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平
安
貴
族
邸
宅
寝
殿
造
の
車
宿

倉

田

実

は
じ
め
に

平
安
貴
族
邸
宅
の
寝
殿
造
に
は
、
牛
を
放
し
た
牛
車
の
車
庫
と
な
る
車
く
る
ま

宿
や
ど
り

が
置
か
れ
て
い
た
。
場
所
は
、
正
門
を
入
っ
た
南
側
、
中
門
廊

南
廊
の
手
前
に
東
西
棟
で
設
け
ら
れ
、
向
か
い
側
に
は
中
門
廊
北
廊
に
接
す
る
侍
廊
が
位
置
し
て
い
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
正
門
と
反
対
側

の
門
内
に
も
車
宿
が
置
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
は
、｢

東
車
宿｣

｢

西
車
宿｣

な
ど
と
し
て
区
別
さ
れ
た
。

車
宿
は
本
来
の
牛
車
の
車
庫
と
し
て
の
使
用
の
他
に
、
雨
宿
り
や
逢
瀬
、
あ
る
い
は
事
件
な
ど
の
場
に
な
っ
た
り
、
他
の
用
途
に
転
用
さ
れ

た
り
す
る
場
合
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
生
活
史
・
風
俗
史
・
社
会
史
な
ど
か
ら
見
て
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
以
下
、
こ
の
小

稿
で
は
、
貴
族
生
活
に
必
須
の
牛
車
の
禁
制
や
車
宿
の
構
造
な
ど
を
確
認
し
た
う
え
で
、
車
庫
と
し
て
示
さ
れ
る
以
外
の
事
例
を
追
っ
て
い
き

た
い
。
使
用
す
る
本
文
の
出
典
は
論
末
に
示
し
た
。
表
記
は
私
に
換
え
た
場
合
が
あ
る
。

な
お
、
車
宿
は
比
叡
山
の
僧
侶
な
ど
が
、
京
内
に
逗
留
す
る
用
と
し
て
保
持
し
た
邸
宅
を
言
う
場
合
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
使
用
は
、
車

庫
と
し
て
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。

平
安
貴
族
邸
宅
寝
殿
造
の
車
宿
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一

牛
車
の
禁
制
と
牛
屋

平
安
貴
族
の
移
動
手
段
は
、
牛
車
か
騎
馬
で
あ
っ
た
の
で
、
車
宿
は
必
備
の
建
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
牛
車
は
五
位
以
上
の
貴
族
に
し
か

許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
六
位
以
下
で
は
車
宿
は
置
か
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
記
し
た
の
が
、
次
の

『

枕
草
子』

で
あ
っ
た
。

①

六
位
の
蔵
人
な
ど
は
、
思
ひ
か
く
べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
。
か
う
ぶ
り
得
て
、
何
の
権
守
、
大
夫
な
ど
い
ふ
人
の
、
板
屋
な
ど
の
せ
ば
き

家
持
た
り
て
、
ま
た
小
檜
垣
な
ど
い
ふ
も
の
あ
た
ら
し
く
し
て
、
車
宿
に
車
引
き
立
て
、
前
近
く
、
一
尺
ば
か
り
な
る
木
生
し
て
、
牛
つ

な
ぎ
て
、
草
な
ど
飼
は
す
る
こ
そ
、
い
と
に
く
け
れ
。(『

枕
草
子』

一
七
〇
段

｢

六
位
の
蔵
人
な
ど
は｣)

六
位
の
蔵
人
が
叙
爵
し
て
五
位
に
な
っ
た
際
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
と
す
る
段
で
あ
る
。
五
位
に
な
る
と
牛
車
に
乗
る

の
を
許
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
段
の
背
景
に
あ
る
。
板
屋
の
狭
い
家
で
あ
っ
て
も
、
車
宿
を
作
っ
て
車
を
入
れ
、
そ
の
前
近
く
に
一
尺
ほ
ど
の

木
を
植
え
て
、
そ
れ
に
牛
を
繋
ぎ
、
草
な
ど
を
与
え
さ
せ
る
の
は
ま
っ
た
く
憎
ら
し
い
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
五
位
に
な
る
と
、
さ
っ
そ
く
車

宿
が
造
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
車
宿
は
ス
テ
ー
タ
ス
を
表
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
五
位
以
上
の
貴
族
邸
に
は
ほ
ぼ
車
宿
が
あ
っ

た
こ
と
に
な
ろ
う
。
牛
車
用
に
必
要
な
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
段
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『

庭
園
思
想
と
平
安
文
学』

(

花
鳥
社
、
二
〇
一
八
・
一
一)

で
扱
っ
た
の
で
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

車
宿
は
、
実
用
性
と
象
徴
性
の
二
重
の
意
味
で
必
要
で
あ
っ
た
の
で
、
邸
宅
の
説
明
に
も
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
引
用
は
、
旅
立

つ
僧
侶
が
貸
し
て
欲
し
い
と
し
た
物
を
列
挙
し
た
手
紙
文
の
一
部
で
あ
る
。

②

ま
た
は
、
十
余
間
の
檜
皮
屋
ひ
と
つ
、
廊
、
寝
殿
、
大
炊
殿
、
車
宿
も
よ
う
侍
れ
ど
、
遠
き
ほ
ど
は
所
せ
か
る
べ
し
。
た
だ
腰
に
ゆ
ひ

つ
け
て
ま
か
る
ば
か
り
の
料
に
、
屋
形
ひ
と
つ
。(『

よ
し
な
し
ご
と』

・
五
〇
四
頁)

『

堤
中
納
言
物
語』

の
こ
の
短
篇
物
語
は
、
わ
ざ
と
高
価
な
物
を
挙
げ
な
が
ら
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
粗
末
な
物
で
も
構
わ
な
い
の
で
貸
し
て

二



ほ
し
い
と
す
る
お
か
し
み
が
趣
向
に
な
っ
て
い
る
。｢

十
余
間
の
檜
皮
屋｣

は
当
時
と
し
て
は
最
高
級
の
邸
宅
に
な
り
、
そ
れ
に
加
え
て
大
炊

殿

(
台
所)

や
車
宿
が
所
望
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
旅
立
ち
に
こ
れ
ら
の
建
築
物
を
持
参
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
、
結
局
は
腰
に
結
わ

え
て
行
け
る
程
度
の
牛
車
の
屋
形
だ
け
が
乞
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
本
気
で
貸
し
て
も
ら
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
に
か
く
、
車
宿
が
言
わ

れ
る
と
こ
ろ
に
、
貴
族
生
活
に
必
要
で
あ
っ
た
所
以
を
示
し
て
い
よ
う
。
次
も
同
じ
よ
う
な
事
例
と
し
て
理
解
で
き
る

③

三
十
あ
ま
り
に
し
て
さ
ら
に
わ
が
心
と
一
つ
の
庵
を
む
す
ぶ
。
こ
れ
を
あ
り
し
住
ひ
に
な
ら
ぶ
る
に
、
十
分
が
一
な
り
。
居
屋
ば
か
り

を
構
へ
て
、
は
か
ば
か
し
く
屋
を
作
る
に
及
ば
ず
。
わ
づ
か
に
築
地
を
築つ

け
り
と
い
へ
ど
も
、
門
を
立
つ
る
た
づ
き
な
し
。
竹
を
柱
と
し

て
、
車
を
宿
せ
り
。(『
方
丈
記』

・
二
七
頁)

鴨
長
明
は
五
十
歳
で
出
家
し
、
六
十
歳
に
な
っ
て
日
野
の
方
丈
の
庵
に
隠
棲
す
る
が
、
右
は
ま
だ
三
十
歳
、
元
暦
元
年

(

一
一
八
四)

の
頃

で
、
零
落
し
て
結
ん
だ
庵
の
説
明
に
な
る
。
こ
の
庵
は
、
粗
末
な
家
の
意
で
、
そ
れ
と
関
連
し
て
車
宿
の
こ
と
が

｢

竹
を
柱
と
し
て
、
車
を
宿

せ
り｣

と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
竹
は
京
近
辺
に
も
多
く
自
生
す
る
の
で
、
切
り
取
っ
て
車
宿
の
構
え
と
し
た
の
で
あ
る
。
長
明
は
、
下
鴨
神
社

正�
宜
惣
官
で
あ
っ
た
父
長
継
の
子
と
し
て
、
七
歳
で
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
身
分
意
識
が
車
宿
へ
の
言
及
に
な
っ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
車
宿
が
必
備
の
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
車
宿
と
関
連
す
る
牛
屋
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
厩
は
敷
地
内
に
置
か
れ
た
が
、
牛
屋
は
敷
地
外
に
あ
っ
た
。『

融
通
念
仏
縁
起』

下
巻
に
は
、
町
屋
に
住
む
牛
飼
童
の
家
の
土
間
で
、
牛
が
飼
葉
を
食
べ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
牛
は
牛
飼
童
の
も
と
で
飼
育
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
三
省
堂
Ｈ
Ｐ
の

｢
ワ
ー
ド
・
ワ
イ
ズ
・
ウ
ェ
ブ｣

で
連
載
中
の

｢

絵
巻
で
見
る
平
安
時
代

の
暮
ら
し

第
73
回

『

融
通
念
仏
縁
起』

下
巻

｢

牛
飼
童
の
妻
の
出
産｣
を
読
み
解
く｣

(

二
〇
一
九
年
五
月
予
定))

で
扱
っ
た
の
で
参
照
さ

れ
た
い
。

ま
た
、
牛
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、『

長
谷
雄
草
紙』

に
荷
車
を
置
い
て
い
る
家
で
冠
物
を
し
て
い
な
い
男
た
ち
の
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
、
牛
飼
童
と
そ
の
家
か
も
し
れ
な
い
。
牛
飼
童
は
副
業
と
し
て
荷
運
び
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
牛
飼
童
の
家
に
牛
屋
が
あ
る
こ
と

平
安
貴
族
邸
宅
寝
殿
造
の
車
宿
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に
関
わ
る
の
が
次
の
用
例
で
あ
っ
た
。

④

ま
た
、
か
な
ら
ず
来
べ
き
人
の
も
と
に
車
を
や
り
て
待
つ
に
、
来
る
音
す
れ
ば
、
さ
な
な
り
と
、
人
々
出
で
て
見
る
に
、
車
宿
に
さ
ら

に
引
き
入
れ
て
、
轅
ほ
う
と
う
ち
下
ろ
す
を
、｢

い
か
に
ぞ｣

と
問
へ
ば
、｢

今
日
は
、
ほ
か
へ
お
は
し
ま
す
と
て
、
渡
り
た
ま
は
ず｣

な

ど
う
ち
言
ひ
て
、
牛
の
か
ぎ
り
引
き
出
で
て
去
ぬ
る
。(『

枕
草
子』

二
三
段

｢

す
さ
ま
じ
き
も
の｣)

傍
線
部

｢

牛
の
か
ぎ
り｣

は
、
底
本

｢

牛
の
か
ざ
り｣

に
な
る
が
、
他
本
に
よ
っ
て
改
め
た
。
迎
え
の
牛
車
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
来
る
べ
き

人
を
乗
せ
ず
に
帰
っ
て
き
て
さ
っ
さ
と
牛
車
を
車
宿
に
入
れ
た
の
で
事
情
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
他
出
の
用
で
来
ら
れ
な
か
っ
た
と
返
事
し
て
、

牛
だ
け
を
引
い
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
興
ざ
め
な
事
態
で
あ
り
、
牛
だ
け
が
引
か
れ
て
行
く
の
を
見
送
る
の
も
、
そ
う
だ
と
言

う
の
で
あ
ろ
う
。｢

去
ぬ
る｣
は
諸
注
に
指
摘
は
な
い
が
、
牛
飼
童
が
牛
を
引
い
て
門
か
ら
出
て
、
去
っ
た
こ
と
に
な
る
。
牛
は
敷
地
外
に
あ

る
牛
飼
童
の
牛
屋
に
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
牛
屋
が
敷
地
内
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
う
し
た
光
景
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

牛
車
を
好
ん
だ
清
少
納
言
だ
か
ら
こ
そ
記
さ
れ
た
事
例
と
も
な
る
。

二

車
宿
の
構
造

続
い
て
、
車
宿
の
構
造
を
確
認
し
た
い
。
車
宿
も
絵
巻
物
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
構
造
を
あ
る
程
度
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『

奈
与
竹
物
語
絵
巻』

に
某
少
将
邸
、『

春
日
権
現
験
記
絵』

巻
六
に
中
納
言
平
親
宗
邸
、『

法
然
上
人
絵
伝』

巻
十
二
に
民
部
卿
藤
原
範
光
邸
、

『

慕
帰
絵
詞』

巻
二
に
僧
坊
の
車
宿
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
絵
巻
は
鎌
倉
時
代
の
成
立
と
な
る
が
、
描
か
れ
た
車
宿
は
平
安

時
代
の
も
の
と
大
き
な
径
庭
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
図
版
掲
載
は
割
愛
す
る
が
、
見
て
お
き
た
い
。

『

奈
与
竹
物
語
絵
巻』

で
は
二
間
分
の
土
間
に
牛
車
が
二
両
置
か
れ
て
い
て
、
立
柱

(

角
柱)

と
車
輪
の
下
部
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
。『

春

日
権
現
験
記
絵』

で
は
敷
地
西
側
を
北
方
か
ら
南
側
を
見
る
構
図
で
、
や
は
り
二
間
分
と
思
わ
れ
る
扉
の
付
い
た
車
宿
が
描
か
れ
て
い
る
。
一

四



間
分
は
扉
が
開
か
れ
て
い
て
、
車
輪
の
下
部
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
、
閉
め
た
時
に
扉
が
内
側
に
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
扉
止
め
が
地

面
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
も
う
一
間
は
扉
が
閉
め
ら
れ
て
お
り
、
中
に
牛
車
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。『

法
然
上
人
絵

伝』

で
は
、
三
両
の
牛
車
が
、
壁
や
扉
の
な
い
板
屋
根
だ
け
の
車
宿
に
置
か
れ
て
い
て
、
軛
が
地
面
に
着
か
な
い
よ
う
に
轅
が
横
に
渡
し
た
枠

に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
。『

慕
帰
絵
詞』

で
は

『

春
日
権
現
験
記
絵』

と
同
じ
よ
う
に
二
間
分
で
扉
が
閉
め
ら
れ
て
い
る
。
都
合
三
様
の
車
宿
の

構
造
が
見
え
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
他
の
史
料
で
詳
し
く
確
認
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
大
き
さ
で
あ
る
。
貴
族
邸
宅
の
場
合
、
二
間
か
三
間
の
大
き
さ
と
な
ろ
う
。
右
の
絵
画
史
料
で
も
、
牛
車
が
二
両
か
三
両
置
か
れ
て
い

た
。『

平
安
遺
文』

に
は
、
次
の
よ
う
な
間
面
表
記
が
見
ら
れ
る
。

⑤

三
間
一
面
車
宿
一
宇
、(『
平
安
遺
文』

四
巻
・
一
三
三
八
・
一
三
〇
三
頁)

⑥

三
間
二
面
車
宿
一
宇
、(『

平
安
遺
文』

六
巻
・
二
七
七
一
・
二
二
九
八
頁)

⑤
は
、
嘉
保
二
年

(

一
〇
九
五)

一
月
十
日
付
け
の

｢

大
江
公
仲
処
分
状
案｣

の
も
の
で
、
こ
の
表
記
は

『

平
安
遺
文』

に
他
に
も
あ
る
。

⑥
は
、
仁
平
二
年

(

一
一
五
二)

十
月
十
二
日
付
の

｢

賀
茂
某
家
地
譲
状
案｣

の
も
の
に
な
る
。
二
間
の
表
記
は
見
つ
か
ら
な
い
が
、
先
の
絵

巻
か
ら
す
る
と
車
宿
の
大
き
さ
と
し
て
、
二
間
か
三
間
が
貴
族
邸
で
は
普
通
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
間
面
表
記
は
、
東

西
棟
の
車
宿
に
は
、
さ
ら
に
一
面
や
二
面
な
ど
に
付
属
す
る
部
屋
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
部
屋
が
随
身
所
と
理
解
さ
れ
て
い
る

も
の
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
次
節
で
扱
い
た
い
。

続
い
て
、
土
間
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
絵
画
史
料
で
も
車
宿
は
土
間
に
な
っ
て
い
る
が
、
板
を
斜
め
に
置
い
て
牛
車
を
格
納
し
た
事

例
が
あ
る
。

⑦

こ
の
花
山
院
は
、
風
流
者
に
さ
へ
お
は
し
ま
し
け
る
こ
そ
。
御
所
造
ら
せ
た
ま
へ
り
し
さ
ま
な
ど
よ
。
寝
殿
・
対
・
渡
殿
な
ど
は
、
造

り
合
ひ
、
檜
皮
葺
き
合
す
る
こ
と
も
、
こ
の
院
の
し
出
で
さ
せ
た
ま
へ
る
な
り
。
昔
は
別
々
に
て
、
あ
は
ひ
に
樋
か
け
て
ぞ
は
べ
り
し
。

内
裏
は
、
今
に
、
さ
て
こ
そ
は
は
べ
る
め
れ
。
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御
車
宿
に
は
、
板
敷
を
奥
に
は
高
く
、
端
は
下
が
り
て
、
大
き
な
る
妻
戸
を
せ
さ
せ
た
ま
へ
る
、
ゆ
ゑ
は
、
御
車
の
装
束
を
さ
な
が
ら

立
て
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
お
の
づ
か
ら
と
み
の
こ
と
の
折
に
、
と
り
あ
へ
ず
戸
押
し
開
か
ば
、
か
ら
か
ら
と
、
人
も
手
も
触
れ
ぬ
先
に
、
さ

し
出
だ
さ
む
が
料
と
、
お
も
し
ろ
く
思
し
召
し
よ
り
た
る
こ
と
ぞ
か
し
。(『

大
鏡』

伊
尹
伝
・
二
〇
一
〜
二)

風
流
者
花
山
院
の
工
夫
で
あ
る
。
牛
車
を
す
ぐ
に
引
き
出
せ
る
よ
う
に
、
奥
を
高
く
、
手
前
を
低
く
な
る
よ
う
に
板
を
斜
め
に
置
い
て
そ
の

上
に
停
め
た
と
い
う
。
扉
を
開
け
れ
ば
、
牛
車
が
自
動
的
に
す
べ
り
出
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
格
納
す
る
際
は
、
重
た
く
大
変
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
車
宿
の
工
夫
は
、
流
行
し
な
か
っ
た
ら
し
く
他
に
見
ら
れ
な
い
の
で
貴
重
で
あ
る
。

斜
め
で
は
な
く
て
も
、
板
敷
に
し
た
例
は
見
ら
れ
る
が
、
他
の
用
途
で
の
転
用
に
な
る
。
次
は
幼
帝
安
徳
天
皇
が
受
禅
し
た
五
条
第
の
例
で

あ
る
。

⑧

以
二

車
宿
屋
一

為
二

陣
座
一

、[
旧
主
為
二

御
所
一

之
時
敷
二

板
敷
一

、
立
二

々
蔀
一

、
不
二

改
其
儀
一

也]

、(『

山
槐
記』

治
承
四
年
二
月
二
十
一
日

条)

前
大
納
言
藤
原
邦
綱
の
五
条
第
を
内
裏
と
し
て
使
用
し
た
説
明
の
一
節
で
あ
る
。
車
宿
が
陣
座
に
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
は
旧
主
高

倉
天
皇
が
内
裏
使
用
し
た
際
に
、
板
敷
に
し
て
立
蔀
が
置
か
れ
て
い
た
。
土
間
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
車
宿
の
板
敷
は
、
上
皇
御
所
と
な
っ

た
閑
院
で
も
さ
れ
て
い
た
。
右
の
翌
日
の
記
事
で
あ
る
。

⑨

陣
座

[

車
宿
屋
也]

、
如
レ

元
、
放
二

板
敷
一

撤
二

前�
等
一

為
二

御
車
宿
一

、[

御
車
未
レ

立]

、(『

山
槐
記』

治
承
四
年
二
月
二
十
二
日
条)

閑
院
で
も
車
宿
が
陣
座
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
内
裏
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
、
元
の
如
く
板
敷
や
前�
を
撤
収
し
て
車
宿
に
戻
し
て

い
る
。
板
敷
は
車
宿
に
不
要
で
あ
る
。
車
宿
の
板
敷
は
、
他
へ
の
転
用
に
際
し
て
で
あ
っ
た
。
な
お
、
車
宿
が
陣
座
な
ど
の
他
の
用
途
に
転
用

さ
れ
る
事
例
は
、
後
に
触
れ
た
い
。

長
明
は
竹
柱
で
車
宿
を
構
え
た
と
し
て
い
た
が
、
丸
柱
と
角
柱
で
の
身
分
規
制
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

⑩

居
所
ノ
事

大
臣
家
ニ
ハ
四
足
ア
リ
。(

略)

随
身
所
有
。
車
宿
リ
有
。
丸
柱
ナ
ル
ベ
シ
。
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親
王
家

右
に
同
じ
。

名
家
以
下
月
卿
雲
客
ノ
亭
ノ
事

四
足
不
可
有
之
。(

略)

随
身
所
不
可
有
之
。(

略)

車
宿
ノ
柱
モ
四
方
ナ
ル
ベ
シ
。(『

海
人
藻
芥』

下
・
四
八
〇
頁)

大
臣
家
の
車
宿
は
丸
柱
で
、
公
卿
・
殿
上
人
の
は
角
柱
と
さ
れ
て
い
る
。『

海
人
藻
芥』

は
室
町
中
期
成
立
の
僧
家
を
主
と
し
た
有
職
故
実

書
な
の
で
、
右
の
こ
と
が
平
安
時
代
ま
で
遡
れ
る
か
ど
う
か
に
な
る
。
し
か
し
、
大
臣
門
と
さ
れ
た
四
脚
門
と
の
関
連
で
車
宿
の
柱
に
も
言
及

さ
れ
て
お
り
で
、
こ
の
規
制
は
平
安
時
代
に
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

先
の

『

春
日
権
現
験
記
絵』

『

慕
帰
絵
詞』

で
は
扉
が
あ
っ
て
、
花
山
院
も
大
き
な
妻
戸
を
付
け
て
い
た
。
こ
れ
以
外
に
次
の
よ
う
な
事
例

も
あ
る
。

⑪

そ
れ

(

鳥
羽
天
皇
准
母
令
子
内
親
王
の
破
損
し
た
御
所)

に
陪
従
清
仲
と
い
ふ
者
、
常
に
候
ひ
け
る
が
、
宮

(

令
子)

お
は
し
ま
さ
ね

ど
も
、
な
ほ
、
御
車
宿
の
妻
戸
に
ゐ
て
、
古
き
物
は
い
は
じ
、
新
し
う
し
た
る
束
柱
、
蔀
な
ど
を
さ
へ
破
り
焚
き
け
り
。(『

宇
治
拾
遺
物

語』

五
ノ
六)

一
話
の
部
分
だ
け
引
用
し
た
。
清
仲
は
伝
未
詳
で
あ
る
。
令
子
内
親
王
御
所
の
留
守
番
の
よ
う
に
い
た
清
仲
が
、｢

御
車
宿
の
妻
戸
に
ゐ
て｣

、

新
旧
お
構
い
な
く
建
具
を
壊
し
て
薪
に
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
後
、
清
仲
は
追
放
さ
れ
て
い
る
。
清
仲
は
車
宿
の
扉
と
な
る
妻
戸
の
前
で
焚

火
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
こ
に
い
た
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
と
に
か
く
車
宿
の
扉
が
示
さ
れ
た
史
料
と
し
て
有
用
で
あ
ろ

う
。以

上
、
車
宿
の
構
造
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
⑤
⑥
に
あ
っ
た

｢

一
面｣

｢
二
面｣

に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
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三

車
宿
の
妻

前
節
で
引
用
し
た
⑤

｢

三
間
一
面
車
宿
一
宇｣

、
⑥

｢

三
間
二
面
車
宿
一
宇｣

の

｢

面｣

は
間
面
表
記
な
の
で
部
屋
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、

そ
こ
を

｢

車
宿
の
妻｣

と
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
従
来
、
こ
の
部
屋
は
随
身
所
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
用
例
を
確
認
し
た
い
。

⑫

雑
色
所
右
近
辺
、
今
度
以
二

御
車
宿
南
妻
一

為
二

其
所
一

、(『

兵
範
記』

久
安
五
年

(

一
一
四
九)

十
月
十
九
日
条)

⑬

御
車
宿
車

(

東
カ)
妻
御
随
身
所
、
仮
為
二

政
所
一

、(『

兵
範
記』

仁
平
二

(

一
一
五
二)

年
八
月
十
七
日
条)

⑭

車
宿
立
二

新
車
一

、[

調
装
束]
、
其
東
妻
為
二

雑
色
所
一

、
鋪
設
如
常
、(『

兵
範
記』

久
寿
三
年

(

一
一
五
六)

二
月
二
十
八
日
条)

⑮

車
宿
東
御
随
身
所
為
二

近
衛
官
人
座
一

、(『

兵
範
記』

保
元
二
年

(

一
一
五
七)

九
月
八
日
条)

⑯

西
南
車
宿
西
妻
為
二

女
御
殿
庁
一(『
兵
範
記』

保
元
三
年

(

一
一
五
八)

十
月
十
六
日
条)

⑰

政
官
座
、
以
二

同
御
車
宿
西
妻
三
箇
間
一

、[
尋
常
時
御
随
身
所]

、
為
二

其
処
一

、(『

兵
範
記』

仁
安
三
年

(

一
一
六
八)

八
月
四
日
条)

⑫
は
宇
治
小
松
殿
に
お
け
る
藤
原
頼
長
息
師
長
の
元
服
の
た
め
の
室
礼
。
車
宿
の
南
妻
が
雑
色
所
と
さ
れ
て
い
る
。
車
宿
の
南
側
に
も
部
屋

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
⑬
は
藤
原
忠
実
の
烏
丸
殿
の
室
礼
。
車
宿
の
東
妻
に
随
身
所
が
置
か
れ
て
い
た
の
を
政
所
に
し
た
と
す
る
。
⑭
は
権
左

中
弁
藤
原
範
家
の
新
宅
移
徙
で
の
室
礼
。
車
宿
の
東
妻
を
雑
色
所
と
し
て
い
る
。
⑮
は
九
条
殿
へ
の
方
違
へ
行
幸
の
室
礼
。
こ
こ
に
は
妻
は
な

い
が
、｢

車
宿
東｣

は

｢

車
宿
の
東
妻｣

と
な
ろ
う
。
御
随
身
所
で
あ
っ
た
の
を
近
衛
官
人
座
に
し
て
い
る
。
⑯
は
宇
治
小
松
殿
へ
の
御
幸
の

室
礼
。
敷
地
西
南
に
あ
っ
た
車
宿
の
西
妻
を
女
御
殿
庁
に
し
て
い
る
。
⑰
は
法
住
寺
御
所
へ
の
行
幸
の
室
礼
。
西
妻
は
三
間
あ
り
、
尋
常
の
時

は
随
身
所
に
し
て
い
た
が
、
行
幸
の
た
め
に
政
官
座
に
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に

｢

車
宿
の
妻｣

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
部
屋
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
の
用
途
の
定
法
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

よ
う
。
多
く
は
随
身
所
と
し
て
の
使
用
だ
が
、
邸
宅
に
よ
っ
て
は
雑
色
所
や
政
所
な
ど
と
す
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
用
途
が
様
々
で
あ
っ
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た
の
で
、｢

車
宿
の
妻｣

と
す
る
表
記
が
使
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
車
宿
は
、
そ
の
妻
面
の
部
屋
と
一
棟
で
造
作
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

四

牛
車
の
雨
宿
り

車
宿
の
用
法
に
転
じ
た
い
。
車
宿
は
主
人
筋
が
使
用
す
る
の
が
基
本
で
あ
り
、
来
客
の
牛
車
は
門
外
の
築
地
前
に
置
か
れ
る
の
が
当
時
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
記
述
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

⑱

車
く
る
ま

舎
や
ど
り

は
、
中
門
の
外
に
あ
り
。
車
に
て
来
る
客
人
あ
れ
ば
、
牛
を
は
づ
し
て
、
車
を
引
き
入
れ
置
く
所
な
り
。
此
方
の
車
を
も
、
常

に
引
き
置
く
所
な
り
と
言
ふ
。
輿こ

し

舎
や
ど
り

に
同
じ
。(『

家
屋
雑
考』)

客
人
も
車
宿
に
留
め
た
と
し
て
い
る
。
貴
族
社
会
で
は
親
類
以
外
で
は
方
違
え
な
ど
を
除
い
て
、
基
本
的
に
目
上
の
者
が
目
下
の
者
の
家
に

来
る
こ
と
は
な
い
。
来
客
は
同
等
か
目
下
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
雨
に
降
ら
れ
た
場
合
は
別
で
あ
り
、
目
下
の
者
の
家
に
入
る
こ
と
は
あ
り

得
た
。

⑲

参
内
、
今

(

日)

南
殿
御
読
経
結
願
也
。
予
御
読
経
畢
程
参
二

鳥
羽
殿
一

、
六
条
南
程
夕
立
、
雨
依
無
レ

術
、
和
泉
守
仲
兼
家
車
宿
ニ
乍
レ

車
暫
立
寄
、
夕
立
了
後
参
入
、(『

殿
暦』

天
永
元
年

(
一
一
一
〇)

六
月
十
七
日
条)

摂
政
右
大
臣
忠
実
が
牛
車
で
移
動
中
に
夕
立
に
あ
っ
た
の
で
、
通
り
道
に
あ
っ
た
和
泉
守
仲
兼
の
家
の
車
宿
で
雨
宿
り
し
た
事
例
で
あ
る
。

忠
実
は
乗
車
し
た
ま
ま
車
宿
で
夕
立
を
や
り
過
ご
し
て
い
る
。
下
車
し
な
い
の
は
、
格
下
の
者
の
家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
は
逆
に
、
目
上
の
人
の
家
の
車
宿
に
牛
車
を
停
め
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
事
件
で
あ
っ
た
。

⑳

詣
二

左
府
一

。
御
読
経
結
願
也
。
民
部
卿
・
藤
相
公
・
左
大
弁
・
宰
相
中
将
被
レ

参
。
藤
相
公
被
レ

示
、
去
十
六
日
、
汝
車
依
二

甚
雨
一

、
立

二

民
部
卿
家
車
宿
一

、
仍
民
部
卿
怒
云
々
。
聞
驚
、
帰
レ

家
令
レ

尋
二

問
彼
日
相
従
男
等
一

、
新
牧
童
酔
中
所
レ

作
、
即
召
捕
、
為
レ

使
二

挙
直
朝

臣
一

奉
送
、
被
二

返
送
一

、
即
追
放
。(『

権
記』

長
保
四
年

(

一
〇
〇
二)

五
月
十
九
日
条)
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左
大
臣
道
長
邸
で
の
こ
と
で
あ
る
。
時
に
行
成
は
従
三
位
右
大
弁
、
民
部
卿
は
正
三
位
大
納
言
藤
原
懐
忠
で
あ
る
。
藤
相
公
懐
平
か
ら
行
成

の
車
が
激
し
い
雨
に
あ
っ
た
た
め
、
民
部
卿
懐
忠
の
家
の
車
宿
に
無
断
で
停
め
た
の
で
、
民
部
卿
が
怒
っ
て
い
る
と
知
ら
さ
れ
た
。
驚
い
た
行

成
は
家
に
帰
っ
て
そ
の
日
に
従
っ
て
い
た
男
た
ち
を
尋
問
し
、
酔
っ
た
新
牧
童
の
仕
業
と
判
明
し
た
。
そ
こ
で
挙
直
朝
臣
を
使
い
と
し
て
犯
人

の
新
牧
童
を
民
部
卿
の
も
と
に
送
っ
た
と
こ
ろ
、
返
さ
れ
て
き
た
の
で
追
放
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

牛
車
は
枇
榔
・
網
代
板
・
布
な
ど
で
屋
形
が
作
ら
れ
て
い
る
た
め
雨
に
弱
い
。
公
卿
で
あ
れ
ば
、
雨
皮

あ
ま
が
わ

と
呼
ぶ
油
を
塗
っ
た
覆
い
を
か
ぶ
せ

て
雨
を
し
の
ぐ
こ
と
が
で
き
た
が
、
持
ち
合
わ
せ
て
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。『

西
宮
記』

臨
時
三
に
は

｢

雨
皮
、
公
卿
以
上
、
車
張｣

(

五
五
四

頁)

と
あ
る
。
だ
か
ら
新
牧
童
は
通
り
す
が
り
の
民
部
卿
の
家
に
入
り
込
ん
で
車
宿
に
停
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
牛
車
を
雨
宿
り
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
上
の
人
の
家
の
車
宿
を
無
断
で
借
用
す
る
こ
と
が
い
い
わ
け
は
な
い
。
そ
こ
で
行
成
は
そ
の
仕
業
を
し
た
犯
人
を
民

部
卿
の
家
に
送
っ
て
謝
罪
し
た
の
で
あ
る
。
民
部
卿
は
そ
れ
で
了
解
し
て
送
り
返
し
た
の
で
あ
っ
た
。

目
上
の
人
の
家
の
車
宿
が
牛
車
の
雨
宿
り
に
さ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
他
に
も
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
の
も
の
に
な
る
が
、

見
て
お
き
た
い
。『

古
今
著
聞
集』

の

｢

承
元
二
年

(

一
二
〇
八)

十
月
、
進
士
定
茂
文
殿
の
作
文
に
夏
の
袍
を
着
て
参
る
事
、
並
び
に
新
調
の
車
を
雨
に
濡

ら
さ
ざ
る
事｣

の
後
半
で
あ
る
。

��
こ
の
定
茂
、
あ
た
ら
し
く
車
を
仕
立
て
た
り
け
る
を
、
い
か
に
も
人
に
貸
す
事
な
ど
も
な
く
て
秘
蔵
し
て
持
ち
た
り
け
る
に
乗
り
て
、

通
方
の
大
納
言
の
い
ま
だ
殿
上
人
に
て
お
は
し
け
る
時
、
か
の
亭
へ
参
り
た
り
け
る
ほ
ど
に
、
に
は
か
に
雨
降
り
け
れ
ば
、
い
そ
ぎ
た
ち

て
、
こ
の
車
を
門
の
中
へ
引
き
入
れ
て
、
車
宿
な
る
亭
主
の
車
を
ば
引
き
出
し
て
雨
に
濡
ら
し
て
、
お
の
れ
が
車
を
車
宿
に
立
て
て
け
り
。

所
司
見
つ
け
て
、｢

い
か
に
か
か
る
事
を
ば
す
る
ぞ｣

と
咎
め
け
れ
ば
、｢

君
は
幾
度
も
調
じ
か
へ
た
ま
は
ん
事
、
や
す
か
り
ぬ
べ
し
。
定

茂
が
一
車
を
濡
ら
し
て
は
、
ま
た
調
じ
が
た
け
れ
ば
、
か
く
し
た
る
ぞ
か
し｣

と
言
ひ
け
れ
ば
、
所
司
、
力
お
よ
ば
で
や
み
に
け
り
。

(『

古
今
著
聞
集』

一
六
ノ
五
三
六)

定
茂
の
素
姓
は
未
詳
だ
が
、
こ
の
段
以
前
に
登
場
し
た
際
に
は
、｢

進
士
の
志
さ
か
ん

定
茂
と
い
ふ
侍
学
生｣

(

五
三
四)

と
さ
れ
て
い
た
。
志
は

一
〇



八
位
相
当
に
な
る
が
、
牛
車
を
新
調
し
て
大
事
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
、
大
納
言
源
通
方
の
邸
に
出
か
け
た
際
に
降
雨
に
あ
っ
た
の

で
、
急
い
で
門
内
に
牛
車
を
入
れ
さ
せ
、
車
宿
に
あ
っ
た
主
人
用
を
引
き
出
し
て
、
替
わ
り
に
自
分
の
を
停
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
家
人

に
咎
め
ら
れ
る
と
、
通
方
は
何
度
も
牛
車
を
新
調
で
き
る
が
、
自
分
は
そ
う
も
で
き
な
い
の
で
、
こ
う
し
た
の
だ
と
居
直
っ
た
と
い
う
。
家
人

は
、
そ
れ
に
反
論
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
話
は
終
わ
っ
て
い
る
が
、
事
実
と
す
れ
ば
放
擲
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
と
も
か
く
、

雨
に
弱
い
牛
車
を
、
目
上
の
家
の
車
宿
に
停
め
て
雨
宿
り
さ
せ
た
事
例
と
な
る
。

次
は
、
降
雪
に
あ
っ
て
牛
車
を
神
社
の
車
宿
に
停
め
た
事
例
で
あ
る
。

��
賀
茂
に
詣
で
た
り
し
に
、
雪
の
い
み
じ
う
降
り
し
か
ば
、
車
宿
に
引
き
入
れ
て
見
れ
ば
、
も
の
古
り
た
る
木
ど
も
み
な
白
み
渡
り
た
る

に
、
見
れ
ば
、
鳥
居
の
方
に
、
い
と
こ
と
ご
と
し
う
て
、
頼
家
が
詣
づ
る
に
、
供
な
る
あ
や
し
げ
な
る
下
衆
し
て
、
こ
の
わ
た
り
に
住
む

尼
の
申
す
と
て
言
ひ
か
け
て
来
、
と
て
や
る

老
木
に
も
花
は
咲
き
け
り
ち
は
や
ぶ
る
雪
に
ぞ
見
ゆ
る
神
の
し
る
し
は

(『

四
条
宮
下
野
集』

・
一
九
四)

賀
茂
神
社
に
下
野
一
行
が
参
詣
し
た
折
の
こ
と
で
あ
る
。
雪
が
ひ
ど
く
降
っ
て
き
た
の
で
鳥
居
近
く
の
車
宿
に
牛
車
を
入
れ
て
、
境
内
を
見

渡
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
車
宿
は
神
社
に
付
属
す
る
も
の
に
な
る
。
絵
巻
で
は
、『

慕
帰
絵
詞』

巻
六
に
北
野
社
の
鳥
居
の
内
側
に
三
間
二

間
の
吹
き
放
し
の
車
宿
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『

春
日
権
現
験
記』

絵
巻
三
十
に
春
日
大
社
の
五
間
三
間
で
両
妻
が
壁
に
な
る
車
宿
も
描

か
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
春
日
大
社
に
は
、
同
じ
く
五
間
三
間
で
妻
が
壁
に
な
る
吹
き
放
し
の
車
宿

(

神
社
で
は
車
舎)

が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
瓦
葺
き
だ
が
、
当
時
の
賀
茂
神
社
の
も
の
は
桧
皮
葺
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
吹
き
放
し
な
ら
、
供
人
と
共
に
雪
宿
り
し
な
が
ら
、

鳥
居
近
く
に
源
頼
家

(

頼
光
息)

が
参
詣
す
る
様
子
も
見
え
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
歌
を
贈
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
省
略
し
た
い
。
神
社
の
車

宿
に
雪
宿
り
し
た
事
例
と
し
て
貴
重
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
寺
社
の
車
宿
の
大
き
さ
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
貴
族
た
ち
の
参
詣
が
あ
る
の
で
、
大
き
く
作
ら
れ
て
い
た
。
次
は
そ
の
史
料
で
あ

る
。

平
安
貴
族
邸
宅
寝
殿
造
の
車
宿
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��
八
間
二
面
車
宿
一
宇
、(『

都
督
納
言
願
文
集』

保
安
二
年

(

一
一
二
一)

十
二
月
二
十
三
日)

��
車
宿
一
宇

[

十
間
一
面
比
皮
葺]

、(『

平
安
遺
文』

八
巻
・
三
八
七
九
・
二
九
七
九
頁)

��
は
大
納
言
藤
原
仲
実
が
建
立
し
た
雲
林
院
堂
の
も
の
、��
は
東
大
寺
の
も
の
で
あ
る
。
八
間
や
十
間
な
ど
貴
族
邸
宅
よ
り
も
は
る
か
に
大

き
い
車
宿
が
造
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
端
は
先
に
示
し
た
現
在
の
春
日
大
社
の
車
宿
で
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

五

逢
瀬
の
場
と
籠
る
場

車
宿
が
雨
宿
り
の
場
に
な
っ
た
事
例
を
見
た
こ
と
に
な
る
。
続
い
て
、
車
宿
の
牛
車
で
一
晩
過
ご
し
た
例
を
二
つ
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
一

つ
は
逢
瀬
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
た
特
異
な
事
例
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
籠
っ
て
寝
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
事
例
に
な
る
。
ま
ず
前
者
で
あ
る
。

��
こ
の
ご
ろ
は
四
十
五
日
の
忌
違
へ
せ
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
、
御
い
と
こ
の
三
位
の
家
に
お
は
し
ま
す
。
例
な
ら
ぬ
所
に
さ
へ
あ
れ
ば
、
見

苦
し
と
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
し
ひ
て
率
て
お
は
し
ま
し
て
、
御
車
な
が
ら
人
も
見
ぬ
車
宿
に
引
き
立
て
て
、
入
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
お
そ
ろ

し
く
思
ふ
。

人
静
ま
り
て
ぞ
お
は
し
ま
し
て
、
御
車
に
た
て
ま
つ
り
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
の
た
ま
は
せ
契
る
。
心
得
ぬ
宿
直
の
男
ど
も
ぞ
め
ぐ
り

歩
く
。
例
の
右
近
の
尉
、
こ
の
童
と
ぞ
近
く
さ
ぶ
ら
ふ
。
あ
は
れ
に
も
の
の
お
ぼ
さ
る
る
ま
ま
に
、
お
ろ
か
に
過
ぎ
に
し
方
さ
へ
く
や
し

う
お
ぼ
さ
る
る
も
、
あ
な
が
ち
な
り
。

明
け
ぬ
れ
ば
、
や
が
て
率
て
お
は
し
ま
し
て
、
人
の
起
き
ぬ
先
に
と
急
ぎ
帰
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
早
朝
、

寝
る
夜
の
寝
覚
の
夢
に
な
ら
ひ
て
ぞ
ふ
し
み
の
里
を
今
朝
は
起
き
け
る

御
返
し
、

そ
の
夜
よ
り
我
が
身
の
上
は
知
ら
れ
ね
ば
す
ず
ろ
に
あ
ら
ぬ
旅
寝
を
ぞ
す
る

一
二



と
聞
こ
ゆ
。(『

和
泉
式
部
日
記』

六
七
〜
八
頁)

帥
宮
敦
道
親
王
が
、
忌
違
え
の
た
め
に
い
と
こ
の
家

(

母
超
子
の
弟
道
兼
男
の
兼
隆
か)

に
和
泉
式
部
を
連
れ
出
し
た
折
の
こ
と
で
あ
る
。

和
泉
式
部
は
牛
車
に
乗
せ
ら
れ
た
ま
ま
車
宿
に
引
き
入
れ
ら
れ
、
帥
宮
は
一
人
家
内
に
入
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
寝
静
ま
っ
た
夜
に
な
っ
て

車
宿
に
置
か
れ
た
車
に
戻
り
、
そ
こ
で
契
り
を
交
わ
し
て
い
る
。
宿
直
の
男
た
ち
は
不
審
に
思
い
な
が
ら
回
り
を
巡
り
歩
い
て
い
る
が
、
供
人

の
右
近
の
尉
と
小
舎
人
童
が
い
る
の
で
誰
何
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
人
は
そ
の
ま
ま
車
宿
の
牛
車
の
中
で
一
晩
過
ご
し
て
い
る
。
車
宿

が
個
室
と
な
り
、
異
常
な
逢
瀬
の
場
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

夜
が
明
け
る
と
そ
の
ま
ま
和
泉
式
部
の
家
ま
で
送
り
届
け
て
、
帥
宮
は
帰
邸
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
朝
の
歌
を
早
々
に
贈
っ
て
い
る
。
い

と
こ
の
家
は
伏
見
に
あ
っ
た
の
か
、
車
宿
で
寝
ず
に
過
ご
し
た
こ
と
を

｢

臥
し
見｣

と
し
て
掛
詞
に
し
て
い
る
。
和
泉
式
部
は
、
そ
れ
を

｢

す

ず
ろ
に
あ
ら
ぬ
旅
寝｣

と
詠
ん
で
い
る
。
異
常
な
車
宿
で
の
逢
瀬
の
一
夜
を
歌
に
と
ど
め
た
の
で
あ
る
。

帥
宮
と
和
泉
式
部
は
、
牛
車
で
一
晩
寝
ず
に
過
ご
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
寝
過
ご
し
た
例
が
も
う
一
つ
で
あ
る
。

��
左
衛
門
尉
頼
実
と
い
ふ
蔵
人
、
歌
の
道
す
ぐ
れ
て
も
、
ま
た
好
み
に
も
好
み
侍
り
け
る
に
、
七
条
な
る
所
に
て
、
人
々

｢

夕
に
時
鳥
を

聞
く｣

と
い
ふ
題
を
詠
み
侍
り
け
る
に
、
酔
ひ
て
、
そ
の
家
の
車
宿
に
立
て
た
る
車
に
、
歌
案
ぜ
む
と
て
、
寝
過
ぐ
し
て
侍
り
け
る
を
、

も
と
め
け
れ
ど
、
思
ひ
寄
ら
で
、
す
で
に
講
ぜ
む
と
て
、
人
皆
書
き
た
る
後
に
て
、｢

こ
の
わ
た
り
は
稲
荷
の
明
神
こ
そ｣

と
て
、
念
じ

け
れ
ば
、
き
と
お
ぼ
え
け
る
を
書
き
て
侍
り
け
る
。(『
今
鏡』

打
聞
第
十
・
敷
島
の
打
聞
・
四
九
五
頁)

源
頼
光
孫
、
頼
国
息
と
な
る
頼
実
の
、
二
話
か
ら
な
る
歌
徳
説
話
の
前
半
で
、
詠
歌
以
下
は
割
愛
し
た
。
歌
会
に
出
か
け
た
家
で
、
歌
を
案

じ
る
た
め
に
そ
の
家
の
車
宿
に
置
い
た
牛
車
に
籠
っ
た
わ
け
だ
が
、
酔
い
も
手
伝
っ
て
、
そ
こ
で
朝
ま
で
寝
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
創

作
の
た
め
に
一
人
に
な
れ
る
密
室
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
車
宿
に
置
い
た
牛
車
が
思
い
つ
か
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の

車
宿
は
、
扇

(

妻
戸)

が
付
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
は
開
放
的
な
寝
殿
造
で
は
得
難
い
一
人
に
な
れ
る
場
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
酒
酔
い
で
寝
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。
人
々
が
頼
実
を
探
し
て
も
、
ま
さ
か
車
宿
に
置
い
た
牛
車
に
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
、
起
こ
さ

平
安
貴
族
邸
宅
寝
殿
造
の
車
宿
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れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
寝
る
と
い
う
事
態
が
異
例
で
あ
っ
た
こ
と
も
暗
示
し
て
い
よ
う
。

二
例
と
も
車
宿
に
置
い
た
牛
車
で
一
晩
過
ご
し
た
例
で
あ
っ
た
。
共
に
個
室
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
逢
瀬
の
た
め
、
一

つ
は
創
作
の
た
め
、
そ
し
て
、
結
果
的
に
寝
室
の
た
め
で
あ
っ
た
。

六

拘
束
・
リ
ン
チ
の
場

こ
こ
で
は
前
節
と
は
違
っ
て
、
車
宿
が
拘
束
・
リ
ン
チ
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
た
事
例
を
扱
い
た
い
。
こ
う
し
た
事
例
が

『

今
昔
物
語
集』

に
幾
つ
か
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
は

｢

放
免
共
為
強
盗
入
人
家
被
捕
語｣

で
、
検
非
違
使
の
放
免
た
ち
が
強
盗
に
入
ろ
う
と
し
て
、
手
引
き

さ
せ
る
た
め
に
そ
の
家
の
下
人
を
手
懐
け
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
下
人
は
主
人
に
伝
え
た
た
め
、
事
前
に
配
置
さ
れ
た
武
者
た
ち
に
捕
縛
さ

れ
、
射
殺
さ
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
引
用
は
捕
縛
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

��
其
ノ
時
ニ
放
免
共
ハ
ラ�
ト
入
ル
ニ
、
入
レ
立
テ
、
兵
共
儲
タ
ル
事
ナ
レ
バ
、
正
ニ
愚
カ
ナ
ラ
ム
ヤ
ハ
、
独
リ
宛
ニ
捕
ヘ
ツ
。
盗
人

ハ
十
人
許
有
ケ
ル
ニ
、
艶

え
も
い
は
ヌ
兵
共
ノ
四
五
十
人
兼
テ
儲
テ
待
タ
ム
ニ
ハ
、
聊
ニ
不
動
サ
ズ
シ
テ
皆
捕
ヘ
テ
、
車
宿
ノ
柱
ニ
縛
リ
付
テ
、

其
の
夜
ハ
有
テ
、
夜
明
テ
後
ニ
見
レ
バ
、
皆
目
ヲ
シ
バ
叩
テ
被
縛
付
テ
有
リ
。(『

今
昔
物
語
集』

二
九
ノ
六)

押
し
入
っ
た
十
人
の
盗
人
に
対
し
て
、
待
機
し
て
い
た
の
が
四
五
十
人
の
武
者
で
は
、
戦
い
に
も
な
ら
な
い
。
一
網
打
尽
で
捕
縛
さ
れ
、
車

宿
の
柱
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
車
宿
が
盗
人
を
拘
束
す
る
場
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
車
宿
の
構
造
と
関
係
し

て
い
よ
う
。
土
間
で
あ
り
、
二
、
三
間
分
の
大
き
さ
な
の
で
柱
も
幾
つ
か
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
盗
人
を
拘
束
す
る
の
に
都
合
が
つ
く
施
設
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
話
は
、｢

筑
後
前
司
源
忠
理
家
入
盗
人
語｣

に
も
見
ら
れ
る
。
た
ま
た
ま
方
違
え
先
で
、
自
分
の
家
に
押
し
入
ろ
う
と
し
た
盗

人
た
ち
の
談
合
を
耳
に
し
た
主
人
は
、
一
味
に
召
し
使
っ
て
い
る
侍
が
い
る
の
に
気
付
い
た
。
そ
こ
で
、
家
に
帰
る
と
そ
の
侍
を
外
出
さ
せ
、

一
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そ
の
間
に
家
財
・
家
族
を
他
所
に
運
び
出
し
て
お
い
た
。
帰
宅
し
た
侍
に
は
、
何
も
な
か
っ
た
よ
う
に
振
舞
い
、
押
し
込
み
の
日
の
夜
に
な
っ

て
、
近
所
に
家
に
避
難
し
た
。
引
用
は
、
盗
人
が
押
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

��
其
ノ
間
ニ
盗
人
共
来
テ
、
先
ヅ
門
ヲ
叩
ケ
ル
ニ
、
此
ノ
仲
ス
ル
侍
、
門
ヲ
開
テ
入
レ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
十
二
十
人
許
ノ
盗
人
立
ニ
ケ
リ
。

心
ニ
任
セ
テ
家
ノ
内
ヲ
涼

さ
が
し
ケ
レ
ド
モ
、
露
許
ノ
物
モ
無
カ
リ
ケ
レ
バ
、
盗
人
求
メ
侘
テ
出
テ
行
ク
ト
テ
、
此
ノ
仲
ス
ル
侍
ヲ
捕
ヘ
テ
、

｢

我
等
ヲ
謀
テ
物
モ
無
キ
所
ニ
入
レ
タ
リ
ケ
ル｣

ト
云
テ
、
集
テ
吉よ

ク
蹴け

踏ふ
み�れ
う

ジ
テ
、
畢は

て

ニ
ハ
縛
テ
車
宿
ノ
柱
ニ
オ
ボ
ロ
ケ
ニ
テ
ハ

可
時
免

と
き
ゆ
る
す
べ

キ
様
モ
無
ク
結
ヒ
付
ケ
テ
、
出
テ
去
ニ
ケ
リ
。(『

今
昔
物
語
集』

二
九
ノ
一
二)

押
し
込
ん
だ
盗
人
は
、
家
財
が
何
も
な
い
の
に
呆
れ
、
手
引
き
し
た
侍
に
、
だ
ま
し
て
何
も
な
い
家
に
入
れ
た
と
怒
っ
て
ひ
ど
い
目
に
遭
わ

せ
た
う
え
に
、
車
宿
の
柱
に
厳
重
に
縛
り
付
け
て
出
て
行
っ
た
と
い
う
。
こ
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
先
の
話
と
同
様
に
、
車
宿
が
リ
ン
チ
・
拘

束
す
る
場
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

車
宿
が
拘
束
・
監
禁
す
る
場
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
次
の
よ
う
な
話
に
な
ぜ
車
宿
が
出
て
く
る
の
か
が
納
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

｢

安
倍
晴
明
随
忠
行
習
道
語｣

で
あ
る
。
陰
陽
道
を
習
い
た
い
と
言
っ
て
訪
ね
て
き
た
老
法
師
は
、
自
分
の
技
量
を
試
し
に
き
た
の
だ
と
晴
明

は
悟
り
、
懲
ら
し
め
て
や
る
こ
と
に
し
た
。
供
に
連
れ
て
い
た
二
人
の
童
は

｢

識
神
ニ
仕
テ
来
タ｣

と
判
断
し
た
晴
明
は
、
手
印
・
呪
文
で
隠

し
た
う
え
で
、
今
日
は
暇
が
な
い
の
で
吉
日
に
お
出
で
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
老
法
師
を
返
し
た
。
引
用
は
、
童
が
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
老

法
師
が
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

��
｢

今
ハ
一
二
町
ハ
行
ヌ
ラ
ム｣

ト
思
フ
程
ニ
、
此
法
師
亦
来
タ
リ
。
晴
明
見
レ
バ
、
可
然
キ
所
ニ
車
宿
ナ
ド
ヲ
コ
ソ
臨
の
ぞ
き

行
あ
り
き

ヌ
レ
。
臨

行
テ
後
ニ
、
前
ニ
寄
来
テ
云
ク
、｢

此
共
ニ
侍
ツ
ル
童
部
二
人
乍
ラ
忽
ニ
失
セ
テ
候
フ
。
其
給
ハ
リ
候
ハ
ム｣

ト
。(『

今
昔
物
語
集』

二

四
ノ
一
六)

戻
っ
た
老
法
師
は
、
童
を
あ
ち
こ
ち
探
し
て
、
車
宿
も
覗
い
て
い
る
。
こ
こ
に
だ
け
車
宿
と
い
う
建
物
の
名
が
出
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
な
の

か
。
そ
れ
は
車
宿
が
拘
束
す
る
場
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
老
法
師
は
、
車
宿
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は

平
安
貴
族
邸
宅
寝
殿
造
の
車
宿

一
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な
い
か
と
疑
っ
た
の
で
あ
る
。
車
宿
が
拘
禁
・
拘
束
す
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
同
話
が

『

宇
治
拾
遺
物
語』

十
一
ノ
三
に
あ
り
、
こ
こ
で
も

｢

法
師
と
ま
り
て
、
さ
る
べ
き
所
々
、
車
宿
な
ど
覗
き
歩
き
て｣

と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
話
が
あ
る
一
方
で
、
盗
人
侵
入
を
察
知
し
て
車
宿
に
隠
れ
て
待
ち
伏
せ
す
る
例
も
あ
る
。｢

平
貞
盛
朝
臣
於
法
師
家
射
取
盗
人
語｣

に
な
る
が
、
本
文
引
用
に
と
ど
め
た
い
。

��
然
テ
夜
半
ニ
ハ
過
ヤ
シ
ヌ
ラ
ム
ト
思
フ
程
ニ
、
門
ヲ
押
ス
音
ノ
シ
ケ
レ
バ
、
貞
盛
、｢

此
ハ
盗
人
ニ
ヤ
有
ラ
ム｣

ト
思
テ
、
調
度
掻
負

テ
、
車
宿
ノ
方
ニ
行
テ
立
隠
レ
ヌ
。(『

今
昔
物
語
集』

二
九
ノ
五)

侵
入
待
ち
伏
せ
に
は
車
宿
が
最
適
で
あ
っ
た
。
門
の
近
く
で
あ
り
、
侵
入
を
察
知
で
き
る
。
そ
し
て
、
土
足
の
ま
ま
隠
れ
ら
れ
、
飛
び
出
せ

る
か
ら
で
あ
る
。
盗
人
の
話
に
、
車
宿
が
恰
好
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七

輿
宿
・
輦
宿
と
陣
座
へ
の
転
用

前
節
ま
で
は
私
的
な
事
例
を
見
た
こ
と
に
な
る
。
本
節
以
下
は
公
的
な
場
で
の
車
宿
の
転
用
を
簡
単
に
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

車
宿
が
牛
車
用
で
は
な
く
、
行
幸
先
に
な
っ
た
折
に
は
、
輿
や
輦
な
ど
の
格
納
に
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は

『

兵
範
記』

に

多
く
見
ら
れ
る
。

��
車
宿
為
二

御
輿
宿
一

、(『

兵
範
記』

仁
平
二
年

(

一
一
五
二)
三
月
六
日
条)

二
一

��
北
車
宿
為
二

御
輿
宿
一

、(『

兵
範
記』

久
寿
三
年

(

一
一
五
六)
三
月
十
一
日)

��
西
車
宿
為
二

御
輿
宿
一

、(『

兵
範
記』

保
元
二
年

(

一
一
五
七)

九
月
八
日)

��
御
輦
宿
、
以
二

西
御
車
宿
一

為
二

其
処
一

、(『

兵
範
記』

仁
安
三
年

(

一
一
六
八)
八
月
四
日)

��
は
法
皇
五
十
賀
の
た
め
の
鳥
羽
殿
へ
の
行
幸
、��
は
白
河
殿
へ
の
石
清
水
八
幡
宮
行
幸
還
御
、��
は
九
条
殿
へ
の
方
違
え
行
幸
、��
法
住

一
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寺
御
所
へ
の
朝
覲
行
幸
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
車
宿
が
輿
宿
や
輦
宿
に
転
用
さ
れ
て
い
る
。��
〜��
で
、
車
宿
が
方
位
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

複
数
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。����
な
ど
か
ら
す
る
と
、
反
対
側
の

｢

東
車
宿｣

は
、
本
来
の
使
用
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

貴
族
邸
宅
が
里
内
裏
に
な
っ
た
場
合
は
、
二
節
で
触
れ
た
よ
う
に
車
宿
が
陣
座
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

��
東
車
宿
装
二

陣
座
一

、(『

兵
範
記』

仁
安
三
年

(

一
一
六
八)

二
月
十
九
日
条)

��
以
二

車
宿
屋
一

為
二

陣
座
一

、(『

山
槐
記』

治
承
四
年

(

一
一
八
〇)

二
月
二
十
一
日
条)

��
以
二

車
宿
一

為
二

陣
座
一

、(『

山
槐
記』

治
承
四
年

(

一
一
八
〇)

五
月
二
十
二
日
条)

��
東
車
宿
為
二

陣
座
一

、(『
山
槐
記』

文
治
元
年

(

一
一
八
五)

八
月
十
四
日
条)

��
は
藤
原
基
房
の
閑
院
第
で
の
受
禅
、��
は
す
で
に
⑧
と
し
て
見
た
。��
は
平
清
盛
の
八
条
坊
門
櫛
笥
殿
、��
大
炊
御
門
殿
で
あ
る
。
以
上

は
確
認
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。

八

大
饗
や
産
養
で
の
転
用

大
饗
や
産
養
な
ど
に
お
い
て
も
車
宿
は
、
他
に
転
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

��
車
宿
に
毛
つ
る
め
な
る
馬
二
疋
こ
れ
を
引
き
立
つ
。(『
古
事
談』

二
ノ
七
四)

��
車
副
牛
飼
儲
東
車
宿
、(『

兵
範
記』

仁
平
二
年

(

一
一
五
二)
正
月
二
十
五
日
条)

��
同
屋
御
車
宿
為
二

尊
者
牛
飼
牛
付
舎
人
座
一

、(『

兵
範
記』

保
元
二
年

(

一
一
五
七)

八
月
十
七
日
条)

��
車
宿
□
間
引
レ

幔
為
二

饗
所
一

、(『

山
槐
記』

応
保
元
年

(

一
一
六
一)
十
二
月
十
四
日
条)

��
以
二

御
車
宿
一

為
二

孔
雀
経
法
供
所
一

、(『

山
槐
記』

治
承
二
年

(

一
一
七
ハ)
十
月
二
十
五
日
条)

��
は
藤
原
顕
忠
の
大
饗

(

時
期
不
明)

で
の
引
出
物
の
馬
が
車
宿
に
置
か
れ
た
こ
と
、��
は
東
三
条
邸
で
の
左
大
臣
藤
原
頼
長
大
饗
で
、
車

平
安
貴
族
邸
宅
寝
殿
造
の
車
宿
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副
や
牛
飼
用
の
饗
の
儲
け
が
さ
れ
た
こ
と
、��
は
藤
原
基
実
任
右
大
臣
大
饗
で
、
尊
者
の
牛
飼
や
牛
付
舎
人
の
座
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

下
々
の
人
た
ち
の
た
め
に
車
宿
が
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

��
は
内
大
臣
中
山

(

藤
原)

忠
親
の
子
の
七
日
の
産
養
で
饗
所
に
さ
れ
た
こ
と
、��
は
中
宮
御
産
の
た
め
の
孔
雀
経
法
供
所
と
し
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
家
の
規
模
や
家
族
構
成
な
ど
に
よ
っ
て
、
車
宿
は
様
々
に
転
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

車
宿
の
構
造
や
格
納
以
外
の
使
用
法
を
見
て
き
た
。
言
及
で
き
な
か
っ
た
事
例
も
多
い
が
、
以
上
の
検
討
で
も
、
車
宿
に
対
し
て
、
牛
車
を

格
納
す
る
所
と
す
る
だ
け
で
は
済
ま
せ
ら
れ
な
い
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
車
宿
に
も
見
る
べ
き
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
っ
た
。

貴
族
邸
宅
の
寝
殿
造
に
お
い
て
、
車
宿
も
多
様
な
働
き
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

原
典
の
引
用
は
、
次
に
拠
っ
た
。

文
学
作
品
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
未
所
収
の

『
古
今
著
聞
集』

は
新
潮
日
本
古
典
集
成
、『

今
鏡』

は
講
談
社
学
術
文
庫
、
和
歌
は

『

新
編
国
歌
大
観』

、『

海
人
藻
芥』

『

家
屋
雑
考』

は
新
校
群
書
類
従
、『

都
督
納
言
願
文
集』

は
大
日
本
史
料
、『

西
宮
記』

は
神
道
大
系
、

『

古
事
談』

は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
古
記
録
で

『

山
槐
記』

『
兵
範
記』

『

中
右
記』

は
増
補
史
料
大
成
、『

権
記』

は
史
料
纂
集
、『

殿
暦』

は
大
日
本
古
記
録
を
そ
れ
ぞ
れ
使
用
し
た
。
古
記
録
な
ど
の
検
索
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
国
際
日
本
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
用
し
た
。
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