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○
正
月

一
日
、
己
未
。
　
四
方
拝
／
摂
政
臨
時
客
、
停
止
／
道
長
、
彰
子
の
年
爵
を
実
資
に
給
う
こ
と
を
伝
う
／
御
薬
／
小

朝
拝
／
元
日
節
会
／
内
弁
の
作
法

「
四し

方ほ
う

拝は
い

」
と
云
う
こ
と
だ
。

「
今
年
、
摂せ

つ

政
し
よ
う（
藤
原
頼よ

り

通み
ち

）に
は
、
臨り

ん

時じ
き
や
く客
の
準
備
が
無
い
」
と
云
う
こ
と
だ
。
近
い
処〈
二に

じ
よ
う条
第て

い

。〉に
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
で
、
未
剋
の
頃
、
参
入
し
た
。「
こ
れ
よ
り
先
に
、
大お

お

殿と
の（
藤
原
道み

ち

長な
が

）に
参
ら
れ
た
」
と
云
う
こ
と
だ
。
そ
こ
で
内
裏

に
参
っ
た
。
殿て

ん

上
じ
よ
う

間の
ま

に
参
上
し
た
。
卿け

い

相し
よ
うが
同
じ
く
伺
候
し
て
い
た
。
前
さ
き
の

太た
い

府ふ

（
道
長
）が
、
台だ

い

盤ば
ん

所ど
こ
ろか
ら
出
て
、
殿

上
間
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
後ご

一い
ち

条
じ
よ
う

天
皇
の
御み

く
す
り薬
を
催
促
さ
せ
た
。
す
で
に
黄
昏
に
及
ん
で
、
左
大
臣（
藤
原
顕あ

き

光み
つ

）が

参
入
し
た
。
前
太
府
は
帰
り
入
っ
た
。
左さ

大だ
い

将
し
よ
う（
藤
原
教の

り

通み
ち

）を
介
し
て
、
下
官（
実
資
）を
呼
ば
れ
た
。
奉ほ

う

謁え
つ

し
た〈
鬼お

に

間の
ま

。〉。
お
っ
し
ゃ
っ
て
云
っ
た
こ
と
に
は
、「
太お

お

后
き
さ
き（
藤
原
彰あ

き

子こ

）が
宣
し
て
云
っ
た
こ
と
に
は
、『
上か

ん

達だ
ち

部め

は
、
す
べ
て

雑
事
を
告
げ
伝
え
て
く
る
。
長
年
、
汝な

れ（
実
資
）は
一
事
も
伝
え
て
こ
な
い
。
年ね

ん

爵し
や
くを
給
お
う
と
思
う
。
家
の
作さ

く

事じ

に
充

て
る
よ
う
に
』
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
。
申
し
て
云
っ
た
こ
と
に
は
、「
ま
っ
た
く
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
こ
と

寛
仁
三
年（
一
〇
一
九
）　 

藤
原
実
資
六
十
三
歳（
正
二
位
、
大
納
言
・
右
大
将
）　
後
一
条
天
皇
十
二
歳
　
藤
原

道
長
五
十
四
歳
　
藤
原
頼
通
二
十
八
歳
　
藤
原
威
子
二
十
一
歳

寛仁二年（1018）十二月―寛仁三年（1019）正月
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人
が
絃げ

ん

歌か

を
行
な
っ
た
。
人
々
が
応
じ
た
。
堂ど

う

上
じ
よ
う

と
地じ

下げ

人に
ん

の
管か

ん

絃げ
ん

は
、
同
声
で
あ
っ
た
。
三
、
四
巡
の
後
、
太
閤

が
戯
れ
て
云
っ
た
こ
と
に
は
、「
右
大
将（
実
資
）は
、
我
が
子〈
摂
政
で
あ
る
。〉に
勧
盃
す
る
よ
う
に
」
と
。
私
は
盃
を

執
っ
て
、
摂
政
に
勧
め
た
。
摂
政
は
左
府（
顕
光
）に
渡
し
た
。
左
府
は
太
閤
に
献
上
し
た
。
太
閤
は
右
府（
公
季
）に
渡

し
た
。
序
列
ど
お
り
に
流
し
巡
ら
せ
た
。
次
い
で
禄
を
太
閤
以
下
に
下
給
し
た〈
大お

お

褂う
ち
き。〉。
太
閤
が
云
っ
た
こ
と
に
は
、

「
祖お

や（
道
長
）が
子（
頼
通
）の
禄
を
得
る
の
は
、
有
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
。
ま
た
楽
人
に
禄
を
下
給
し
た
。
太
閤
が
下
官
を

招
き
呼
ん
で
云
っ
た
こ
と
に
は
、「
和
歌
を
読
も
う
と
思
う
。
必
ず
和
す
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
だ
。
答
え
て
云
っ
た

こ
と
に
は
、「
ど
う
し
て
和
し
奉
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。
ま
た
、
云
っ
た
こ
と
に
は
、「
誇
っ
て
い
る

歌
で
あ
る
。
但
し
準
備
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
。「
こ
の
世
を
ば
我
が
世
と
ぞ
思
ふ
望
月
の
欠
け

た
る
事
も
無
し
と
思
へ
ば（
こ
の
世
を
我
が
世
と
思
う
。
望
月
が
欠
け
る
事
も
無
い
と
思
う
の
で
）」
と
。
私
が
申
し
て
云
っ
た

こ
と
に
は
、「
御
歌
は
優
美
で
す
。
酬
し
ゆ
う

答と
う

す
る
方
策
も
あ
り
ま
せ
ん
。
満
座
は
、
た
だ
こ
の
御
歌
を
誦
す
べ
き
で
し
ょ

う
。
元げ

ん

稹し
ん

の
菊
の
詩
に
、（
白は

く

）居き
よ

易い

は
和
す
こ
と
な
く
、
深
く
賞
嘆
し
て
、
終
日
、
吟ぎ

ん

詠え
い

し
て
い
ま
し
た
」
と
。
諸
卿

は
私
の
言
に
響
き
よ
う

応お
う

し
て
、
数
度
、
吟
詠
し
た
。
太
閤
は
和
解
し
、
特
に
和
す
こ
と
を
責
め
な
か
っ
た
。
夜
は
深
く
、
月

は
明
る
か
っ
た
。
酔
い
に
任
せ
て
、
各
々
、
退
出
し
た
。

今
日
、
参
入
し
た
卿
相
は
、
内
大
臣〈
摂
政
。〉・
左
大
臣
・
右
大
臣
、
皇
太
后
宮
大
夫
道
綱
・
私
・
中
宮
大
夫
斉
信
・

太た
い

皇こ
う

太た
い

后ご
う

宮ぐ
う

大だ
い

夫ぶ

俊
賢
、
左
大
将
教
通
・
左
衛
門
督
頼
宗
・
皇
太
后
宮
権
大
夫
経
房
・
中
宮
権
大
夫
能
信
・
右
衛
門
督

実
成
、
伊い

予よ
の

守か
み

兼
隆
・
左
大
弁
道
方
・
右う

ひ
よ
う兵
衛え

の

督か
み

公
信
・
修し

ゆ

理り

大だ
い

夫ぶ

通
任
・
右う

大だ
い

弁べ
ん（
藤
原
）朝あ
さ

経つ
ね

・
侍
従
資
平
。
大
納

寛仁二年（1018）十
月
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〈
中
宮
大
夫
が
云
っ
た
こ
と
に
は
、「
先
ず
参
っ
て
、
宮
司
の
慶
賀
を
啓
上
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
列
に
立
つ
の
は
、
如
何
で
し
ょ

う
か
」
と
い
う
こ
と
だ
。
私
が
答
え
て
云
っ
た
こ
と
に
は
、「
あ
れ
は
宮
司
の
慶
賀
で
あ
る
。
今
回
は
諸
卿
を
率
い
ら
れ
て
、
拝
礼
を

致
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
。
俊
賢
卿
は
、
私
が
述
べ
た
趣
旨
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
中
宮
大
夫
と
中
宮
権
大
夫
が
列
し
た
。〉。

帰
り
出
て
、
令り

よ
う
じ旨
を
伝
え
仰
せ
た
。
左
大
臣
以
下
は
西に

し

中
ち
ゆ
う

門も
ん

か
ら
入
っ
て
、
列
立
し
た〈
西
を
上じ

よ
う
ざ座
と
し
た
。〉。
侍じ

臣し
ん

は
列
さ
な
か
っ
た
。
再
び
催
さ
せ
た
が
、
遂
に
参
列
し
な
か
っ
た〈
太
閤
は
、
御み

簾す

に
於
い
て
数
度
、
高
声
に
催
し
仰
さ
れ

た
。〉。
拝
礼
が
終
わ
っ
て
、
序
列
ど
お
り
に
東
ひ
が
し

対の
た
いに
着
し
た〈
母も

屋や

。
北
を
上
座
と
し
て
対た

い

座ざ

し
た
。「
上じ

よ
う
こ古
は
廂ひ

さ
しの
座
で
あ
っ

た
」
と
云
う
こ
と
だ
。
侍
臣
は
南
母
屋
の
廂
に
西
を
上
座
と
し
て
北
面
し
た
。
五
位
の
侍
臣
は
南な

ん

廊ろ
う

に
い
た
。〉。
こ
の
対
は
、
簾
す
だ
れ

を

懸
け
ず
、
四
尺
屛び

よ
う
ぶ風
を
立
て
、
高こ

う

麗ら
い

端べ
り

の
畳
を
敷
い
た
。
茵
し
と
ね
と
円わ

ろ

座う
だ

を
敷
か
な
か
っ
た
。
侍
臣
の
座
は
、
紫
む
ら
さ
き

端べ
り

の
畳
を

敷
い
た
。
こ
れ
よ
り
先
に
、
皆
、
饗
饌
を
据
え
た〈
机
。〉。
一
献こ

ん〈
摂
政
、
中
宮
大
夫
斉
信
。〉、
二
献〈
左
大
将
教
通
、
中
宮
権
大

夫
能
信
。〉、
三
献〈
皇こ

う

太た
い

后ご
う

宮ぐ
う

権
ご
ん
の

大だ
い

夫ぶ

経
房
、
左さ

衛え

門も
ん

督
の
か
み

頼
宗
。〉。
一
献
で
勧
盃
し
終
わ
り
、
摂
政
は
座
に
着
し
た
。
皇こ

う

太た
い

后ご
う

宮ぐ
う

大だ
い

夫ぶ

（
藤
原
）道み
ち

綱つ
な

が
座
に
着
し
た〈
道
綱
卿
は
、
腰
病
を
称
し
て
、
内
裏
に
参
ら
ず
、
直
ち
に
宮
に
参
っ
た
。〉。
五
、
六
献

で
、
上
達
部
が
勧
盃
を
行
な
っ
た
。
こ
の
頃
、
采う

ね

女め

が
御
膳
を
供
し
た
。
終
わ
っ
て
、
菅
す
げ
の

円わ
ろ

座う
だ

を
南
み
な
み

面お
も
ての
簀す

の

子こ

敷じ
き〈
御

前
。〉に
敷
い
た
。
公
卿
を
召
し
た
。
摂
政
以
下
は
、
参
入
し
て
、
座
に
着
し
た
。
次
い
で
衝つ

い

重が
さ
ねを
据
え
た
。
太
閤
は
盃

を
執
っ
て
、
上
じ
よ
う

頭と
う

に
進
ん
で
坐
っ
た
。
摂
政
は
座
を
避
け
た
。
右
大
臣
に
向
か
っ
て
坐
っ
た
。
す
で
に
行
ぎ
よ
う

酒し
ゆ

の
道
は
無

か
っ
た
。
地じ

下げ

を
経
て
、
南
み
な
み
の

階き
ざ
は
しか
ら
昇
っ
た
。
便
宜
を
用
い
た
の
か
。
次
々
の
勧
盃
の
人
は
、
す
で
に
そ
の
道
は
無

か
っ
た
。
そ
こ
で
衝
重
を
撤
去
し
た
。
南
階
の
東
腋わ

き

に
座
を
敷
き
、
楽が

く

人に
ん

を
召
し
て
衝
重
を
給
わ
っ
た
。
卿
相
と
殿
上

102

用
語
解
説
（
五
十
音
順
）

白あ
お
う
ま
の
せ
ち
え

馬
節
会

　
正
月
七
日
に
天
皇
が
紫
宸
殿
に
出
御
し
て
群
臣
に

賜
宴
し
、
左
右
馬
寮
の
引
く
白
馬
を
見
る
儀
式
。
外
任
の
奏
、

御
弓
奏
が
あ
り
、
次
に
左
右
馬
寮
か
ら
庭
上
を
渡
る
馬
の
毛
並

み
を
奏
上
す
る
白
馬
奏
が
あ
っ
た
。

阿あ

闍じ
や

梨り

　
単
に
闍
梨
と
も
い
う
。
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
者
、
ま

た
灌
頂
の
導
師
そ
の
人
。
一
種
の
職
官
と
な
っ
た
。

位い

記き

　
位
階
を
授
け
る
時
に
発
給
す
る
公
文
。
勅
授
の
位
記
は

中
務
省
の
内
記
が
作
成
し
、
中
務
卿
お
よ
び
太
政
大
臣
・
式
部

卿（
武
官
は
兵
部
卿
）等
が
加
署
し
た
後
、
内
印
を
捺
し
て
発
給

し
た
。

一い
ち
じ
よ
う
い
ん

条
院

　
一
条
朝
に
成
立
し
た
里
内
裏
。
東
町
の
別
納
と
呼

ぶ
一
町
が
付
属
。
佐
伯
公
行
が
東
三
条
院
詮
子
に
献
じ
、
詮
子

は
こ
れ
を
天
皇
の
後
院
と
す
べ
く
修
造
。
一
条
天
皇
は
内
裏
修

造
後
に
も
こ
こ
を
皇
居
と
し
た
。
通
常
の
内
裏
と
は
左
右
を
逆

と
し
て
使
用
さ
れ
た
。

一い
ち
の

上か
み

　
筆
頭
の
公
卿
の
意
で
、
通
常
は
左
大
臣
が
こ
れ
に
あ

た
る
。
摂
関
が
大
政
総
攬
の
職
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
上
は
公

事
執
行
の
筆
頭
大
臣
で
あ
る
。

位い

禄ろ
く

　
官
人
が
位
階
に
応
じ
て
受
け
る
禄
物
。
官
職
禄
と
封
禄

の
二
種
が
あ
っ
た
が
、
普
通
、
位
禄
と
い
う
場
合
は
封
禄
を
さ

す
。
封
禄
は
五
位
以
上
に
賜
わ
る
身
分
禄
で
、
従
三
位
以
上
は

食
封
制
、
四
位
・
五
位
は
位
禄
制
で
年
一
回
、
十
一
月
支
給
と

な
っ
て
い
た
。

石い
わ

清し

水み
ず

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

　
山
城
国
綴
喜
郡
の
男
山
に
鎮
座
。
豊
前
国
宇

佐
八
幡
宮
か
ら
八
幡
神
を
勧
請
し
て
鎮
護
国
家
の
神
と
し
、
皇

室
の
祖
神
と
称
す
。
三
月
の
午
の
日
に
臨
時
祭
、
八
月
十
五
日

に
放
生
会
が
行
な
わ
れ
た
。

雨う

儀ぎ

　
晴
天
の
際
の
晴
儀
に
対
し
、
雨
雪
の
時
に
行
な
う
儀
礼
。

そ
の
次
第
を
簡
略
に
し
、
そ
れ
に
伴
う
室
礼
が
行
な
わ
れ
た
。

褂う
ち
き　

単ひ
と
えと

表う
わ

着ぎ

と
の
間
に
着
け
た
袷
の
衣
で
、「
内
着
の
衣
」

の
意
。「
袿
」
と
も
。
禄
や
被
物
用
に
大
ぶ
り
に
仕
立
て
た
も

の
を
大
褂
と
称
し
た
。
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（頼通）（敦良）

（
彰
子
）（威子・道長）

付録（平安宮内裏図） 288


