
、

非
難
さ
れ
隠
居

　
　
　
　
　
　
　

二
七
日

文
徳
崩
、
清
和
践
祚

（
55
歳
）

良
房
清
和
の
後
見
を
行
う
（
実

質
摂
政
）

　
　
　
　
　
　
　

二
九
日

明
子
、
清
和
と
共
に
東
宮
へ

貞
観
五（

８
６
３
（年一
〇
月
二
一
日

良
房
六
〇
の
賀

（
60
歳
）

　
　

六（
８
６
４
（年　

正
月　

一
日

清
和
（5
歳
で
元
服

（
6（
歳
）

　
　
　
　
　

二
月
二
五
日

清
和
天
皇
染
殿
に
行
幸
、
花
宴

こ
の
冬
、
良
房
大
病
を
患
う

　
　

七（
８
６
５
（年一
一
月　

四
日

清
和
初
内
裏
遷
御
（
仁
寿
殿
）
（
6（
歳
）

　
　
　
　
　
　
　

�

一
七
日
明
子
常
寧
殿
に
遷
御

　
　

八（
８
６
６
（年閏
三
月　

一
日

清
和
染
殿
に
行
幸

（
63
歳
）

立太子後も画策即位後も明子同居
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『枕草子』道隆の登場

　

更
に
【
表
１
】
に
示
し
た
同
居
期
間
に
は
、
清
和
の
染
殿
へ
の
行
幸（
（1
（

や
、

良
房
の
六
〇
の
賀（
（1
（

が
あ
る
。こ
の
期
間
に
到
っ
て
こ
そ
、行
幸
を
仰
い
だ
り
、

算
賀
を
祝
う
余
裕
が
出
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
象
徴
が
人

臣
初
の
摂
政
に
任
じ
ら
れ
た（
（1
（

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
立
場
は
後
に
『
大
鏡（
（1
（

』
に
「
藤
氏
の
は
じ
め
て
太
政
大
臣
・
摂
政
し

た
ま
ふ
」
と
後
世
の
人
が
良
房
を
語
る
際
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
清

少
納
言
や
定
子
が
良
房
を
話
題
に
し
た
と
き
も
、
人
臣
初
の
摂
政
は
意
識
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
明
子
の
お
か
げ
で
良
房
が
摂
政
に
引
き
あ
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、

定
子
の
お
か
げ
で
道
隆
一
族
の
栄
達
と
そ
の
家
に
仕
え
る
清
少
納
言
の
立
場

が
あ
る
と
、
歌
い
、
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る（
（1
（

。
清
和
朝
の
良
房
、
一
条
朝
の

父
兼
家
に
次
い
で
三
人
目
と
な
る
外
祖
父
摂
政
の
地
位
を
願
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
う
し
て
、
明
子
と
定
子
が
二
重
写
し
に
さ
れ
、
道
隆
も
ま
た
良
房
と

二
重
写
し
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
　

二
、�

清
少
納
言
の
歌
（
二
）　
正
暦
五
年
の
春
の
「
物
思
ひ

も
な
し
」

　

こ
の
二
重
写
し
を
考
え
る
と
、
定
子
を
「
君
」
と
し
た
詠
み
替
え
に
も
「
物

思
ひ
」
が
想
定
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
「
物
思
ひ
」
が
定
子
に
よ
っ
て
「
な

し
」
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
の
春
と
い
え
ば
、
道

隆
政
権
が
固
ま
っ
て
き
て
、
二
月
に
は
積
善
寺
供
養
が
あ
り
、
新
造
の
二
条

の
宮
で
作
り
物
の
桜
を
愛
で
た
年
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
め
で
た
い
ば
か
り
の
年
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
だ
。

【
表
２
】
正
暦
五
年
の
春
の
権
力
構
造

　
【
表
２
】
に
は
権
力
構
造
を
図
示
し
た
。
東
宮
に
は
居
貞
親
王
が
立
っ
て

お
り
、
再
び
皇
統
が
冷
泉
皇
統
に
戻
る（

（1
（

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
円
融

皇
統
の
一
条
に
は
兄
弟
も
子
も
な
い
、
対
し
て
東
宮
居
貞
に
は
若
い
兄
弟
が

い
る
状
況
だ
。
つ
ま
り
、
良
房
と
文
徳
の
時
代
と
同
様
に
正
暦
五
年
の
春
に

も
皇
位
継
承
問
題
が
起
き
つ
つ
あ
る
の
だ
。

　

更
に
、
こ
の
正
暦
五
年
の
春
に
は
、
東
宮
居
貞
の
第
一
子
が
生
ま
れ
る
。

　
　
　
　
　

八
月�

一
九
日
良
房
摂
政
と
な
る

　

一（
８
７
１
（

三
年　

四
月�

一
〇
日
良
房
准
三
宮
と
な
る

（
68
歳
）

　

一（
８
７
２
（

四
年　

九
月�　

二
日
良
房
没

（
6（
歳
）

　

一（
８
７
３
（

五
年　

正
月�　

七
日
紀
有
常
正
五
位
下

円融皇統 冷泉皇統

師
尹

済
時

娍
子

芳
子

村
上
天
皇

冷
泉
天
皇

円
融
天
皇

詮
子

？

師
輔
兼
家

道
隆

定
子

伊
周

原
子

三
女

花
山
天
皇

（
敦
明
親
王
）

東
宮 

居
貞
親
王
（
三
条
天
皇
）

為
尊
親
王

一
条
天
皇

敦
道
親
王
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そ
れ
は
、
娍
子
腹
の
敦
明
親
王
で
あ
る
。
娍
子
の
父
藤
原
済
時
は
、
か
つ
て

道
隆
の
父
兼
家
が
そ
の
兄
藤
原
兼
通
に
よ
っ
て
右
大
将
の
官
位
を
剥
奪
さ
れ

た
時
、
世
間
が
憚
る
中
そ
の
後
任
と
し
て
名
乗
り
を
あ
げ
た
人
物
だ
。
こ
の

懐
妊
が
社
会
に
不
穏
な
空
気
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
前
年
の
正
暦
四
年

（
九
九
三
）
閏
一
〇
月
一
四
日
の
『
小
右
記
』
が
伝
え
て
い
る
。

　
　

�

十
四
日
、
戊
戌
、
観
修
僧
都
来
云
、
近
曾
行
東
宮
更
衣
左
大
将
済
時
女
、

修
法
、
猛
霊
忽
出
来
云
、
我
是
九
条
丞
相
霊
、
存
生
之
時
、
或
寄
仏
事
、

或
付
外
術
、
懇
切
致
子
孫
繁
昌
之
思
、
其
願
成
就
、
就
中
小
野
宮
太
相

国
子
族
可
滅
亡
之
願
彼
時
極
深
、
施
陰
陽
術
欲
断
彼
子
孫
、
所
期
先

六
十
年
、
其
験
已
新
、
今
依
滅
他
之
思
、
受
苦
極
重
、
抜
苦
無
期
、
小

野
宮
相
国
子
孫
産
時
、
吾
必
向
其
所
妨
此
事
、
依
存
生
心
願
、
先
所
期

六
十
年
、
其
遣
不
幾
、
彼
時
外
術
今
二
年
許
也
、
其
後
可
難
廻
此
妨
術
、

又
此
更
衣
已
有
懐
妊
気
、
仍
所
来
煩
也
、
為
断
他
同
胤
云
々
、
今
聞
此

事
覚
往
古
事
、
雖
云
骨
肉
、
可
有
用
心
欤
、
僧
都
云
、
忽
造
大
威
徳
尊

可
奉
帰
依
者
、
然
者
可
任
天
運
者
也
、

（
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
閏
一
〇
月
一
四
日
条（
（1
（

）

　
　
※
左
大
将
済
時
女
・
更
衣
＝
娍
子　

九
条
丞
相
＝
師
輔　

小
野
宮
相
国
＝
実
頼　

僧
都
＝
観
修

　

済
時
の
娘
娍
子
懐
妊
の
時
、
九
条
丞
相
つ
ま
り
道
隆
の
祖
父
藤
原
師
輔
を

名
乗
る
霊
が
出
現
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
霊
の
出
現
の
科
学
的
真
偽
は
と
も

か
く
、娍
子
の
懐
妊
に
際
し
、師
輔
が
持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

師
輔
の
霊
は
小
野
宮
家
を
祟
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
小
野
宮
家
の
藤
原
実

資
に
こ
の
話
が
伝
え
ら
れ
た
が
、
今
回
は
小
野
宮
家
で
は
な
く
、
小
一
条
家

の
娍
子
の
懐
妊
を
妨
害
し
て
い
る
。
師
輔
の
霊
は
「
為
断
他
同
胤
云
々
」
と

言
う
が
、
そ
の
範
囲
は
不
可
解
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
小
野
宮
家
を
憎
む
生
前

の
師
輔
の
意
志
よ
り
、
現
在
の
政
局
が
反
映
さ
れ
た
結
果
、
娍
子
の
懐
妊
が

不
調
で
あ
る
こ
と
が
師
輔
に
結
び
つ
け
て
解
釈
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
師
輔
の
孫
道
隆
と
娍
子
の
父
済
時
と
の
対
立
は
貴
族
社

会
に
広
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

更
に
、
そ
の
翌
月
に
は
、「
朔
旦
冬
至
」
の
儀
式
に
お
い
て
、
済
時
と
道

隆
の
息
子
伊
周
と
の
間
に
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
を『
権
記
』は
伝
え
て
い
る
。

　
　

�

一
日
、
甲
寅　

今
日
朔
旦
冬
至
、
仍
奉
賀
表
、
雨
儀
、
天
暦
九
年
雨
儀
、

御
暦
・
番
奏
等
付
内
侍
所
、
今
度
不
付
、
日
上
右
大
臣
重
信
以
表
函
付

内
侍
還
本
所
（
軒
廊
、
西
面
北
上
）、
大
臣
第
三
間
、
納
言
第
二
間
、

宰
相
一
間
、
経
列
北
着
本
座
（
右
返
）、
但
左
大
将
済
時
左
返�

、
左
右

是
非
之
由
、
或
卿
相
争
論
云
々
（
大
将
与
権
大
納
言
伊
周
也
）、�

（
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
一
一
月
一
日
条（
（1
（

）

　

こ
れ
が
論
争
に
ま
で
発
展
し
た
理
由
は
、
単
な
る
間
違
い
だ
け
が
原
因
と

は
思
わ
れ
な
い
。
や
は
り
済
時
と
道
隆
一
派
と
の
確
執
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ

で
、
公
卿
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
注
目
の
度
合
い
は
日
記
に
書
き

留
め
ら
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
済
時
の
行
動
は
、
隙
あ

ら
ば
と
道
隆
一
派
の
転
覆
を
狙
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
一
連
の
行
動
は
、『
栄
花
物
語（
11
（

』
に
見
え
る
東
宮
居
貞
が
娍

子
を
優
遇
す
る
状
況
の
上
で
、
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
四
月
二
十
二
日
に
東

宮
へ
入
内
し
た
時
か
ら
動
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（
1（
（

。

　
【
表
２
】
に
あ
る
よ
う
に
、
後
の
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
は
、
道
隆
も

娘
の
原
子
を
東
宮
居
貞
へ
入
内
さ
せ
て
対
策
し
て
い
る（
11
（

。
入
内
の
準
備
に
つ

い
て
倉
本
一
宏
氏
は
「
道
隆
二
女
の
原
子
が
十
三
歳
で
裳
着
を
行
っ
て
い
る

の
は
、
娍
子
や
済
時
に
と
っ
て
不
気
味
な
前
兆
と
感
じ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な

い
」
と
分
析
し
て
お
り
、
娍
子
参
内
の
約
二
ヶ
月
前
の
正
暦
四
年
（
九
九
三
）

二
月
二
二
日
の
原
子
の
裳
着
が
、
東
宮
居
貞
の
娍
子
を
求
め
る
動
き
に
反
応

し
た
よ
う
だ
と
し
て
い
る（
11
（

。
ま
た
、
こ
の
裳
着
は
、
敦
道
親
王
の
元
服
に
合

わ
せ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
一
緒
に
裳
着
を
行
っ
た
道
隆
三
女
は
敦
道
の
も
と
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へ
入
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
冷
泉
皇
統
に
寄
る
道
隆
の
動
き
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
行
動
は
、
自
身
の
血
脈
を
続
け
よ
う
と
す
る
一
条
に
、
道
隆
や
定
子
に

対
す
る
不
審
感
を
抱
か
せ
た
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
を
確
認
す
る
と
正
暦
五
年
の
春
は
、
皇
位
継
承
争
い
と

い
う
「
物
思
ひ
」
の
種
が
蠢
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
清

少
納
言
の
歌
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
物
思
ひ
」
を
「
な
し
」
に
す
る
存
在
と

し
て
、
定
子
が
詠
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
清
少
納
言
に
よ

る
詠
み
替
え
で
は
、
定
子
に
一
条
の
子
が
宿
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
お
り
、
そ

の
た
め
眼
前
に
定
子
と
一
条
が
並
ぶ
こ
の
光
景
を
讃
え
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
更
に
は
、
明
子
と
良
房
の
よ
う
に
、
定
子
の
懐
妊
に
よ
り
道
隆
一
族

が
引
き
上
げ
ら
れ
る
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
意

味
を
込
め
る
た
め
の
良
房
歌
の
詠
み
替
え
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
定
子
は
【
場
面
２
】
傍
線
部
オ
「
こ
の
心
ど
も
の
ゆ
か
し
か
り

つ
る
ぞ
」
と
、
清
少
納
言
の
意
図
を
察
知
し
て
い
る（
11
（

。
こ
の
「
心
」
は
機
転

だ
け
で
な
く
、
歌
の
心
・
意
味
を
も
含
む
。
清
少
納
言
の
歌
に
籠
め
ら
れ
た
、

新
た
な
皇
子
の
誕
生
と
外
戚
の
家
の
繁
栄
と
い
う
願
い
を
定
子
も
察
し
て
こ

そ
、
そ
の
家
の
主
、
道
隆
の
話
を
始
め
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
語
ら
れ
た
逸
話
に
、
道
隆
は
「
た
だ
今
の
関
白
殿
」
と
登
場
す

る
。
清
少
納
言
が
持
ち
出
し
た
人
臣
初
の
摂
政
良
房
と
い
う
「
昔
」
に
対
し

て
、「
今
」の
関
白
道
隆
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
清
少
納
言
の
歌
で「
年

経
れ
ば
」
と
詠
わ
れ
た
、「
三
位
の
中
将
と
申
し
け
る
時
」
で
あ
る
一
条
即

位
前
の
「
円
融
院
の
御
時
」
に
遡
っ
て
い
く
の
だ
。

　
　

三
、
道
隆
の
逸
話
（
一
）　
円
融
天
皇
の
背
景

　

こ
の
逸
話
の
中
心
は
、【
場
面
２
】
傍
線
部
キ
「
し
ほ
の
満
つ
」
か
ら
始

ま
る
和
歌
の
「
思
ふ
は
や
わ
が
」
と
い
う
恋
愛
の
文
脈
を
「
頼
む
は
や
わ
が
」

と
、
臣
下
が
君
主
を
頼
み
に
す
る
歌
に
読
み
替
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌

を
円
融
は
傍
線
部
ク
「
い
み
じ
う
め
で
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
」
と
激
賞
し
て
い

る
が
、
こ
れ
も
単
な
る
読
み
替
え
の
妙
と
い
う
技
巧
だ
け
を
褒
め
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
道
隆
は
こ
の
詠
み
替
え
に
よ
っ
て
、
円
融
天
皇
に
何
を

伝
え
て
い
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。

【
表
３
】
道
隆
の
逸
話
関
連
年
表

貞
元
二（

９
７
７
（年一

〇
月
一
一
日

兼
家
、
右
大
将
か
ら
冶
部
卿
に
堕
と
さ
れ
る

頼
忠
、
関
白
。
済
時
、
右
大
将
。

���　
　
　

一
一
月　

八
日

兼
通
亡
く
な
る

天
元
元（
９
７
８
（年　

四
月
一
〇
日

遵
子
入
内

　
　
　
　
　

六
月
二
一
日

兼
家
勘
事
の
後
初
め
て
参
内

　
　
　
　
　

八
月
一
七
日

詮
子
入
内

　
　
　
　

一
〇
月　

二
日

兼
家
従
二
位
右
大
臣
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　

一
七
日

道
隆
右
中
将
と
な
る

　
　

二（
９
７
９
（年　

六
月　

三
日

媓
子
亡
く
な
る　

中
宮
の
位
が
空
く

　
　

三（
９
８
０
（年　

六
月　

一
日

詮
子
懐
仁
を
産
む

　
　

五（
９
８
２
（年　

一
月
二
八
日

超
子
亡
く
な
る

　
　
　
　
　

三
月
一
一
日

遵
子
立
后

永
観
二（
９
８
４
（年　

一
月　

七
日

道
隆
従
三
位
と
な
る

　
　
　
　
　

八
月
二
七
日

円
融
譲
位　

師
貞（
花
山
）受
禅　

懐
仁
立
太
子
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こ
の
逸
話
は
【
表
３
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
道
隆
が
従
三
位
の
永
観
二
年

（
九
八
四
）
一
月
七
日
か
ら
、
円
融
が
譲
位
の
同
年
八
月
二
七
日
ま
で
に
限

ら
れ
る
。
逸
話
か
ら
間
も
な
い
は
ず
の
八
月
二
七
日
に
、
円
融
は
皇
太
子
師

貞
に
譲
位
し
て
、
こ
れ
が
六
五
代
の
花
山
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

譲
位
が
突
如
行
わ
れ
た
は
ず
は
な
い
。

　
　

�　

か
か
る
ほ
ど
に
年
号
も
か
は
り
て
、
永
観
元
年
と
い
ふ
。
正
月
よ
り

は
じ
め
、
事
ど
も
世
の
常
に
て
過
ぎ
も
て
ゆ
く
。
そ
の
事
と
あ
る
を
り

こ
そ
あ
れ
、
は
か
な
く
月
日
も
過
ぎ
も
て
ゆ
く
に
、
若
宮
を
心
や
す
く

も
あ
ら
ず
も
て
な
し
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
内
に
も
い
と
苦
し
う
思

し
め
す
べ
し
。

　
　

�　

上
、
今
は
い
か
で
お
り
な
ん
と
の
み
ぞ
思
さ
る
る
う
ち
に
、
御
物
の

怪
も
恐
し
う
繁
う
起
ら
せ
た
ま
ふ
に
も
、
冷
泉
院
は
な
ほ
例
の
御
心
は

す
く
な
く
て
、
あ
さ
ま
し
く
て
の
み
過
ぐ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
は
か
な
く

て
永
観
二
年
に
な
り
ぬ
。
今
年
だ
に
か
な
ら
ず
と
思
し
め
し
て
、
人
知

れ
ず
さ
る
べ
き
さ
ま
に
思
し
め
さ
る
べ
し
。
東
三
条
の
大
臣
た
は
や
す

く
参
り
た
ま
は
ぬ
を
、
い
と
あ
や
し
う
の
み
思
し
わ
た
る
。
梅
壺
女
御

の
御
も
と
に
も
、
な
ほ
若
宮
の
御
祈
り
心
こ
と
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。�����������

（
巻
二　

花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言　

一
一
六
頁
）

　
『
栄
花
物
語
』
に
は
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
七
月
に
入
り
、
道
隆
の
父

藤
原
兼
家
に
対
し
て
譲
位
の
件
を
相
談
し
、
そ
の
際
に
懐
仁
親
王
の
立
太
子

が
協
議
さ
れ
、実
際
の
譲
位
自
体
は
八
月
末
に
実
現
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

傍
線
部
で
は
、
円
融
は
前
年
の
永
観
元
年
（
九
八
三
）
よ
り
心
内
で
譲
位
を

検
討
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。『
栄
花
物
語
』
の
語
る
顚
末
が
正
し
い
か
ど

う
か
は
分
ら
な
い
が
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
に
、
円
融
が
心
理
的
に
切
迫

し
た
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
何
と
か
、
自
分
の
皇
統
を
後

世
に
伝
え
る
た
め
に
は
、唯
一
の
皇
子
だ
っ
た
懐
仁
に
つ
な
ぐ
以
外
は
な
い
。

【
表
４
】
永
観
二
年
の
系
図

　

し
か
し
な
が
ら
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
の
時
点
で
、
懐
仁
は
５
歳
に
過

ぎ
な
い
。【
表
４
】
の
系
図
を
み
れ
ば
、
新
帝
花
山
天
皇
と
し
て
立
つ
予
定

の
皇
太
子
師
貞
に
は
、異
母
弟
の
居
貞
が
お
り
、既
に
９
歳
に
な
っ
て
い
た
。

実
は
、
兼
家
に
と
っ
て
は
居
貞
も
外
孫
で
あ
り
、
次
の
花
山
朝
の
皇
太
子
に

懐
仁
が
立
と
う
が
、
居
貞
が
立
と
う
が
同
じ
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
頃
の
政
治
状
況
を
『
公
卿
補
任
』
を
元
に
確
認
し
て
み
る
。

　
　

関
白
太
政
大
臣　

従
一
位　

藤
原
頼
忠
（
64
）

　
　

左
大
臣　
　
　
　

正
二
位　

源
雅
信　

（
6（
）

　
　

右
大
臣　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
兼
家
（
56
）

　
　

大
納
言　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
為
光
（
43
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
重
信　

（
63
）

　
　

権
大
納
言　
　
　

従
二
位　

藤
原
朝
光
（
36
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
済
時
（
44
）

義
懐

懐
子

冷
泉
天
皇

超
子

為
尊
親
王

為
尊
親
王

懐
仁
親
王（
一
条
天
皇
）
↑
５
歳　

次
期
東
宮
か
？

居
貞
親
王（
三
条
天
皇
）
↑
９
歳　

次
期
東
宮
か
？

東
宮 

師
貞
親
王（
花
山
天
皇
）

詮
子

道
隆

定
子

円
融
天
皇

村
上
天
皇

師
輔

兼
家
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（
中
略
）

　
　

非
参
議　
　
　
　

従
三
位　

藤
原
国
章
（
不
明
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
道
隆
（
3（
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
義
懐
（
（8
）

（
永
観
二
年
（
九
八
四
）
条（
11
（

）

台
閣
の
筆
頭
は
関
白
太
政
大
臣
藤
原
頼
忠
、
次
い
で
左
大
臣
源
雅
信
、
道
隆

の
父
兼
家
は
そ
れ
ら
に
次
ぐ
右
大
臣
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
兼
家
は
円
融

の
生
母
安
子
の
同
母
弟
の
た
め
、円
融
朝
で
は
堂
々
た
る
当
帝
外
戚
で
あ
る
。

た
だ
、【
表
３
】
に
見
え
る
「
冶
部
卿
に
堕
と
さ
れ
る
」
な
ど
の
諸
事
情（
11
（

に

よ
り
、
兼
家
は
摂
政
関
白
に
な
れ
な
い
不
如
意
な
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
の
う

え
、
円
融
は
、
中
宮
に
詮
子
を
立
て
な
か
っ
た
こ
と
で
、
兼
家
と
再
び
険
悪

な
仲
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
兼
家
が
、
折
り
合
い
の
悪
い
円
融
の

皇
子
で
あ
る
懐
仁
を
避
け
、
花
山
の
弟
で
、
冷
泉
の
皇
子
で
あ
る
居
貞
を
擁

立
し
な
い
と
も
限
ら
な
か
っ
た（
11
（

。
つ
ま
り
、
兼
家
と
の
関
係
を
修
復
し
な
い

と
、
円
融
は
自
分
の
血
統
を
天
皇
家
に
残
す
こ
と
が
で
き
な
い
可
能
性
を
危

惧
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

そ
う
し
た
意
味
で
は
、
円
融
の
譲
位
は
、
自
分
の
皇
子
に
位
を
継
承
さ
せ

る
た
め
の
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
。
切
迫
し
た
状
況
の
中
こ
の
逸
話
の
や
り
と

り
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
の
道
隆
は
3（
歳
、
円
融
は
そ
れ
よ
り
５
つ
年
少
の
（6
歳
で
、
血
縁

的
に
二
人
は
従
兄
弟
の
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
道

隆
は
兼
家
の
後
継
者
で
あ
り
、
一
連
の
者
と
し
て
円
融
と
反
目
の
状
態
に

あ
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
、
先
の
【
場
面
２
】
の
道
隆
に
は
、
そ

う
し
た
様
子
は
微
塵
も
見
え
な
い
の
だ
。
こ
の
時
の
道
隆
が
、
円
融
の
譲
位

の
意
向
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
円
融
と

兼
家
と
の
関
係
が
微
妙
な
こ
の
時
期
に
、
道
隆
が
「
思
ふ
は
や
わ
が
」
を
差

し
替
え
て
、「
た
の
む
は
や
わ
が
」
と
詠
ん
で
、
円
融
に
対
す
る
忠
誠
の
意

思
を
込
め
た
意
味
は
、
小
さ
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
在
位
末

期
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
円
融
に
対
す
る
誓
い
の
言
葉
が
、
道
隆
の
本
心

な
の
か
、
お
世
辞
半
分
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
に
せ
よ
、
円
融
が
こ
れ
を
激

賞
し
、歓
迎
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、や
は
り
単
な
る
機
知
の
話
で
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
　

四
、
道
隆
の
逸
話
（
二
）　
道
隆
の
背
景

　

道
隆
側
の
条
件
を
再
確
認
す
れ
ば
、
兼
家
と
同
様
に
冷
泉
の
居
貞
を
頼
み

に
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
。
居
貞
の
母
超
子
は
兼
家
の
娘
で
、
道
隆
と

同
母
の
兄
弟
で
あ
る
。
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。

　

た
だ
、
超
子
は
逸
話
か
ら
二
年
前
の
天
元
五
年
（
九
八
二
）
正
月
二
八
日

に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

　
　

�

廿
八
日
、辛
酉
、（
中
略
）今
日
敷
右
大
臣
円
座
、今
朝
院
女
御
頓
滅
云
々
、

梅
壺
今
夜
退
出
、
服
親
王
卿
達
依
不
敷
右
大
臣
座
退
下
、

（
天
元
五
年
（
九
八
二
）
正
月
二
八
日
条（
11
（

）

　

先
の
明
子
と
清
和
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
母
と
な
っ
た
場
合

の
権
力
は
強
大
だ
。ま
し
て
や
両
親
王
は
未
だ
幼
く
、意
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
。

道
隆
や
兼
家
た
ち
に
と
っ
て
亡
き
超
子
の
息
子
よ
り
、
詮
子
の
息
子
を
擁
立

さ
せ
る
方
が
有
利
だ
と
も
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
未
来
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
花
山
朝
で
は
関
白
太
政
大
臣
以
下

の
大
臣
の
構
成
は
、円
融
朝
と
変
わ
ら
な
い
。し
か
し
、新
た
な
外
戚
と
な
っ

た
藤
原
義
懐
は
権
中
納
言
な
が
ら
権
勢
を
振
る
い
、
そ
の
腹
心
だ
っ
た
藤
原

惟
成
は
、
あ
ま
り
の
強
権
ぶ
り
に
「
五
位
の
摂
政
」
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
こ
の
義
懐
は
、
道
隆
の
父
方
の
従
弟
に
当
た
る
が
、【
表
５
】
に
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み
る
よ
う
に
花
山
朝
で
は
年
少
で
あ
る
彼
に

追
い
越
さ
れ
た
形
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
未
来
の
話
に
つ
い
て
、
花
山

天
皇
と
な
る
師
貞
が
皇
太
子
で
あ
る
以
上
、

早
晩
、
義
懐
に
権
力
が
転
が
り
込
む
こ
と
は

分
か
り
き
っ
て
い
た
。
逸
話
は
、
そ
う
な
る

寸
前
の
時
代
で
あ
り
、
道
隆
に
と
っ
て
今
後

の
自
分
の
権
勢
を
占
う
意
味
で
、
岐
路
に
当

た
る
時
期
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
円
融
に
す
が
る
よ
う
な

「
た
の
む
は
や
わ
が
」
と
い
う
物
言
い
は
、

単
に
お
世
辞
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
。
道
隆

は
、
言
葉
遊
び
の
余
興
を
機
知
で
乗
り
切
っ

た
と
い
う
よ
り
は
、
現
実
の
自
分
の
立
場
に

お
け
る
切
実
な
危
機
感
が
、
そ
の
機
知
に
結

び
つ
い
た
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
た
が
っ
て
、
円
融
へ
「
た
の
む
は
や
わ

が
」と
忠
誠
を
誓
う
歌
を
献
上
す
る
こ
と
は
、

道
隆
に
と
っ
て
は
花
山
朝
へ
の
対
策
を
し
つ

つ
、
一
条
朝
へ
の
布
石
の
一
手
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
前
述
の
通
り
冷
泉

皇
統
に
背
く
リ
ス
ク
を
負
う
重
い
言
葉
で

あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
立
太
子
に
際
し
て
自
身
の
血

統
を
継
ぐ
懐
仁
を
援
護
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ

う
道
隆
の
行
動
は
、
譲
位
の
意
を
固
め
た
円

道隆 義懐
康保四年（九六七）（5 従五位下・昇殿 （5 天禄二年（九七一）
康保五年（九六八）
安和元年 （6 侍従・左兵衛佐 （6 天禄三年（九七二）

安和二年（九六九）（7 （7 従五位下 天禄四年（九七三）
天延元年

安和三年（九七〇）
天禄元年 （8 （8 侍従 天延二年（九七四）

天禄二年（九七一）（（ 右衛門佐 （（ 天延三年（九七五）

天禄三年（九七二）（0 （0 従五位上・右兵衛権佐・昇殿
天延四年（九七六）
貞元元年

天禄四年（九七三）
天延元年 （（ 従五位上 （（ 正五位下 貞元二年（九七七）

天延二年（九七四）（（ 蔵人・伊予権介・左近少将 （（ 右近衛少将 貞元三年（九七八）
天元元年

天延三年（九七五）（3 正五位下 （3 美作権守・春宮亮・昇殿・禁色 天元二年（九七九）

天延四年（九七六）
貞元元年 （4 備後権介 （4 天元三年（九八〇）

貞元二年（九七七）（5 従四位下・少将・備中権守・昇殿 （5 天元四年（九八一）

貞元三年（九七八）
天元元年 （6 右近中将 （6 備前権守 天元五年（九八二）

天元二年（九七九）（7 備中権守 （7 天元六年（九八三）
永観元年

天元三年（九八〇）（8 （8
従四位上・侍従・蔵人頭・
東宮昇殿・朱雀院昇殿・
禁色・右近中将・従三位・
正三位

永観二年（九八四）

天元四年（九八一）（（ 従四位上 （（ 参議・従二位・権中納言 永観三年（九八五）
寛和元年

天元五年（九八二）30 正四位下 寛和二年（九八六）
天元六年（九八三）
永観元年 3（

永観二年（九八四）3（ 従三位
永観三年（九八五）
寛和元年 33

寛和二年（九八六）34 正三位

【
表
５
】
花
山
朝
で
義
懐
に
追
い
抜
か
れ
る
道
隆
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『枕草子』道隆の登場

融
に
と
っ
て
嬉
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
円
融

は
「
い
み
じ
う
め
で
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
道
隆
の
歌
を
激
賞
し
た
と
読
め
る
の

だ
。

　

こ
の
よ
う
に
逸
話
内
部
を
解
釈
す
る
時
、
円
融
の
悩
ん
で
い
る
時
期
に
、

こ
の
歌
を
贈
っ
た
道
隆
の
手
腕
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
逸
話
の
よ
う
に
円
融

と
道
隆
の
協
力
の
結
果
生
ま
れ
た
の
が
当
該
場
面
の
正
暦
五
年
の
春
で
あ
っ

た
。
そ
の
春
に
は
「
い
つ
も
い
つ
も
」
と
忠
誠
を
誓
っ
た
道
隆
に
よ
っ
て
、

定
子
と
一
条
が
並
ぶ「
思
ふ
事
な
き
」光
景
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　
　

結

　

二
に
の
べ
た
通
り
、
章
段
当
時
の
正
暦
五
年
の
春
に
も
「
物
思
ひ
」
の
種

が
蠢
い
て
い
た
。
そ
れ
は
道
隆
の
逸
話
と
同
様
に
円
融
皇
統
を
続
け
よ
う
と

す
る
「
物
思
ひ
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
定
子
の
逸
話
は
正
暦
五
年
の
春
の

「
物
思
ひ
」
と
、
同
じ
「
物
思
ひ
」
に
尽
力
す
る
道
隆
を
語
っ
て
い
る
と
捉

え
ら
れ
る
。

　

そ
の
逸
話
の
中
で
は
、【
場
面
２
】
傍
線
部
キ
で
「
い
つ
も
の
う
ら
の
い

つ
も
い
つ
も
」
と
円
融
天
皇
へ
の
忠
誠
が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
を
強
調
し

て
い
た
。
こ
れ
は
、
娍
子
入
内
に
前
後
し
て
、
原
子
の
裳
着
を
行
っ
た
道
隆

に
対
し
て
不
安
を
感
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
一
条
天
皇
へ
、「
忠
誠
は
変
わ
ら

な
い
」
と
先
代
か
ら
の
君
臣
の
誓
い
を
確
か
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

に
は
、
一
で
確
認
し
た
清
少
納
言
が
歌
っ
た
立
太
子
に
際
し
て
天
皇
と
対
立

す
る
良
房
と
は
正
反
対
の
、
天
皇
と
協
力
す
る
道
隆
の
姿
が
映
し
出
さ
れ
て

い
る
。

　

つ
ま
り
、
清
少
納
言
の
歌
で
は
、
道
隆
は
娘
に
よ
っ
て
栄
達
を
得
る
存
在

と
し
て
良
房
と
二
重
写
し
に
さ
れ
て
い
た
が
。
そ
れ
に
加
え
て
、
定
子
の
逸

話
で
は
正
暦
五
年
の
春
の
「
物
思
ひ
」
を
解
消
さ
せ
る
と
供
に
、
道
隆
が
良

房
を
上
回
る
人
物
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
道
隆
の
初
登
場
は
語
ら
れ
て
い
た
。
従
来
清
少
納
言
の
秀
句

を
褒
め
る
た
め
の
逸
話
と
の
み
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
背
景
を
読
み
込

む
と
、
道
隆
は
良
房
と
対
比
さ
れ
、
天
皇
と
協
力
す
る
存
在
と
い
う
印
象
を

付
さ
れ
て
登
場
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
（
）　

雑
纂
本
系
統
に
よ
る
。�

（
（
）�　

松
尾
聰�

永
井
和
子
『(

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集)

枕
草
子
』
小
学
館�

平
成
九
年

　
　
　

以
下
、
枕
草
子
本
文
の
引
用
は
全
て
本
書
に
よ
る
。

（
3
）�　

小
沢
正
夫　

松
田
成
穂『（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）古
今
和
歌
集
』

小
学
館　

平
成
六
年　

四
八
頁

（
4
）�　

場
面
の
近
似
以
外
に
も
、「
伊
周
の
朗
詠
が
宮
を
讃
え
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
」「
女
房
た
ち
を
急
か
す
定
子
の
台
詞
が
ヒ
ン
ト
と
な
っ
て
い

る
こ
と
」
な
ど
が
要
因
だ
と
先
行
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�　

女
房
た
ち
を
急
か
す
定
子
の
台
詞
に
は
、
難
波
津
の
歌
が
例
と
し
て

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
注
釈
等
が
初
歩
的
な
歌
と
い
う
意
味
で
捉

え
て
い
る
。対
し
て
、深
沢
三
千
男
氏
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
　

�「
こ
の
花
」
を
目
前
の
花
を
具
体
的
に
直
接
指
し
て
言
っ
た
も
の

と
解
す
る
と
、「
こ
の
花
」
は
王
仁
の
意
識
の
中
に
あ
る
大
鷦
鷯

皇
子
を
指
し
て
い
る
事
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
の
歌
は
必
ず
し
も
手

習
用
の
初
歩
的
な
歌
で
知
れ
渡
っ
て
い
る
か
ら
、
漠
然
と
引
き
合

い
に
出
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
正
答
を
引
き
出
す

た
め
に
意
図
的
な
呼
び
水
、
糸
口
、
ヒ
ン
ト
と
し
て
提
示
さ
れ
た
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も
の
な
の
で
あ
り
、
仁
徳
天
皇
は
難
波
高
津
宮
を
開
い
た
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
「
日
も
月
も･･････

」
か
ら
後
引
の
正
答
へ

つ
な
が
る
、
他
な
ら
ぬ
宮
ほ
め
の
文
脈
で
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
も

の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か

　
　

�　

深
沢
氏
は
、
伊
周
の
朗
詠
に
は
「
花
」
に
大
鷦
鷯
皇
子
を
喩
え
て
讃

え
る
歌
と
し
て
の
共
通
点
が
あ
り
、
こ
れ
も
正
答
を
引
き
出
す
ヒ
ン
ト

だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

�　

し
か
し
、
こ
の
指
摘
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
詠
歌
背
景
を
考
え
れ

ば
、「
皇
位
継
承
を
願
っ
た
歌
」
あ
る
と
い
う
点
も
共
通
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
鷦
鷯
皇
子
は
仁
徳
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
以

前
に
、
菟
道
稚
郎
子
と
皇
位
を
譲
り
合
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
譲
り

合
い
の
間
に
、
大
山
守
皇
子
が
皇
位
を
狙
い
争
い
を
起
こ
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
本
稿
の
一
、三
で
論
じ
る
「
良
房
歌
の
背
景
」「
円
融
天
皇
と

道
隆
の
逸
話
の
背
景
」
と
皇
位
継
承
争
い
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
背
景
ま
で
も
定
子
が
意
図
し
た
か
は
、

章
段
後
半
部
に
見
ら
れ
る
「
村
上
天
皇
と
芳
子
と
の
逸
話
」
を
含
め
て

考
察
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
で
あ
り
、
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
。

　
　

�　

深
沢
三
千
男
「
枕
草
子
余
滴
―
第
二
十
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の

･･････

」
段
の
受
取
り
方
に
つ
い
て
―
」（
神
戸
商
科
大
学
経
済
研
究

所
「
人
文
論
集�

第
（5
巻
第
１
・
２
号
」
神
戸
商
科
大
学
経
済
研
究
所�

平
成
元
年
一
〇
月　

六
頁
）

　
　

�　

小
島
憲
之　

直
木
孝
次
郎　

西
宮
一
民　

蔵
中
進　

毛
利
正
守『（
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
日
本
書
紀
②
』
小
学
館　

平
成
八
年�

一
八

頁

（
5
）�　

清
水
好
子
「
宮
廷
文
化
を
創
る
人
」『
清
水
好
子
編
文
集　

第
三
巻�

王
朝
の
文
学
』
武
蔵
野
書
院　

平
成
二
六
年　

三
八
頁

（
6
）�　

米
田
雄
介　

吉
岡
真
之
『（
史
料
纂
集
）
吏
部
王
記
』
続
群
書
類
従

完
成
会　

昭
和
四
九
年　

五
二
頁　

承
平
元
年
（
九
三
一
）
九
月
四
日

条

　
　

�　

な
お
、
古
記
録
等
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
新
字
に
統
一
し
、
割
注
は

（　

）
に
入
れ
、
そ
の
他
注
記
等
を
参
照
し
て
表
記
を
改
め
た
。
以
下

の
史
料
に
対
し
て
も
同
様
の
処
理
を
行
っ
て
い
る
。

（
7
）�　

目
崎
徳
衛
「
在
原
業
平
の
歌
人
的
形
成
」『
平
安
文
化
史
論
』
桜
楓

社　

昭
和
四
三
年　

一
九
三
頁

　
　

�　
「
文
徳
・
清
和
両
天
皇
の
御
在
所
を
め
ぐ
っ
て
―
律
令
政
治
衰
退
過

程
の
一
分
析
―
」『
貴
族
社
会
と
古
典
文
化
』
吉
川
弘
文
館　

平
成
七

年�

二
八
頁

（
8
）�　

文
徳
崩
御
後
か
ら
良
房
の
死
の
翌
年
の
貞
観
一
五
年
（
八
七
三
）
正

月
に
正
五
位
下
に
叙
さ
れ
る
ま
で
、
二
二
年
間
も
従
五
位
上
に
止
め
ら

れ
た
。

　
　

�　
「
古
今
和
歌
集
目
録
」
塙
保
己
一
『
群
書
類
従　

一
六
輯
』
続
群
書

類
従
完
成
会　

昭
和
九
年　

一
二
一
頁

（
（
）�　

黒
板
勝
美
『（
新
訂
増
補�

国
史
大
系
）
日
本
三
大
実
録
（
前
編
）』

吉
川
弘
文
館　

昭
和
四
九
年　

四
八
頁　

貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
二
月

二
五
日
条

（
（0
）�　

瀧
浪
貞
子
氏
も
、
良
房
は
惟
仁
立
太
子
後
「
郊
天
祭
祀
」
を
復
活
さ

せ
る
な
ど
し
て
権
威
付
し
、
世
評
を
変
え
よ
う
と
奔
走
し
て
い
た
と
し�

て
い
る
。

　
　

�　

瀧
浪
貞
子
『
藤
原
良
房
・
基
経
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

平
成
二
九
年�

二
〇
七
頁

（
（（
）�　

河
内
祥
輔
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
吉
川
弘
文
館�

昭
和
六
一
年
（<
贈
訂
版>

平
成
二
六
年　

一
八
一
頁
）
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（
（（
）�　

黒
板
勝
美
『（
新
訂
増
補�

国
史
大
系
）
日
本
三
大
実
録
（
前
編
）』

吉
川
弘
文
館�

昭
和
四
九
年�

一
三
二
頁　

貞
観
六
年
（
八
六
四
）
二
月

二
五
日
条

（
（3
）�　

黒
板
勝
美
『（
新
訂
増
補�

国
史
大
系
）
日
本
三
大
実
録
（
前
編
）』

吉
川
弘
文
館　

昭
和
四
九
年　

一
一
八
頁　

貞
観
五
年
（
八
六
三
）

一
〇
月
二
六
日
条

（
（4
）�　

黒
板
勝
美
『（
新
訂
増
補�

国
史
大
系
）
日
本
三
大
実
録
（
前
編
）』

吉
川
弘
文
館　

昭
和
四
九
年　

一
九
三
頁　

貞
観
八
年
（
八
六
六
）
八

月
一
九
日
条

　
　

�　

な
お
、
良
房
の
任
摂
政
に
つ
い
て
は
、
天
安
二
年
（
九
六
九
）
条
『
公

卿
補
任
』
に
は
「
十
一
月
七
日
宣
旨
為
摂
政
」
と
あ
る
。
摂
政
が
常
置

の
職
で
な
い
こ
と
、
良
房
が
人
臣
初
の
摂
政
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
安

二
年
（
九
六
九
）
一
一
月
七
日
か
ら
、
実
質
的
な
摂
政
で
あ
っ
た
と
み

て
お
く
。

　
　

�　

黒
板
勝
美
『（
新
訂
増
補�

国
史
大
系
）
公
卿
補
任
（
一
）』
吉
川
弘

文
館　

昭
和
五
七
年　

一
二
一
頁

（
（5
）�　

村
松
博
司
『（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
大
鏡
』
岩
波
書
店　

昭
和

三
五
年　

六
五
頁

（
（6
）�　

良
房
と
道
隆
は
重
ね
て
解
釈
さ
れ
る
が
、
清
少
納
言
の
立
場
に
つ
い

て
説
明
が
必
要
だ
。

　
　

�　

清
少
納
言
の
歌
は
、「
君
を
し
見
れ
ば
」
と
立
場
を
替
え
て
詠
ん
だ

も
の
の
内
容
は
伊
周
に
詠
歌
を
進
め
る
く
だ
り
が
あ
る
よ
う
に
、
道
隆

も
し
く
は
伊
周
な
ど
の
中
宮
の
親
兄
弟
が
詠
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
良
房
歌
が
親
か
ら
娘
へ
の
詠
歌
で
あ
る
こ
と
に

由
来
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
清
少
納
言
は
立
場
を
替
え
て
い
る
。
つ

ま
り
、
清
少
納
言
は
道
隆
の
代
役
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

�　

続
く
定
子
が
語
る
逸
話
で
は
、
本
物
の
道
隆
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
あ

と
清
少
納
言
は
「
年
若
か
ら
む
人
、
は
た
、
さ
も
え
書
く
ま
じ
き
事
の

さ
ま
に
や
な
ど
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
」
と
恐
縮
し
て
い
る
。
若
い
よ
う
な
人
に

は
書
け
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
言
葉
は
、
謙
遜
以
上
の
意
味
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

�　
「
淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど
」
の
章
段
を
み

れ
ば
、
道
隆
の
戯
言
の
中
に
「
あ
な
は
づ
か
し
。
か
れ
は
古
き
得
意
を
。

い
と
に
く
さ
げ
な
る
む
す
め
ど
も
持
た
り
と
も
こ
そ
見
は
べ
れ
」

（
二
〇
三
頁
）
と
い
う
発
言
が
あ
る
。「
か
れ
」
は
清
少
納
言
を
さ
す
。

戯
言
で
あ
る
か
ら
「
あ
な
は
づ
か
し
…
…
い
と
に
く
さ
げ
な
る
む
す
め

ど
も
持
た
り
と
も
こ
そ
見
は
べ
れ
」
な
ど
と
、
清
少
納
言
は
思
っ
て
い

な
い
。
た
だ
「
古
き
得
意
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
道
隆
の
二
回
り
下

と
推
定
さ
れ
る
も
の
の
、
清
少
納
言
は
定
子
の
女
房
連
中
の
中
で
道
隆

と
過
去
を
共
有
出
来
る
ほ
ど
の
年
長
の
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

�　

本
稿
の
三
節
で
は
、
円
融
時
代
の
道
隆
を
考
え
た
。
そ
こ
に
は
、
懐

仁
（
一
条
）
即
位
に
協
力
す
る
道
隆
の
姿
が
あ
っ
た
。
清
少
納
言
は
「
古

き
得
意
」
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
昔
を
共
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
「
年
若
か
ら
む
人
」
に
は
思
い
つ
か
な
い
、
道

隆
の
気
持
ち
に
成
り
代
わ
り
「
年
ふ
れ
ば
」
の
歌
を
詠
む
こ
と
が
で
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

�　

つ
ま
り
、
清
少
納
言
は
道
隆
の
代
役
と
し
て
適
切
で
あ
り
、
そ
の
歌

か
ら
引
き
出
さ
れ
る
良
房
は
道
隆
と
重
ね
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
の

で
あ
る
。

（
（7
）�　

こ
こ
に
「
戻
る
」
と
書
い
た
の
は
、
冷
泉
皇
統
が
直
系
で
あ
る
と
い

う
意
識
が
当
時
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

�　

河
内
祥
輔
氏
は
、
天
皇
制
に
お
け
る
血
統
を
重
視
し
て
皇
位
継
承
を
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考
察
し
て
い
る
。
そ
の
立
場
か
ら
、
六
世
紀
の
皇
位
継
承
の
方
法
の
一

つ
と
し
て
、
本
来
の
直
系
か
ら
外
れ
た
天
皇
が
そ
の
地
位
を
補
強
す
る

た
め
に
女
系
に
よ
る
直
系
の
血
統
の
継
承
が
行
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。

そ
の
方
法
は
、
六
世
紀
以
後
も
度
々
用
い
ら
れ
て
い
る
。
冷
泉
の
代
で

も
昌
子
内
親
王
と
婚
姻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
の
直
系
と
の
血
統

を
つ
な
げ
権
威
補
強
を
し
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
。
昌
子
は
朱
雀
天
皇

の
唯
一
の
子
で
あ
り
、
母
方
は
、
醍
醐
天
皇
の
東
宮
で
父
よ
り
先
に
亡

く
な
っ
た
保
明
親
王
の
娘
、
煕
子
女
王
で
あ
る
。
父
系
母
系
か
ら
、
冷

泉
皇
統
の
正
当
性
を
補
強
し
て
い
る
と
い
う
。

　
　

�　

河
内
祥
輔
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
吉
川
弘
文
館�

昭
和
六
一
年
（<

贈
訂
版>

平
成
二
六
年　

二
九
二
頁
）

　
　

�　

ま
た
、
保
立
道
久
氏
は
円
融
皇
統
が
「
後
朱
雀
」「
後
冷
泉
」
と
い

う
冷
泉
皇
統
寄
り
の
院
号
を
用
い
て
い
る
点
か
ら
も
、
冷
泉
皇
統
が
直

系
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　
　

�　

保
立
道
久
「
平
安
時
代
の
王
統
と
血
」（「
別
冊
文
藝
・
天
皇
制

･･････

【
歴
史
・
王
権
・
大
嘗
祭
】」
河
出
書
房
新
社　

平
成
二
年

一
一
月　

六
六
頁
）

　
　

�　

ま
た
、
山
本
一
也
氏
は
河
内
氏
と
同
様
に
血
統
の
上
で
冷
泉
皇
統
が

直
系
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
更
に
、
守
平
親
王
（
後
の
円
融
）

立
太
子
の
二
日
後
に
所
生
子
の
な
い
昌
子
が
立
后
し
て
お
り
、
そ
の
際

懐
子
が
女
御
と
な
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
、
守

平
の
立
太
子
お
よ
び
後
に
想
定
さ
れ
る
即
位
は
昌
子
に
子
が
な
い
た
め

の
中
継
ぎ
の
処
置
だ
と
指
摘
し
、
守
平
母
懐
子
を
女
御
、
昌
子
を
皇
后

と
区
別
す
る
こ
と
で
、
昌
子
に
子
が
生
ま
れ
た
際
に
冷
泉
皇
統
に
戻
る

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。

　
　

�　

こ
の
説
を
参
照
す
る
と
、
懐
子
所
生
の
守
平
が
花
山
天
皇
と
し
て
即

位
し
た
こ
と
は
、
昌
子
と
区
別
さ
れ
懐
子
の
子
で
さ
え
即
位
出
来
た
こ

と
に
な
る
。
す
る
と
、
懐
子
よ
り
後
見
が
厚
い
超
子
所
生
の
親
王
が
立

太
子
す
る
可
能
性
は
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

�　

山
本
一
也
「
日
本
古
代
の
皇
后
と
キ
サ
キ
の
序
列
―
皇
位
継
承
に
関

連
し
て
―
」（
日
本
史
研
究
会
「
日
本
史
究　

四
七
〇
号
」
日
本
史
研

究
会　

平
成
一
三
年
一
〇
月　

五
〇
頁
）

（
（8
）�　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『（
大
日
本
古
記
録
）
小
右
記
（
一
）』
岩
波

書
店　

昭
和
三
四
年　

二
八
八
頁

（
（（
）�　

渡
辺
直
彦
『（
史
料
纂
集
）
権
記
』
続
群
書
類
従
完
成
会　

昭
和

五
三
年　

一
九
頁

（
（0
）�　

山
中
裕　

秋
山
虔　

池
田
尚
隆　

福
長
進
『（
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
）
栄
花
物
語
（
一
）』
小
学
館　

平
成
七
年　

四
四
二
頁

　
　
　

以
下
、
栄
花
物
語
本
文
の
引
用
は
全
て
本
書
に
よ
る
。

（
（（
）�　
『
栄
花
物
語
』
に
は
娍
子
入
内
の
理
由
を
東
宮
居
貞
の
所
望
だ
と
し

て
い
る
。
史
料
で
は
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
（
九
九
四
）
四
月
二
二
日

条
に
見
え
る
。
娍
子
入
内
以
前
に
は
兼
家
女
綏
子
が
い
た
。
兼
家
が
亡

く
な
っ
た
あ
と
に
娍
子
を
所
望
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
倉
本
一
宏
氏
は

政
権
担
当
者
と
の
円
滑
な
人
間
関
係
が
重
要
な
こ
と
が
解
っ
て
い
た
上

で
の
我
意
と
し
、
道
隆
の
政
治
力
と
併
せ
て
考
え
る
べ
き
だ
と
述
べ
て

い
る
。

　
　

�　

山
中
裕　

秋
山
虔　

池
田
尚
隆　

福
長
進
『（
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
）
栄
花
物
語
（
一
）』
小
学
館　

平
成
七
年　

三
六
七
、四
四
二
頁

　
　

�　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『（
大
日
本
古
記
録
）
小
右
記
（
一
）』
岩
波

書
店　

昭
和
三
四
年　

二
六
二
頁　

正
暦
四
年
（
九
九
四
）
二
月
二
二

日
条

　
　

�　

倉
本
一
宏
『
三
条
天
皇
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

平
成
二
二
年　

二
三
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頁

（
（（
）�　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『（
大
日
本
古
記
録
）
小
右
記
（
一
）』
岩
波

書
店　

昭
和
三
四
年　

二
九
八
頁　

長
徳
元
年
（
九
九
五
）
正
月
一
九

日
条

　
　

�　

黒
板
勝
美
『（
新
訂
増
補�

国
史
大
系
）
日
本
紀
略
』
吉
川
弘
文
館�

昭
和
四
〇
年　

一
八
一
頁　

長
徳
元
年
（
九
九
五
）
正
月
一
九
日
条

（
（3
）�　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『（
大
日
本
古
記
録
）
小
右
記
（
一
）』
岩
波

書
店　

昭
和
三
四
年　

二
六
二
頁

　
　

�　

倉
本
一
宏
『
三
条
天
皇
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

平
成
二
二
年　

二
五

頁

（
（4
）�　

な
お
、
こ
の
「
ど
も
」
に
注
目
し
て
清
少
納
言
以
外
の
女
房
へ
の
配

慮
や
、
清
少
納
言
以
外
の
女
房
の
返
答
を
考
え
る
論
が
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
背
景
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
当
稿
で
は
、
章
段
上
の
逸
話

と
の
つ
な
が
り
か
ら
検
討
す
る
。

　
　

�　

三
田
村
雅
子
「<

問>

と<

答>

―
日
記
的
章
段
の
論
理
―
」『
枕
草

子�

表
現
の
論
理
』
有
精
堂　

平
成
七
年

　
　

�　

高
橋
由
記
「
花
を
瓶
に
さ
す
こ
と
―
『
枕
草
子
』
第
二
〇
段
に
関
し

て
―
」
瞿
麦
会
「
瞿
麦
（
第
三
号
）」
日
本
女
子
大
学
文
学
部
日
本
文

学
科　

平
成
八
年

（
（5
）�　

黒
板
勝
美
『（
新
訂
増
補�

国
史
大
系
）
公
卿
補
任
（
一
）』
吉
川
弘

文
館　

昭
和
五
七
年

（
（6
）�　

円
融
と
兼
家
と
の
不
和
に
つ
い
て
、『
栄
花
物
語
』
に
は
、
兼
通
が

円
融
に
「
兼
家
が
居
貞
を
擁
立
す
る
よ
う
だ
」
と
吹
き
込
ん
で
い
た
と

い
う
話
が
出
て
い
る
。

　
　

�　

ま
た
、
沢
田
和
久
氏
は
「
円
融
派
」
の
兼
通
と
「
冷
泉
派
」
の
兼
家

の
対
立
と
捉
え
、
兼
家
が
治
部
卿
に
落
と
さ
れ
た
こ
と
を
以
下
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
　

�

関
白
兼
通
の
一
存
で
兼
家
の
右
大
将
を
罷
免
し
、
治
部
卿
に
左
遷

さ
せ
る
こ
と
な
ど
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
円
融
の
意
向
を
受
け
、

兼
通
は
こ
の
よ
う
な
措
置
を
取
っ
た
と
解
す
る
方
が
自
然
で
は
な

か
ろ
う
か
。
冷
泉
に
は
皇
太
子
師
貞
の
他
に
、
兼
家
女
超
子
と
の

間
に
居
貞
が
生
ま
れ
て
い
た
。
一
方
円
融
に
は
、
兼
通
女
媓
子
が

配
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、い
ま
だ
皇
子
が
誕
生
し
て
い
な
か
っ
た
。

円
融
は
自
己
の
皇
位
を
継
承
さ
せ
る
直
系
の
候
補
者
を
ま
だ
得
る

こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ�

う
な
状
況
を

考
え
る
と
『
栄
花
物
語
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
兼
通
の
言
動
が
事

実
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
も
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
兼
家
が
本
当
に
居
貞
を
擁
立�

し

よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
円
融
が
兼
通
の
発
言

を
信
用
し
た
の
は
不
思
議
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

�　

山
中
裕　

秋
山
虔　

池
田
尚
隆　

福
長
進
『（
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
）
栄
花
物
語
（
一
）』
小
学
館　

平
成
七
年　

九
五
頁

　
　

�　

沢
田
和
久
「
円
融
朝
政
治
史
の
一
試
論
」（
日
本
歴
史
学
会
「
日
本

歴
史　

六
四
八
号
」
平
成
一
四
年
五
月　

六
五
頁

（
（7
）�　

結
果
、
懐
仁
が
即
位
し
た
こ
と
に
つ
い
て
沢
田
氏
は
「
円
融
が
十
年

以
上
在
位
し
実
績
を
積
ん
だ
こ
と
」「
朝
廷
内
で
冷
泉
皇
統
を
支
援
す

る
有
力
貴
族
が
居
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
」「
兼
家
は
冷
泉
派
と
い
え

る
も
の
の
、
懐
仁
で
あ
れ
ば
外
祖
父
の
立
場
で
あ
る
こ
と
」
を
あ
げ
て

い
る
。
た
だ
、
遵
子
立
后
に
つ
い
て
「
冷
泉
系
居
貞
の
外
祖
父
で
も
あ

る
兼
家
と
は
な
る
べ
く
手
を
組
み
た
く
は
な
い
と
い
う
心
情
が
働
い
た

と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
感
情
的
に
は
和
解
し
て
は
い
な
い
も
の
の

手
を
組
ん
だ
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
に
よ
っ
て
も
、
兼
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家
が
鍵
を
握
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

�　

沢
田
和
久
「
円
融
朝
政
治
史
の
一
試
論
」（
日
本
歴
史
学
会
「
日
本

歴
史　

六
四
八
号
」
平
成
一
四
年
五
月　

七
一
頁

（
（8
）�　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『（
大
日
本
古
記
録
）
小
右
記
（
一
）』
岩
波

書
店　

昭
和
三
四
年　

一
〇
頁

〔
付
記
〕

　

本
稿
は
平
成
二
九
年
年
度
國
學
院
大
學
國
文
學
會
春
季
大
会
に
お
い
て
口

頭
発
表
し
た
内
容
を
も
と
に
執
筆
し
た
。
発
表
に
際
し
て
ご
指
導
く
だ
さ
っ

た
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。


