
し
ん
で
ん
づ
く
り
か
ら
し
ょ
い
ん
づ
く
り
へ

６

寝
殿
造
か
ら
書
院
造
へ

知
る

■
寝
殿
造
と
は

平
安
貴
族
の
暮
ら
し
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
き
、
そ
の
生
活
の
舞
台
と

。

、

し
て
一
緒
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
寝
殿
造
の
邸
宅
で
す

寝
殿
造
と
は

し
ん
で
ん
づ
く
り

平
安
時
代
に
京
都
で
成
立
し
た
貴
族
住
宅
の
様
式
を
い
い
、
江
戸
時
代

の
和
学
者
沢
田
名
垂(

一
七
七
五
～
一
八
四
五)

が
著
述
し
た
日
本
住
宅

さ
わ

だ

な

た
り

史
の
概
説
書
『
家
屋
雑
考
』
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

か

お
く
ざ
っ
こ
う

寝
殿
造
の
邸
宅
で
は
、
周
囲
に
土
塀
を
め
ぐ
ら
し
た
敷
地
内
に
正
殿

と
し
て
寝
殿
を
建
て
、
そ
の
南
に
面
し
た
中
庭
を
取
り
囲
む
よ
う
に
、

南
向
き
の
コ
の
字
形
に
建
物
が
配
さ
れ
て
い
ま
し
た(

下
図
参
照)

。

こ
う
し
た
建
物
の
配
置
を
は
じ
め
と
す
る
寝
殿
造
の
様
式
は
、
中
国

古
来
の
都
市
住
宅
の
建
築
や
、
い
ち
早
く
そ
れ
を
取
り
入
れ
て
い
た
日

本
の
内
裏
の
建
築
方
式
に
な
ら
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
、
十
世
紀
頃
に
ほ

ぼ
完
成
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
居
住
と
儀
礼
の
空
間

寝
殿
・
対
・
南
庭

し
ん
で
ん

た
い

な
ん
て
い

寝
殿
造
で
は
、
庭
の
周
囲
に
並
べ
ら
れ
た
建
物
に
よ
っ
て
、
外
塀
の

内
側
に
も
う
一
つ
の
囲
い
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
二
重
の

空
間
構
造
は
、
寝
殿
造
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
す
。

内
側
の
囲
い
が
邸
宅
の
中
核
部
分
に
な
り
ま
す
。
そ
の
最
も
重
要
な

建
物
が

と

で
す
。
寝
殿
は
南
に
面
し
て
建
て
ら
れ
、
対
は
寝
殿

寝
殿

対

し
ん
で
ん

た
い

の
東
西
や
北
な
ど
に
配
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は

と

と

渡
殿

透
渡
殿

わ
た
ど
の

す
き
わ
た
ど
の

い
う
二
つ
の

細
長
い
建
物

で
つ
な
が
れ

ま
す
。

寝
殿
造
は

本
来
、
左
右

対
称
を
理
想

と
し
た
よ
う

で
す
が
、
ほ

と
ん
ど
は
片

方
の
対
が
縮

小
・
省
略
さ

れ
る
傾
向
に

。

、

あ
っ
た
よ
う
で
す

寝
殿
造
で
は
東
西
い
ず
れ
か
の
外
門
を
正
門
と
し

反
対
側
の
門
・
建
物
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
こ
う
し

た
変
化
が
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
必
要
に
応
じ
て
東
北
・
西

北
の
位
置
に
も
対
が
築
か
れ
ま
し
た
。

寝
殿
や
対
は
、
主
人
や
家
族
の
居
所
と
な
っ
た
ほ
か
、
平
安
貴
族
の

生
活
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
儀
礼
や
行
事
の
舞
台
に
も
な
り
ま
し

た
。
寝
殿
の
前
面
に
整
え
ら
れ
た

も
、
現
代
の
よ
う
な
観
賞
用
で

南
庭

な
ん
て
い

は
な
く
、
寝
殿
と
並
ぶ
儀
式
の
場
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
空
間(

ハ
レ
の

場)

な
の
で
す
。
対
は
寝
殿
の
北
に
も
築
か
れ
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
は

さ
ら
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間(

ケ
の
場)

と
い
う
意
味
が
強
か
っ
た
よ

う
で
す
。
北
対
な
ど
北
側
の
空
間
は
主
人
の
妻
の
居
所
に
も
な
り
、
そ
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「

」「

」

こ
か
ら

北
の
方

北
政
所

き
た
の
ま
ん
ど
こ
ろ

な
ど
の
語
が
妻
の
別
称
と
な

っ
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

ま
た
庭
に
大
き
な

が
あ

池

る
場
合
に
は
、

や

が

中
島

橋

設
け
ら
れ
、
遊
宴
の
際
に
は

池
に
舟
を
浮
か
べ
て
詩
歌
管

弦
な
ど
に
興
じ
ま
し
た
。
そ

の
水
は
主
に
北
方
か
ら
引
か

れ
、
寝
殿
の
脇
、
つ
ま
り
渡

殿
の
下
を
通
し
て
池
に
流
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を

と
い
い
ま
す
。

遣
水

や
り
み
ず

■
内
と
外
の
境
界
│
中
門
廊
・
中
門

ち
ゅ
う
も
ん
ろ
う

ち
ゅ
う
も
ん

中
門
廊

寝
殿
と
渡
殿
で
連
結
さ
れ
た
東
西
の
対
か
ら
は
、
さ
ら
に

ち
ゅ
う
も
ん
ろ
う

と
呼
ば
れ
る
細
長
い
建
物
が
南
に
向
か
っ
て
延
び
て
い
ま
し
た
。
廊
の

南
端
は
池
に
臨
み
、
池
に
面
し
て
納
涼
や
観
月
、
雪
見
な
ど
に
利
用
さ

れ
る

と
い
う
建
物
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

釣
殿(

泉
殿)

つ
り
ど
の
い
ず
み
ど
の

こ
の
中
門
廊
に
は
、
そ
の
名
の
通
り

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
儀

中
門

ち
ゅ
う
も
ん

礼
の
場
と
な
っ
た
南
庭
や
寝
殿
・
対
な
ど
に
入
る
玄
関
と
し
て
の
意
味

を
持
ち
ま
し
た
。
つ
ま
り
来
客
者
は
、
東
西
の
外
門
か
ら
入
っ
た
後
、

も
う
一
度
中
門
廊
・
中
門
を
通
っ
て
か
ら
、
対
・
寝
殿
あ
る
い
は
南
庭

へ
と
向
か
っ
た
わ
け
で
す
。
寝
殿
造
邸
宅
の
二
重
構
造
は
、
中
門
と
中

門
廊
に
よ
っ
て
内
外
に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
出
入
り
と
事
務
方
の
空
間

車

宿
・
随
身
所
・
侍

廊

く
る
ま
や
ど
り

ず
い
じ
ん
ど
こ
ろ

さ
む
ら
い
ろ
う

中
門
か
ら
内
側
が
居
住
や
儀
式
に
使
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
外
周

部
と
な
る
中
門
か
ら
外
門
の
間
は
、
外
へ
の
出
入
り
や
家
の
事
務
に
か

か
わ
る
空
間
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

た
と
え
ば
中
門
の
附
近
に
は
、
牛
車
を
置
い
て
お
く

や
、
主

車

宿

く
る
ま
や
ど
り

人
の
警
護
や
行
列
へ
の
随
行
を
職
務
と
し
た
随
身
が
詰
め
る

な

随
身
所

ず
い
じ
ん

ず
い
じ
ん
ど
こ
ろ

ど
が
あ
り
ま
し
た
。
現
代
に
な
ぞ
ら
え
る
と
、
車
を
置
く
ガ
レ
ー
ジ
と

ガ
ー
ド
マ
ン
の
詰
め
る
警
備
所
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
家
内
の
事
務
を
任
さ
れ
た
家
人
が
詰
め
た

が
置
か
れ

侍

所

さ
む
ら
い
ど
こ
ろ

て
い
た

も
、
同
じ
く
こ
の
空
間
に
あ
り
ま
し
た
。

侍

廊

さ
む
ら
い
ろ
う

さ
ら
に
こ
う
し
た
諸
施
設
の
ほ
か
、
邸
宅
の
北
側
に
あ
た
る
空
間
に

は

や

な
ど
雑
多
な
建
物
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

倉

雑
舎

ぞ
う
し
ゃ

■
寝
殿
・
対
の
内
部
構
造
と
「
室
礼
」

し
つ
ら
い

一
方
、
寝
殿
造
の
建
物
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
の
主
要
殿

舎
で
あ
っ
た
寝
殿
や
対
は
、
桧
皮
葺
・
入
母
屋
造
で
、
母
屋
の
周
囲
に

ひ

わ
だ
ぶ
き

い
り

も

や

づ
く
り

も

や

は
屋
根
と
そ
の
下
の
床
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
庇
と
い

ひ
さ
し

、

。

い

さ
ら
に
庇
の
周
囲
に
孫
庇
が
付
け
足
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

ま
ご
び
さ
し

ま
た
母
屋
に
は
塗
籠
と
呼
ば
れ
る
壁
で
囲
ま
れ
た
部
屋
も
つ
く
ら
れ

ぬ
り
ご
め

ま
し
た
が

そ
れ
以
外
に
間
仕
切
り
は
存
在
せ
ず

屏
風
・
御
簾
・
几
帳

、

、

み

す

き
ち
ょ
う

な
ど
の
調
度
品
を
適
当
に
置
い
て
広
い
空
間
を
仕
切
り
ま
し
た
。
ま
た

板
敷
の
床
に
は
、
座
る
場
所
に
の
み
畳
や
筵
な
ど
の
座
具
を
敷
き
、
そ

む
し
ろ

の
ほ
か
用
途
に
し
た
が
っ
て
家
具
調
度
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
寝
殿
造
建
築
の
開
放
性
や
柔
軟
性
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式

に
応
じ
て
空
間
の
広
さ
や
調
度
・
座
具
の
配
置
な
ど
を
頻
繁
に
変
更
す

る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
調
度
で
室
内
を
区
切
り
飾

り
付
け
て
設
営
す
る
こ
と
を
「
室
礼
」
と
い
い
ま
す
。

し
つ
ら
い

■
書
院
造
と
は

以
上
の
よ
う
な
寝
殿
造
の
様
式
は
鎌
倉
時
代
以
降
も
受
け
継
が
れ
、
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社
会
の
移
り
変
わ
り
や
日
常
生
活
の
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
発
展
し
て

い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
、
室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時

代
初
期
に
か
け
て
書
院
造
が
成
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
ょ
い
ん
づ
く
り

書
院
は
本
来
、
禅
僧
の
住
房
の
居
間
兼
書
斎
の
名
称
で
し
た
が
、
や

が
て
床
の
間
・
違
棚
・
付
書
院
な
ど
座
敷
飾
と
呼
ば
れ
る
設
備
を
備
え

と
こ

ま

ち
が
い
だ
な

つ
け
し
ょ
い
ん

ざ

し
き
か
ざ
り

た
座
敷
や
建
物
を
広
く
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
書
院
を

、

、

中
心
に
構
成
さ
れ
た
住
宅
の
様
式
を
書
院
造
と
い
い

格
式
を
重
ん
じ

対
面
・
接
客
の
機
能
を
重
視
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

今
日
で
も
、
和
風
住
宅
と
い
え
ば
す
ぐ
に
床
の
間
や
畳
敷
き
の
和
室

が
思
い
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
書
院
造
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
さ
ま
ざ

ま
な
様
式
は
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

■
書
院
造
の
空
間
構
成

表
の
空
間
と
奥
の
空
間

書
院
造
は
大
き
く
分
け
て
「
表
向
き
」
と
「
奥
向
き
」
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
特
に
そ
れ
ら
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
対
面
や
接

客
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た

で
す
。

書
院(

広
間
・
対
面
所
と
も)

表
に
は
公
的
な
対
面
・
接
客
の
た
め
の
書
院
を
は
じ
め
、
出
入
り
口

に
は
寝
殿
造
邸
宅
の
中
門
・
中
門
廊
に
あ
た
る

、
武
士
の
出
入
り

玄
関

や
詰
め
所
と
な
っ
た

や

、
ま
た
来
客
に
送
迎
の
挨
拶

遠

侍

控
え
の
間

と
お
ざ
む
ら
い

を
す
る
た
め
の

な
ど
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

式
台(

色
代)

し
き
だ
い

一
方
、
奥
に
は
日
常
的
な
政
務
・
対
面
の
場
と
な
っ
た

や

御
座
の
間

ぎ
ょ

ざ

居
間
・
寝
室
と
な
っ
た

な
ど
に
使
用
さ
れ
た
書
院
の
ほ
か
、

御
寝
の
間

ぎ
ょ
し
ん

な
ど
勝
手
回
り
の
場
も
奥
に
あ
り
ま
し
た
。

台
所こ

の
よ
う
に
用
途
や
場
所
の
異
な
る
複
数
の
書
院
を
備
え
た
邸
宅
や

寺
院
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
院
を
、
大
書
院
・
小
書
院
、
黒
書
院
・
白

書
院
、
ま
た
表
書
院
な
ど
と
区
別
し
て
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

近
世
初
期
の
書
院
造
の
典
型
と
さ
れ
る
二
条
城
二
の
丸
御
殿
の
場

合
、
建
物
は
雁
行
形
に
配
置
さ
れ
て
、
表
向
き
に
は
遠
侍
や
式
台
、
公

的
な
対
面
所
の
大

広
間
が
あ
り
、
奥

向
き
に
は
私
的
な

対
面
所
の
黒
書
院

や
御
座
の
間
と
な

っ
た
白
書
院
が
設。

け
ら
れ
て
い
ま
す

書
院
造
で
は
、

書
院
に
限
ら
ず
、

以
上
の
よ
う
な
部

屋
や
建
物
は
、
そ

れ
ぞ
れ
特
定
の
使
用
目
的
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
寝
殿
造
で
は
寝
殿
・

対
が
居
住
と
儀
式
の
空
間
を
兼
ね
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は

書
院
造
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
い
え
ま
す
。

■
書
院
の
内
部
構
造
と
「
座
敷
飾
」

さ
ら
に
書
院
造
建
築
の
内
部
で
も

寝
殿
造
と
は
違
っ
て
母
屋
と
庇

、

ひ
さ
し

の
区
別
は
失
わ
れ
、
ま
た
襖
・
障
子
な
ど
間
仕
切
り
の
発
達
に
よ
っ
て

屋
内
は
細
分
化
さ
れ
て
お
り
、
各
部
屋
の
用
途
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
床
に
は
畳

が
敷
き
詰
め
ら
れ
ま
し
た
。

書
院
造
で
最
も
重
要
な
場
と
い

え
る
書
院
に
は
、
庭
に
面
し
た
複

数
の
部
屋
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

主
人
の
座
が
置
か
れ
た
主
室
は
上

段
に
つ
く
ら
れ
、
さ
ら
に
上
々
段

が
設
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。

二条城二の丸御殿平面図
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ま
た
主
室
の
背
後
に
は
、
主
人
の
座
を
荘
厳
な
も
の
に
す
る
た
め
、

書
画
の
掛
軸
や
生
花
・
置
物
な
ど
を
飾
る

や
、
上
下
二
段
の
棚

床
の
間

と
こ

ま

板
を
左
右
食
い
違
い
に
吊
し
た

、
縁
側
に
張
り
出
し
た
机
や
飾
り

違
棚

ち
が
い
だ
な

棚
の

な
ど
の
座
敷
飾
が
集
中
し
て
備
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

付
書
院

つ
け
し
ょ
い
ん

ざ

し
き
か
ざ
り

こ
う
し
た
書
院
の
構
造
や
意
匠
も
、
対
面
・
接
客
儀
礼
を
目
的
に
、

主
客
の
身
分
格
差
を
空
間
的
に
表
現
す
る
た
め
の
も
の
と
い
え
ま
す
。

歩
く
／
見
る

■
宇
治
市
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

宇
治
市
宇
治
東
内

貴
族
の
邸
宅
で
使
用
さ
れ
た
調
度
や
牛
車
の
復
元
品
の
ほ
か

『
源

、

氏
物
語
』
の
主
人
公
光
源
氏
の
邸
宅

ひ
か
る
げ
ん
じ

と
し
て
知
ら
れ
る
六
条
院
の
復
元
模

型
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

六
条
院
は
四
町(

約
二
百
四
十
メ

ー
ト
ル
四
方)
も
の
敷
地
に
、
四
季

に
応
じ
た
一
町
規
模
の
殿
舎
や
庭
を

四
つ
備
え
、
物
語
に
描
か
れ
た
寝
殿

造
の
理
想
像
が
窺
え
ま
す
。

風
俗
博
物
館(
下
京

こ
の
ほ
か
、

区
堀
川
通
新
花
屋
町
角
、
井
筒
ビ
ル

、

「

」

五
階)

に
も

六
条
院
の

春
の
御
殿

お
と
ど

の
復
元
模
型(

縮
尺

)

が
展
示

1
/
4

さ
れ
て
い
ま
す
。

■
平
安
展
示
室

下
京
区
中
堂
寺
南
町(

京
都
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
東
地
区
内)

昭
和
六
十
二
年
、
当
地
の
土
地
開
発
の
際
に
九
世
紀
前
半
の
寝
殿
造

六条院復元模型
(1/100 宇治市源氏物語ミュージアム蔵)

邸
宅
の
遺
構
が
発
掘
さ
れ
、
そ
の
復
元
模
型(

縮
尺

／

)

の
ほ
か
、

1

40

出
土
し
た
食
器
・
生
活
用
品
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す(

観
覧
に
は

リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
総
合
受
付
ま
で
申
し
込
み
が
必
要)

。

こ
の
地
は
平
安
右
京
六
条
一
坊
五
町
に
あ
た
り
、
遺
構
に
も
と
づ
い

て
平
安
貴
族
邸
宅
の
全
容
が
復
元
さ
れ
た
貴
重
な
例
で
す
。
三
分
の
二

町
を
占
め
る
敷
地
の
南
半
分
に
寝
殿
と
北
・
東
・
西
・
東
南
の
対
、
侍

廊
な
ど
が
あ
り
、
池
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
判
明
し
ま
し
た
。

■
銀
閣
寺(

慈
照
寺)

東
求
堂

左
京
区
銀
閣
寺
町

と
う

ぐ

ど
う

銀
閣
寺
は
、
足
利
義
政(

一
四
三
六
～
九
〇)

の
造
営
し
た
山
荘
東
山

殿
が
、
義
政
の
没
後
に
寺
と
さ
れ
た
も
の
で
す
。

義
政
の
持
仏
堂
と
伝
え
る
東
求
堂(

国
宝)

は
、
書
院
同
仁
斎
や
仏
間

ど
う
じ
ん
さ
い

な
ど
四
室
で
構
成
さ
れ
、
間
仕
切
り
に
襖
を
用
い
、
畳
を
敷
き
詰
め
て

い
ま
す
。
同
仁
斎
は
四
畳
半
の
狭
い
部
屋
に
違
棚
と
付
書
院
を
持
ち
、

こ
の
二
つ
を
備
え
た
建
物
で
は
最
も
古
い
も
の
と
さ
れ
、
書
院
造
の
初

期
形
式
を
窺
わ
せ
る
貴
重
な
遺
構
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
二
条
城
二
の
丸
御
殿

中
京
区
二
条
堀
川
西
入
二
条
城
町

二
条
城
は
慶
長
七(

一
六
〇
二)

年
、
徳
川
家
康(

一
五
四
二
～
一
六

一
六)

の
上
洛
中
の
居
館
と
し
て
造
営
が
開
始
さ
れ
、
翌
年
に
家
康
が

入
城
し
ま
し
た
。
平
成
六
年
に
は
世
界
文
化
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
現
在
の
二
の
丸
御
殿(

国
宝)

は
、
寛
永
三(

一
六
二
六)

年
に

後
水
尾
天
皇
の
行
幸
を
迎
え
る
た
め
に
改
築
さ
れ
た
も
の
で
、
近
世
初

期
の
書
院
造
の
典
型
的
な
遺
構
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
屋
内
の
金
壁
障
屏
画(

国
指
定
重
要
文
化
財)

は
狩
野
探
幽
を

き
ん
ぺ
き
し
ょ
う
へ
い
が

か
の
う
た
ん
ゆ
う

リ
ー
ダ
ー
と
す
る
狩
野
派
の
作
で
す
。
現
在
、
原
画
の
永
久
保
存
の
た

め
に
模
写
事
業
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
平
成
四
年
に
は
黒
書
院
障
壁
画

と
模
写
画
と
の
交
換
作
業
が
完
了
し
て
い
ま
す
。
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